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論
争
す
る
氏
と
天
皇

｜
｜
『
高
橋
氏
文
』
の
祭
肥
技
術
と
起
源
神
話
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

口
口口

泰

子

氏
文
と
八
世
紀
の
宮
廷
祭
杷
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『
高
橋
氏
文
』
と
は
、八
世
紀
末
の
古
代
宮
廷
に
お
い
て
、
天
皇
の
御
膳
や
祭
組
の
神
僕
に
関
わ
り
を
も
っ
、
内
膳
司
奉
膳
職
の
負
名
氏
で

あ
る
高
橋
氏
が

そ
の
関
わ
り
方
の
深
さ
を
追
求
し
た
書
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
一
時
期
、
氏
文
と
い
う
、
氏
の
出
自
や
職
の
起
源
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
が
、
集

中
的
に
氏
自
身
の
手
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
か
氏
文
の
時
代
。
と
称
さ
れ
る
一
時
期
の
現
象
に
つ
い
て
、
す
で
に
日
本
書

紀
や
古
事
記
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
氏
自
ら
に
よ
っ
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
氏
文
と
い
う

テ
キ
ス
ト
群
を
め
ぐ
る
聞
い
の
出
発
点
と
し
て
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
神
祇
官
の
内
部
で
斎
部
氏
と
中
臣
氏
が
、
祭
杷
の
時
に
御
幣
を
捧
げ
る
と
い
う
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
こ
と
が

契
機
と
な
っ
て
『
古
語
拾
遺
』
が
書
か
れ
た
り
、
内
膳
司
の
内
部
で
高
橋
氏
と
安
曇
氏
が
や
は
り
祭
加
に
関
す
る
事
で
論
争
し
、
『
高
橋
氏
文
』



や
安
曇
氏
の
氏
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
祭
紀
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
が
こ
の
時
期
に
あ
ち
こ
ち
で
沸
き
上
が
り
、

論
争
で
の
主
張
の
や
り
方
の
一
つ
と
し
て
、
氏
文
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
書
く
こ
と
も
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
仁
式
を
初
め
と
す
る
各
役
所
の
施
行
細
目
に
つ
い
て
の
公
的
な
法
典
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
祭
肥
部

門
を
書
く
た
め
の
材
料
と
し
て
、
氏
文
が
提
出
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
祭
組
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
何
故

そ
れ
と
同
じ
時
期
に
、

こ
の
時
期
に
氏
々
の
問
で
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
背
景
と
し
て
説
明
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
祭
砲
の
公
的
な
施
行
細

目
の
テ
キ
ス
ト
を
造
る
営
み
の
一
端
に
食
い
入
る
べ
く
、
他
氏
と
対
抗
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
、
や
は
り
祭
把
へ
の
関
わ
り
方
を
め

ぐ
る
論
争
の
表
現
行
為
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
祭
組
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
氏
々
が
論
じ
合
い
競
い
合
っ
て
い
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考

え
る
に
は

そ
れ
以
前
と
も
以
後
と
も
違
、7

、

こ
の
一
時
期
に
固
有
な
、

八
世
紀
の
宮
廷
祭
組
の
現
場
で
、
何
が
起
こ
り
ど
の
よ
う
に
動
い

-2-

て
い
た
の
か
に
目
を
向
け
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
抱
く
と
き
、
『
高
橋
氏
文
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
内
部
に

存
在
す
る
、
祭
肥
の
現
場
で
の
実
践
に
向
か
っ
て
繋
が
る
た
め
の
結
節
点
も
し
く
は
結
び
目
の
よ
う
な
も
の
が
、
鍵
を
握
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

『
高
橋
氏
文
』
の
起
源
神
話
で
は
、ど
の
よ
う
な
器
に
ど
の
よ
う
な
分
量
で
御
食
を
盛
り
分
け
る
か
と
か
、
御
食
を
捧
げ
持
つ

と
き
の
装
束
は
何
で
ど
の
よ
う
に
作
り
身
体
を
装
う
か
、
ま
た
宮
中
の
御
膳
神
を
ど
の
よ
う
な
神
格
と
し
て
組
る
か
と
い
っ
た
祭
肥
技
術
が
、

高
橋
氏
に
と
っ
て
の
「
料
理
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
同
じ
く
「
料
理
」
を
す
る
、
御
亙
や
神
部
や
卜
部
と
い
っ
た
神
祇

(3
) 

官
に
所
属
す
る
祭
杷
官
た
ち
と
の
、
競
合
の
場
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
祭
施

技
術
が
競
わ
れ
る
八
世
紀
の
宮
廷
祭
杷
を
、
太
政
官
の
側
が
記
述
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
太
政
官
符
を
、
引
用
と
い
う
や
り
方
で
氏
文
の
内

部
に
取
り
込
み
、
『
高
橋
氏
文
』
の
一
部
と
し
て
出
し
て
い
る
。
『
高
橋
氏
文
』

の
内
部
で
は
、
高
橋
氏
の
職
の
起
源
神
話
と
太
政
官
符
と
い



う
本
来
異
質
の
も
の
ど
う
し
が
、
祭
紀
行
為
の
字
む
技
術
と
し
て
の
「
技
」
、と
い
う
一
点
で
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
で
、

こ
の
太
政
官
符
を
取
り
上
げ
て
、
祭
加
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
く
論
争
か
ら
、
起
源
神
話
と
直
通
す
る
祭
組
技

術
の
「
技
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

は
じ
ま
り
の

「
技
」

場
面
は
、
神
今
食
と
い
う
宮
廷
祭
杷
の
場
。
そ
も
そ
も
、
神
今
食
や
大
嘗
祭
と
い
っ
た
天
津
御
食
を
め
ぐ
る
宮
廷
祭
記
に
お
い
て
、
高
橋

氏
は
鰻
の
藁
と
い
う
御
食
を
、
安
曇
氏
は
海
藻
の
糞
と
い
う
御
食
を
、
そ
れ
ぞ
れ
膳
屋
か
ら
神
殿
の
入
口
ま
で
捧
げ
て
持
っ
て
く
る
と
い
う
、

祭
施
行
為
を
す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
、
「
天
津
御
食
を
斎
ひ
忌
は
り
取
り
持
つ
」
と
い
う
職
掌
の
、
「
取
持
」
ち
方
、つ
ま
り
い
か
に
御
食
を

捧
げ
る
か
と
い
う
や
り
方
の
一
部
が
、
改
め
て
問
い
返
さ
れ
こ
だ
わ
り
の
核
と
な
っ
て
い
っ
た
。

3-

① 

聞
く
如
く
、
先
代
の
行
ふ
所
、
神
事
の
日
、
高
橋
朝
臣
ら
前
に
立
ち
て
供
奉
し
、
安
曇
宿
禰
ら
更
に
争
ふ
所
な
し
。

但
し
飯
高
天
皇
の
御
世
に
至
り
、
霊
亀
二
年
十
二
月
神
今
食
の
日
、
奉
膳
従
五
位
下
安
曇
宿
禰
万
、
典
膳
従
七
位
上
高
橋
朝
臣
乎
具
須

比
に
語
り
て
日
く
、
「
万
は
官
の
長
た
り
、
年
の
老
た
り
。
前
に
立
ち
て
供
奉
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
」

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
や
ら
、
膳
屋
か
ら
神
殿
の
入
口
ま
で
御
食
を
捧
げ
て
運
ぶ
と
き
の
行
列
の
中
で
、
高
橋
氏
と
安

曇
氏
の
ど
ち
ら
が
先
に
並
ぶ
か
と
い
う
、
行
列
の
順
番
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
も
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
御
食
を
捧

げ
て
並
ぶ
と
き
の
順
番
が
、
あ
る
日
突
然
に
杷
り
方
の
「
技
」
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
当
事
者
の
こ
だ
わ
り
方
に
つ
い
て
で



本
山
ヲhv。

そ
も
そ
も
、
御
食
を
捧
げ
て
並
ぶ
と
き
の
順
番
が
問
題
に
な
る
以
前
、
安
曇
氏
ら
御
食
を
捧
げ
る
当
事
者
の
意
識
で
は
、
自
分
の
捧
げ
る

御
食
が
神
殿
内
部
の
天
皇
と
神
座
に
届
け
ば
よ
い
わ
け
で
、
自
分
の
御
食
と
他
人
の
捧
げ
る
御
食
と
の
聞
の
順
番
に
つ
い
て
は
、
何
の
意
味

も
見
い
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
「
高
橋
朝
臣
ら
前
に
立
ち
て
供
奉
し
、
安
曇
宿
禰
ら
更
に
争
ふ
所
な
し
。
」の示
す
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
霊
亀
二
年
（
七
一
六
年
）
十
二
月
神
今
食
の
日
に
安
曇
宿
禰
万
と
い
う
者
は
、
こ
の
「
順
番
」
に
、
祭
胞
の
場
で
の
力

関
係
を
見
い
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

官
位
の
上
の
者
が
行
列
の
前
、

こ
の
祭
加
の
場
で
の
力
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
明
で
は
、
律
令
制
の
官
位
の
上
下
が
祭
把
の
場
で
も
視
覚
的
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
、

(5
) 

つ
ま
り
天
皇
の
よ
り
近
く
に
侍
奉
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
安
曇
宿
禰

-4-

万
の
発
言
の
中
に
は
、
官
位
の
上
下
が
、
自
分
が
先
に
な
ら
ぶ
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時

に
年
齢
の
上
下
の
こ
と
も
言
っ
て
い
て
、
必
ず
し
も
律
令
制
度
の
優
先
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
安
曇
氏
が
高
橋
氏
の
先
に
な
ら

ぶ
と
い
う
順
番
を
主
張
す
る
と
き
の
、
主
張
の
や
り
方
と
し
て
、
官
位
や
年
齢
の
上
下
の
問
題
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
、

と

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
官
位
や
年
齢
の
上
下
と
い
っ
た
、
既
に
存
在
し
て
い
る
力
関
係
を
視
覚
化
し
て
表
す
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
安
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
絶
え
ず
変
化
し
生
成
し
よ
う
と
す
る
力
を
挑
発
し
発
き
た
て

る
、
在
り
方
の
一
つ
と
し
て
、
「
順
番
」
が
論
争
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
順
番
」
と
い
う
一
点
に
彼
ら
が
過
敏
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
そ
こ

ろ（カf

フ立
。差

別

差
異

や
権
力
（
力
関
係
）
な
ど
が
生
々
し
く
露
出
し
、
力
が
出
て
く
る
地
点
で
あ
る
こ
と
に
、
意
識
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ



こ
の
よ
う
に
し
て
論
争
は
は
じ
ま
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
安
曇
氏
が
高
橋
氏
の
前
と
い
う
順
番
に
よ
る
、
御
食
の
捧
げ
方
を
主
張
し
て

き
た
安
曇
宿
禰
万
に
対
し

こ
の
あ
と
高
橋
氏
サ
イ
ド
は
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
投
げ
返
し
て
い
っ
た
か
。

② 

こ
の
時
子
具
須
比
答
へ
て
云
く
、
「
神
事
の
日
、
御
膳
に
供
奉
す
る
は
膳
臣
ら
の
職
に
し
て
、
他
氏
の
事
に
あ
ら
ず
。
」
し
か
し
て
刀
、

猶
強
ひ
て
論
じ
、
子
具
須
比
肯
は
ず
。
か
く
の
ご
と
き
相
論
、
内
裏
に
聞
こ
へ
て
勅
判
あ
り
、
「
累
世
神
事
更
に
改
む
べ
か
ら
ず
。
宜
し

く
例
に
依
り
て
こ
れ
を
行
ふ
べ
し
。
」
こ
れ
よ
り
以
来
、
争
論
有
る
こ
と
な
し
。

官
位
や
年
齢
を
根
拠
に
し
て
、
安
曇
・
高
橋
の
順
番
を
主
張
し
て
き
た
安
曇
宿
禰
万
に
対
し
、
高
橋
朝
臣
子
具
須
比
は
さ
ら
に
と
ん
で
も

な
い
こ
と
を
口
走
る
。
神
事
の
と
き
の
御
膳
に
仕
え
る
の
は
、
「
膳
」
を
名
を
持
つ
膳
臣
（
高
橋
氏
の
改
姓
前
の
名
）

だ
け
で
あ
っ
て
、
「
他

-5-

氏
の
事
」
で
は
な
い
と
一
一
一
一
口
う
。

つ
ま
り
、
御
食
を
捧
げ
る
と
い
う
祭
施
行
為
を
す
る
の
は
、
高
橋
氏
だ
け
の
特
権
で
あ
っ
て
、
安
曇
氏
が
御

食
を
捧
げ
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
曇
・
高
橋
の
順
番
で
御
食
を
捧
げ
る
と
い
う
肥
り
方
の
説
を
、
安
曇
氏
が
出
し
て

き
た
の
に
対
し
、
高
橋
氏
は
、
高
橋
だ
け
が
御
食
を
捧
げ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
新
た
な
異
説
を
出
し
て
き
た
わ
け
だ
。

こ
れ
ら
の
異
説
の
生
成
に
対
し
、
天
皇
は
勅
判
と
い
う
か
た
ち
で
、
高
橋
が
安
曇
の
前
と
い
う
順
番
の
説
を
出
す
。
そ
の
根
拠
は
、
「
累
世

神
事
」
の
や
り
方
を
改
変
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
、
安
曇
氏
と
高
橋
氏
の
説
に
対
す
る
自
分
の
説
の
正
統
性
を
、
「
累
世
神
事
」
に

求
め
て
い
る
。
確
か
に
、
御
食
を
捧
げ
る
と
き
の
順
番
が
問
題
に
挙
が
る
以
前
、
安
曇
氏
は
高
橋
氏
の
後
に
並
ん
で
い
た
が
、そ
れ
は
、
当

事
者
に
と
っ
て
は
、
「
順
番
」
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
以
前
か
ら
の
並
び
方
を
「
順
番
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ

れ
を
安
曇
氏
や
高
橋
氏
が
主
張
す
る
異
説
に
対
す
る
、
正
統
的
な
説
と
し
て
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
相
論
の
中
で
の
天
皇
の
戦
略
が
う
か
が
わ



れ
る
。
霊
亀
二
年
（
七
一
六
年
）
の
こ
の
た
び
の
論
争
は
、
天
皇
の
説
が
二
氏
の
説
を
圧
倒
し
、
以
後
そ
の
や
り
方
で
祭
杷
が
行
わ
れ
て
き

B
a

、
、
、
、

半
人
カ

そ
れ
か
ら
約
半
世
紀
後
の
宝
亀
六
年
（
七
七
五
年
）

に
、
再
び
こ
の
間
題
が
沸
騰
し
て
く
る
。

③ 

宝
亀
六
年
六
月
神
今
食
の
日
に
至
り
、
安
曇
宿
禰
広
吉
強
ひ
て
前
に
進
み
て
立
ち
、
高
橋
波
麻
日
と
相
ひ
争
ひ
、
広
吉
を
挽
却
す
。

前
回
は
「
相
論
」
と
い
う
、
こ
と
ば
の
投
げ
掛
け
合
い
だ
っ
た
が
、
今
回
は
「
相
争
」
と
い
う
、
身
振
り
手
振
り
に
よ
っ
て
御
食
の
捧
げ

方
を
め
ぐ
る
説
が
競
い
合
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
見
、
単
な
る
殴
り
合
い
の
暴
力
行
為
に
し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

や
は
り
前

回
に
出
し
た
説
を
、

互
い
に
身
体
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
曇
広
吉
は
安
曇
が
高
橋
の
前
に
立
つ
べ
く
、
神
事
の
さ
な
か
、

御
食
を
捧
げ
て
並
ん
で
い
る
ま
き
に
そ
の
時
、
高
橋
波
麻
呂
の
前
に
割
り
込
ん
で
く
る
。
一
方
高
橋
波
麻
呂
は
、
高
橋
だ
け
が
御
食
を
捧
げ
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る
べ
く
、
安
曇
広
吉
を
行
列
か
ら
挽
き
ず
り
出
す
。

こ
の
よ
う
に
、
御
食
を
捧
げ
る
と
き
の
な
ら
ぴ
方
を
め
ぐ
っ
て
、
安
曇
氏
と
高
橋
氏
は
説
を
競
い
合
い
加
熱
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、そ
れ

に
し
て
も
、

な
ぜ
彼
ら
は
こ
ん
な
に
も
紀
り
方
の
「
技
」
を
め
ぐ
っ
て
鏡
舌
に
な
っ
て
い
く
の
か
。
ま
た
、
和
り
方
の
「
技
」
を
語
る
こ
と

は
、
「
技
」
を
実
践
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
、ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
営
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
祭
杷
技
術
を
め
ぐ
る
論
争
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
祭
組
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
が
、
自
ら
実
践
す
る
「
技
」
を
め
ぐ
る

秘
事
・
口
伝
を
書
き
記
し
た
、
中
世
の
秘
事
口
伝
書
が
参
考
に
な
る
。
中
世
の
祭
組
実
践
者
に
と
っ
て
、
秘
事
を
語
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と

や
口
伝
を
書
き
記
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
技
」
を
め
ぐ
る
競
合
の
一
環
と
し
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
群
を
通
し
て
、
し E

か
に
祭
和
行
為
の
一
部
が
突
出
し
、
「
技
」
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
、
展
開
し
て
い
く
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な



意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

秘
事
口
伝
の
問
答
か
ら

神
今
食
や
大
嘗
祭
の
神
僕
供
進
の
神
事
に
お
い
て
、
神
僕
を
膳
屋
か
ら
神
殿
の
入
口
ま
で
捧
げ
運
ぶ
と
い
う
祭
紀
行
為
を
す
る
者
で
あ
る
、

高
橋
氏
と
安
曇
氏
に
と
っ
て
、
あ
る
一
時
期
、
特
別
な
意
味
を
帯
び
て
関
心
の
的
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
先
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

神
撲
を
捧
げ
る
と
き
の
行
列
の
な
ら
び
方
で
あ
っ
た
。
一
方
、
本
柏
と
い
う
、
御
酒
を
盛
る
器
を
作
る
宮
主
職
の
者
に
と
っ
て
も
、
絶
え
ず

本
柏
の
作
り
方
の
技
術
が
問
い
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

こ
の
宮
主
職
を
出
す
家
で
あ
る
ト
部
氏
が
、
宮
、
王
の
実
践
す
る
「
技
」
に
つ
い
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て
の
秘
事
・
口
伝
類
を
中
世
（
南
北
朝
時
代
）
に
記
述
し
た
、
記
録
の
集
成
で
あ
る
『
宮
主
秘
事
口
伝
』
か
ら
、
本
柏
を
め
ぐ
る
議
論
の
箇

所
を
取
り
上
げ
る
。

仰
せ
に
云
く
。
神
膳
の
儀
、
本
柏
は
秘
事
な
り
、
重
事
な
り
。
能
々
存
知
す
べ
し
。
一
五
々
。

兼
豊
、
次
第
を
以
て
残
る
所
無
く
采
女
に
仰
せ
含
む
。
ま
た
殿
下
、
御
問
答
有
り
。

詮
ず
る
所
の
代
々
の
次
第
・
記
録
、
兼
日
に
披
見
し
、

了
見
を
加
ふ
べ
き
な
り
。

一
、
す
尺
な
ど
の
事
。

（
中
略



ま
た
仰
せ
に
云
く
、
本
柏
は
何
枚
か
。

五
々
。

申
し
て
云
く
、
本
柏
と
は
、
安
芸
の
説
と
称
す
は
（
安
芸
と
称
す
は
、
根
本
の
采
女
の
名
な
り
。
）
、
柏
の
本
葉
一
枚
を
以
て
そ
の
本
を

結
ひ
候
ふ
。

ま
た
仰
せ
に
云
く
、
本
柏
は
十
枚
な
り
。

の
り
て
後
日
引
勘
の
と
こ
ろ
、
十
枚
な
り
。
藁
の
穂
を
以
て
そ
の
本
方
を
結
ひ
合
は
し
む
。

(7
) 

延
慶
の
兼
日
問
答
の
記
な
り
。

一
五
々
。

己
上
、

神
僕
供
進
の
儀
の
時
、
神
殿
の
内
部
に
ま
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
天
皇
以
外
で
は
、
陪
膳
采
女
と
宮
、
王
と
摂
政
関
白
だ
け
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
記
事
は
、
大
嘗
祭
に
先
立
つ
数
日
前
に
こ
の
メ
ン
バ
ー
が
一
室
に
集
ま
り
、
外
か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
殿
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奥
の
部
屋
で
の
儀
式
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
、
問
答
の
記
で
あ
る

（
冒
頭
の
「
仰
せ
に
云
く
」
の
話
者
は
「
殿
下
」
、
す
な
わ
ち
摂
政
関
白
。

兼
豊
は
宮
、
王
。そ
れ
と
采
女
が
隣
席
し
て
い
る
。
）
。
な
か
で
も
特
に
本
柏
を
め
ぐ
る
問
答
で
あ
る
が
、」
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
外
に
向

か
つ
て
は
「
秘
事
」
「
重
事
」
と
し
て
隠
し
て
お
く
こ
と
が
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
は
「
能
々
存
知
す
べ
」
き
こ
と
と
さ
れ
、
宮
、
王
の
兼
豊

は
知
っ
て
い
る
限
り
の
知
識
を
采
女
に
語
り
、
さ
ら
に
関
白
殿
下
も
「
御
問
答
有
り
」
と
あ
っ
て
、
「
秘
事
」
は
語
る
こ
と
に
加
わ
っ
て
く
る
。

「
秘
事
」
が
当
事
者
の
間
で
は
、お
し
ゃ
べ
り
の
渦
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
渦
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
過
去
に
や
は
り
宮
主
と
関
白
殿
下
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
本
柏
の
「
秘
事
」

を
め
ぐ
る
問
答
の
記
録
（
「
代
々
の
次
第
・
記
録
」
、
す
な
わ
ち
「
延
慶
の
兼
日
問
答
の
記
」
）が
引
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
本
柏
と
い
う
器
は
何
枚
の
柏
の
葉
を
綴
り
合
わ
せ
て
作
る
か
、
ま
た
そ
の
根
元
は
ど
う
や
っ
て
縛
る



の
か
、
と
い
っ
た
ご
く
微
細
な
レ
ベ
ル
で
、
相
異
な
る
説
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
秘
事
」
を
め
ぐ
っ
て
口
々

に
説
を
語
り
出
す
こ
と
を
通
し
て
、
組
り
方
の
あ
る
一
部
分
が
関
心
の
的
と
し
て
突
出
し
て
き
て
、さ
ら
に
そ
こ
を
目
指
し
て
い
く
つ
も
の

説
が
集
ま
り
、
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
う
。
「
秘
事
」
と
は
、
単
な
る
秘
匿
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

ま
き
に
「
技
」
を
め
ぐ
る
競
合
の
柑
塙
に

は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
宮
主
に
と
っ
て
の
特
別
な
知
識
を
、
祭
犯
に
関
与
し
な
い
全
く
の
部
外
者
に
公
開
し
て
し
ま
っ
た
者
が
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出
て
く
る
。
そ
れ
が
、
連
歌
師
宗
祇
の
求
め
に
応
じ
て
ト
部
兼
倶
が
書
き
記
し
た
、
『
大
嘗
会
神
秘
書
』
で
あ
る
。
こ
の
中
で
本
柏
に
関
し
て
、

と
こ
ろ
で
時
代
が
下
る
と
、

「
深
秘
の
口
決
な
り
。
宮
主
臨
期
に
調
申
事
、
秘
の
中
の
秘
た
る
故
に
や
。
」
と
、
秘
事
で
あ
る
由
縁
を
語
り
出
す
。
神
殿
の
中
で
の
宮
、
王
の

席
は
、

天
皇
と
陪
膳
采
女
が
い
る
奥
の
部
屋
と
、
高
橋
や
安
曇
た
ち
の
行
列
が
な
ら
よ
入
口
と
を
繋
ぐ
控
え
の
部
屋
で
あ
り
、
そ
の
控
え
の

た
神
撲
が
神
殿
の
入
口
か
ら
奥
の
部
屋
へ
運
び
入
れ
ら
れ
、
奥
の
部
屋
で
は
運
び
込
ま
れ
た
御
食
の
一
つ
一
つ
を
平
手
と
い
う
器
に
順
番
に
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部
屋
の
中
で
も
、
奥
の
部
屋
へ
通
じ
る
、
中
戸
の
脇
と
い
う
特
別
な
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
席
を
占
め
て
、
「
臨
期
」
｜
｜
行
列
の
運
ん
で
き

盛
っ
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
し
た
儀
式
の
さ
な
か
に
、
宮
主
は
一
人
黙
々
と
本
柏
作
り
を
し
て
い
る
。
出
来
上
が
っ
た
本
柏
は
、や
が
て
奥

の
部
屋
に
運
び
入
れ
ら
れ
、
陪
膳
采
女
が
手
に
取
っ
て
天
皇
に
手
渡
し
、

天
皇
は
手
づ
か
ら
こ
の
本
柏
に
御
酒
を
盛
り
神
食
薦
の
上
に
載
せ

て
神
に
奉
る
。
本
柏
は
、
そ
れ
を
手
に
取
る
者
み
ん
な
に
と
っ
て
の
「
秘
事
」
「
重
事
」
の
は
ず
だ
が
、
ト
部
兼
倶
は
、
儀
式
の
さ
な
か
と
い

う
特
別
な
時
間
に
、
中
戸
の
脇
と
い
う
特
別
な
場
所
で
作
る
と
い
う
、
宮
、
王
に
と
っ
て
の
「
秘
事
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
祭
杷
の
場
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
本
柏
作
り
と
い
う
祭
紀
行
為
の
中
で
、
「
臨
期
」
と
い
う
一
点
が
新
た
に
「
技
」
と
し
て

浮
か
び
上
が
り
、
特
別
な
意
味
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
ト
部
兼
倶
が
「
臨
期
」
を
発
見
し
た
の
と
匹
敵
す
る
こ
と
と
し
て
、
先
の
安
曇
宿
禰
刀
が
御
食
を
捧
げ
て
な
ら
ぶ
と
き
の
「
順
番
」



に
突
如
と
し
て
過
敏
に
な
っ
た
こ
と
（
①
の
記
事
）
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
「
技
」
の
発
見
で
あ
る
。
ま
た
、
本
柏
の
作
り
方
を
め
ぐ

っ
て
関
白
殿
下
と
宮
主
が
問
答
を
し
て
い
く
な
か
で
、
技
術
の
細
部
が
ど
ん
ど
ん
問
い
返
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
安
曇
氏
と
高
橋
氏
お
よ

ぴ
天
皇
が

一
連
の
事
件
に
お
い
て
新
た
な
説
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
こ
と
と
通
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
秘
事
口
伝
類
と
八
世
紀
末
の
『
高
橋
氏
文
』
引
用
の
太
政
官
符
と
を
ひ
き
較
べ
て
み
る
と
、
「
技
」
の
展
開
と
い
う

点
で
共
通
性
が
見
い
出
せ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
末
の
高
橋
氏
と
安
曇
氏
の
論
争
の
や
り
方
が
、
中
世
の
関
白
殿
下
と
宮
、
王
の
問
答
に
対
し

て
持
ち
う
る
固
有
性
と
し
て
、
起
源
神
話
の
創
出
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
橋
氏
と
安
曇
氏
に
と
っ
て
、
組
り
方
の
説
の
正
し
さ
は
、

起
源
神
話
の
も
つ
力
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
組
り
方
の
説
そ
の
も
の
を
、
突
発
的
な
こ
と
ば
や
動
作
の
投
げ
掛
け
合
い
と
し
て
表
現
し
競
う

だ
け
で
は
な
く
、
起
源
神
話
を
書
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
も
競
い
合
っ
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
起
源
神
話
の
記
述
を
め
ぐ
る
競

合
を
、
ひ
き
つ
づ
き
太
政
官
符
で
み
て
み
よ
う
。
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四

作
り
出
さ
れ
る
起
源
神
話

③
の
記
事
で
挙
げ
た
事
件
の
後
、
高
橋
波
麻
日
と
安
曇
広
吉
は
両
者
と
も
献
を
科
き
れ
、
喧
嘩
両
成
敗
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
が
、

高
橋
波
麻
日
は
自
分
に
は
罪
は
な
い
こ
と
を
天
皇
に
向
か
っ
て
主
張
し
、

そ
の
結
果
天
皇
の
勅
判
が
下
り
、
安
曇
広
吉
は
よ
り
重
い
肢
を
科

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
天
皇
に
よ
っ
て
、
安
曇
氏
の
主
張
す
る
組
り
方
の
説
は
再
ぴ
却
下
さ
れ
た
わ
け
だ
。
そ
こ
で
安
曇
広
吉

が
次
に
起
こ
し
た
行
動
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

④ 

そ
の
後
広
吉
ら
妄
り
に
偽
辞
を
以
て
氏
記
に
加
附
し

こ
れ
を
以
て
申
開
し
、
自
ら
先
た
る
こ
と
を
得
。
こ
れ
に
因
り
て
、
高
橋
朝
臣



ら
敢
へ
て
訴
へ
を
披
か
ず
と
雄
ど
も
、
し
か
し
て
憂
憤
の
状
、
精
顕
れ
出
づ
る
こ
と
有
り
。

「
氏
記
」
と
は
、日
本
書
紀
な
ど
の
国
史
に
対
し
て
、
氏
サ
イ
ド
の
書
で
あ
る
。
「
妄
り
に
偽
辞
を
以
て
氏
記
に
加
附
し
」
と
は
、
氏
記
に

新
た
な
内
容
を
書
き
加
え
る
こ
と
自
体
が
、
「
妄
り
」
で
「
偽
辞
」
と
さ
れ
た
の
か
、そ
れ
と
も
書
き
加
え
る
と
い
う
行
為
は
問
題
な
い
が
、

そ
の
内
容
に
偽
り
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、

八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
の
一
時
期
に
お
い
て
、
氏
々
が
職
の
起
源
神
話
や

技
術
を
テ
キ
ス
ト
に
書
く
と
い
う
の
は
、
氏
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
行
為
だ
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
あ

え
て
そ
こ
に
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
、
氏
文
論
に
と
っ
て
の
記
述
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
る
。
こ
の
後
の
一
連
の
記
事

で
も
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
問
題
が
関
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
だ
。
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き
て
、
「
氏
記
に
加
附
」
し
た
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
内
容
の
あ
ら
ま
し
は
、
後
で
明
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
御
間
城
入
彦
五

十
項
殖
天
皇
の
御
世
、
己
等
が
遠
祖
大
拷
成
吹
、
始
め
て
御
膳
を
奉
る
」
と
い
う
、
安
曇
氏
の
職
の
起
源
神
話
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
安
曇
広

吉
は
、
自
分
で
新
た
な
起
源
神
話
を
作
り
出
し
、
テ
キ
ス
ト
に
書
き
加
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
「
御
問
城
入
彦
五
十
項
殖
天
皇
」
と
は
、

崇
神
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
安
曇
氏
が
御
膳
に
奉
仕
し
た
起
源
は
応
神
天
皇
の
世
で
、
高
橋
氏
は
そ
れ
よ
り

四
代
前
の
景
行
天
皇
の
世
で
あ
り
、
高
橋
氏
の
方
が
起
源
が
古
い
。
そ
れ
に
対
し
て
安
曇
広
吉
が
書
き
加
え
た
起
源
は
崇
神
天
皇
の
世
で
あ

っ
て
、
高
橋
氏
の
景
行
天
皇
の
世
よ
り
も
二
代
古
い
。
つ
ま
り
安
曇
広
吉
は
、
起
源
と
な
る
事
績
の
歴
史
的
な
古
き
を
、
起
源
神
話
の
記
述

に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
安
曇
が
高
橋
の
前
に
な
ら
ぶ
と
い
う
安
曇
氏
の
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
高
橋
氏
は
憤
慨
し

つ
つ
も
そ
の
説
に
従
う
ほ
か
な
か
っ
た
。
起
源
神
話
の
創
出
と
い
う
表
現
行
為
に
よ
っ
て
、
」
の
時
点
で
は
安
曇
氏
が
高
橋
氏
を
圧
倒
し
た

の
で
あ
っ
た
。



と
こ
ろ
で
、
安
曇
広
吉
の
こ
の
行
為
に
対
し
て
「
妄
り
」
「
偽
辞
」
と
評
し
た
の
は
、
こ
の
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た
延
暦
十
一
年
の
時
点
で

の
太
政
官
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
安
曇
広
吉
本
人
に
し
て
み
れ
ば
、
高
橋
・
安
曇
の
順
番
の
組
り
方
は
正
し
く
な
く
、
安
曇
・
高
橋
の
順
番

こ
そ
正
し
い
組
り
方
で
あ
り

こ
の
よ
う
な
祭
杷
の
あ
り
方
を
支
え
る
世
界
像
と
し
て
、
高
橋
氏
よ
り
も
古
い
世
に
安
曇
氏
の
始
祖
が
御
膳

に
奉
仕
し
た
と
い
う
起
源
神
話
は
、
「
偽
辞
」
で
は
な
く
真
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
今
ま
で
書
か
れ
な
か
っ
た
神
話
を
テ
キ
ス
ト
に
書
き
加
え

る
と
い
う
行
為
は

い
わ
ば
，
埋
も
れ
た
神
話
。
を
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
あ
ら
わ
し
て
く
る
と
い
う
営
み
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
起
源
神
話
の
事
績
の
古
き
が
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
に
は
、

そ
の
起
源
神
話
を
い
か
に
書
く
か
と
い
う
、
記
述
の
技
術

が
間
わ
れ
始
め
る
。
右
の
記
事
の
事
件
か
ら
十
七
年
後
の
延
暦
十
一
年
に
、
再
び
こ
の
安
曇
広
吉
の
手
が
加
わ
っ
た
安
曇
氏
の
氏
記
が
注
目

を
浴
び
る
時
が
来
た
。
こ
の
氏
記
に
対
す
る
太
政
官
の
コ
メ
ン
ト
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

⑤ 

ち
か
あ
ら
は

仇
り
て
そ
の
私
記
の
文
を
検
す
る
に
、
行
の
下
に
追
ひ
て
注
し
、
筆
遁
殊
に
拙
く
字
庶
か
ら
ず
。
好
詐
の
端
こ
こ
に
見
れ
た
り
。
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「
私
記
」
は
先
の
「
氏
記
」
と
同
じ
だ
ろ
う
。
私
記
の
本
文
の
行
の
下
の
箇
所
に
、
追
記
の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
字
の
筆
跡
を
見
る
に
、
特

に
稚
拙
で
本
文
の
字
と
似
て
い
な
い
、
と
コ
メ
ン
卜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
お
そ
ら
く
、
安
曇
広
吉
が
書
き
加
え
た
「
遠
祖
大
拷
成
吹
」

の
事
績
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
事
績
の
内
容
で
は
な
く
、
一
枚
の
紙
の
上
で
の
文
字
の
位
置
や
配
列
、
字
体
・
形

と
い
っ
た
筆
跡
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
書
き
わ
ざ
に
、
「
好
詐
の
端
」
が
顕
れ
て
い
る
と
言
う
。
遠
祖
大
拷
成
吹
に
関
す
る
起
源
説
話
の
真

偽
が
書
き
わ
ざ
に
顕
れ
る
と
は
、
ど
、
つ
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
起
源
神
話
を
書
く
と
き
の
「
技
」
が
、
単
な
る
上
手
い
下
手
と
い
う
意
味
で
の
技
術
で
は
な
く
、
隠
れ
て
い
る
真
実
も
し
く
は



神
の
こ
と
を
、
こ
ち
ら
側
に
引
っ
張
り
出
し
顕
し
て
く
る
た
め
の
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
力
の
問
題
と
し
て
、

高
橋
氏
の
書
き
わ
ざ
と
安
曇
氏
の
書
き
わ
ざ
は
競
わ
れ
、
高
橋
氏
の
起
源
説
話
は
真
、
安
曇
氏
の
起
源
説
話
は
偽
と
さ
れ
る
。
ど
の
よ
、
つ
な

順
番
で
御
食
を
運
ぶ
の
が
正
し
い
杷
り
方
な
の
か
と
い
う
施
り
方
の
真
偽
が
、
記
述
と
い
う
「
技
」
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
氏
文
を
記
述
す
る
と
い
う
行
為
も
、
「
技
」
と
い
う
視
線
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、い
か
に
神
を
組
る
か
と
い
う
祭
組
実
践

と
一
続
き
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
把
り
方
の
「
技
」
を
め
ぐ
る
競
合
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
、，

、』’

の
「
技
」
の
競
合
が
生
み
出
し
て
し
ま
う
、
祭
杷
の
場
で
の
力
関
係
は
、
〈
天
皇
〉
と
い
う
王
権
の
問
題
へ
と
我
々
を
導
い
て
い
く
。
次
章
で

は
、
氏
々
と
天
皇
と
が
、
記
り
方
の
「
技
」
を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
競
合
し
て
い
く
と
い
う
、この
出
来
事
の
も
つ
、
普
通
に
は
考
え
に
く
い

奇
異
な
面
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
よ
う
。

五

論
争
す
る
氏
と
天
皇
｜
｜
祭
加
の
実
践
者
と
し
て
｜
｜

-13 

⑥ 

延
暦
八
年
：
・
乃
ち
高
橋
氏
の
先
た
る
べ
き
こ
と
を
知
り
ぬ
。
而
し
て
事
は
先
朝
を
経
、
卒
に
改
む
る
こ
と
忍
び
ず
。
欲
く
は
一
は
先
、

一
は
後
と
、
彼
此
憂
ふ
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
と
思
ふ
。

こ
れ
は
、
前
章
で
見
た
⑤
の
記
事
（
延
暦
十
一
年
）
以
前
に
一
度
、
高
橋
氏
と
安
曇
氏
の
氏
文
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、そ
の
時

の
天
皇
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
「
事
は
先
朝
を
経
」
と
い
う
の
は
、
④
の
記
事
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
安
曇
広
吉
が
新
た
な
起
源
神
話
を
作
り
出

し
氏
文
に
記
述
し
た
こ
と
で
、
安
曇
が
高
橋
の
前
と
い
う
順
番
の
肥
り
方
が
正
し
い
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
一
時
期
、
実
際
に
そ
の
杷
り
方
で

祭
組
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
こ
の
⑥
の
時
点
で
は
、
や
は
り
高
橋
が
安
曇
の
前
と
い
う
順
番
が
正
し
い
と
い
う
こ
と



に
な
る
。
⑤
の
時
と
は
異
な
り
、
安
曇
広
吉
の
記
述
し
た
起
源
神
話
が
「
偽
辞
」
だ
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
か
ら
、
高
橋
・
安
曇

と
い
う
順
番
の
肥
り
方
を
主
張
す
る
説
を
支
え
て
い
る
の
は
、
⑤
の
時
の
書
き
わ
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
何
か
別
の
根
拠
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
て
、

天
皇
は
高
橋
・
安
曇
と
い
う
順
番
の
説
を
主
張
す
る
の
だ
が
、さ
ら
に
驚
く
べ

き
こ
と
は
、
こ
の
「
累
世
神
事
」
の
杷
り
方
と
い
う
謂
わ
ば
正
統
的
な
説
に
対
し
、
自
ら
異
説
を
作
り
出
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
「
一
先
一

後
」
｜
｜
二
氏
の
間
で
一
回
づ
っ
順
番
を
入
れ
換
え
る
ー
ー
と
い
う
、
今
ま
で
に
な
い
全
く
独
自
の
肥
り
方
を
勝
手
に
創
出
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
一
先
一
後
」
の
天
皇
の
説
と
、
安
曇
・
高
橋
の
順
番
と
い
う
安
曇
氏
の
説
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
、
事

態
は
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
の
論
争
か
ら
、
天
皇
と
安
曇
氏
の
論
争
へ
と
移
っ
て
い
く
。

⑦ 

而
し
て
今
、
内
膳
司
奉
膳
正
六
位
上
安
曇
宿
禰
継
成
、
去
年
六
月
・
十
一
月
・
十
二
月
三
度
の
神
事
、
頻
り
に
前
に
在
る
こ
と
を
争
ひ
、

猶
肯
ひ
進
ら
ず
。
仇
り
て
先
後
を
遁
ひ
に
す
べ
き
の
状
を
勅
す
。
比
来
頻
り
に
己
に
告
げ
詑
ん
ぬ
。
此
度
次
に
依
り
て
高
橋
を
先
た
ら
-14 

し
む
べ
し
。
而
し
て
継
成
、
官
一
勅
を
奉
ら
ず
、
直
ち
に
出
で
て
退
き
、
寛
に
供
奉
せ
ず
。

天
皇
が
創
出
し
た
「
一
先
一
後
」
と
い
う
説
に
対
し
、
安
曇
継
成
は
、
安
曇
・
高
橋
と
い
う
順
番
の
自
分
の
説
に
あ
く
ま
で
固
執
し
譲
ら

ず
、
と
う
と
う
「
一
先
一
後
」
の
組
り
方
で
行
う
こ
と
を
拒
絶
し
て
、
祭
肥
の
場
か
ら
勝
手
に
退
出
し
、
祭
加
に
奉
仕
し
な
か
っ
た
。
こ
う

な
る
と
、

組
り
方
を
め
ぐ
る
天
皇
と
安
曇
氏
と
の
争
い
で
あ
る
。
こ
の
後
、
安
曇
継
成
は
結
局
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
今
回
の

祭
紀
と
い
う
時
点
に
限
っ
て
み
れ
ば
、

天
皇
の
主
張
す
る
「
一
先
一
後
」
の
把
り
方
は
一
度
も
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
去
年
の
六

月
・
十
一
月
・
十
二
月
三
度
の
神
事
で
は
安
曇
・
高
橋
と
い
う
順
番
の
安
曇
氏
の
説
が
実
現
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
祭
組
で
は
そ
れ
も
実



現
さ
れ
ず
、
そ
の
点
で
は
天
皇
と
安
曇
氏
は
イl
ヴ
ン
だ
と
言
え
よ
う
。
強
い
て
言
え
ば
、
安
曇
氏
不
在
と
い
う
今
回
の
祭
杷
は
、
②
の
記

事
で
高
橋
氏
が
主
張
し
た
、
高
橋
だ
け
が
神
僕
を
捧
げ
安
曇
は
並
ば
な
い
と
い
う
、
か
な
り
極
端
な
異
説
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

、
っ
か
。

こ
の
よ
、
7

に
、
天
皇
と
安
曇
氏
が
、
あ
る
意
味
で
対
等
に
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
ぶ
つ
か
り
合

う
一
点
が
生
じ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

ぶ
つ
か
り
合
う
に
は
、
双
方
の
力
が
桔
抗
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
方
は
天
皇
で
、

方
は
一
氏
族
で
あ
る
。
政
治
機
構
上
の
隔
た
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
祭
組
の
場
で
の
、
神
と
の
関
係
の
近
さ
遠
き
と
い
う
力
関
係
に
お
い

て
も
、

天
皇
に
は
他
の
祭
紀
実
践
者
に
対
す
る
優
位
性
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
高
橋
氏
や
安
曇
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
鍍
の
葉
や
海
藻
の
糞
と
い
っ
た
、
一
つ
の
神
撲
に
し
か
タ
ッ
チ
で
き
な
い
の
に
対
し
、
天
皇
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は
氏
々
が
運
ん
で
く
る
す
べ
て
の
神
僕
に
タ
ッ
チ
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
神
僕
に
触
れ

そ
の
神
撲
の
内
実
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
、
関
わ
り
方
の
範
囲
の
広
き
が
、

天
皇
と
氏
々
と
で
は
格
段
の
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
寵
や
筈
に
入
れ
ら
れ
て
運

ば
れ
て
く
る
神
僕
を
、
器
に
盛
り
分
け
神
座
に
並
べ
る
と
い
う
「
技
」
を
、
天
皇
は
独
占
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
自
分
の
も
つ
優
位
性
に
つ
い
て
天
皇
自
ら
が
鏡
舌
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
中
世
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
大
嘗
祭
で
は
、

摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
職
の
家
々
が

こ
の
天
皇
の
「
技
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
を
造
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
対
抗
し
て

天
皇
も
、
正
し
い
説
な
る
も
の
を
造
る
べ
く
御
記
に
記
述
し
て
い
く
。
院
政
期
の
後
鳥
羽
院
が
書
い
た
『
後
鳥
羽
院
御
記
』
に
は
、そ
の
辺

り
の
動
向
が
詳
し
く
出
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
見
て
み
よ
う
。

陪
膳
采
女
越
中
を
召
し
、
大
嘗
舎
卯
日
の
御
陪
膳
の
儀
を
間
ふ
。
安
芸
の
仮
名
記
と
称
し
て
草
子
一
帖
持
ち
て
こ
れ
を
読
む
。
違
失
等



少
々
こ
れ
有
り
。
仰
り
て
委
し
く
細
か
に
神
膳
に
供
ふ
べ
き
次
第
を
教
訓
せ
し
む
る
な
り
。
こ
の
説
々
能
く
能
く
秘
蔵
す
べ
き
の
由
仰

(9
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す
。
神
膳
に
供
ふ
る
様
、
諸
家
の
記
の
説
々
是
れ
同
じ
か
ら
ず
。
：
：
・

「
御
陪
膳
の
儀
」
と
い
う
の
が
、天
皇
が
神
座
の
前
で
行
う
「
技
」
で
あ
り
、
「
陪
膳
采
女
」
と
は
、そ
の
儀
に
唯
一
立
ち
会
う
こ
と
の
で

き
る

天
皇
の
介
添
え
を
す
る
者
で
あ
る
。
天
皇
の
「
技
」
に
つ
い
て

こ
の
陪
膳
采
女
と
い
う
職
サ
イ
ド
で
「
安
芸
の
仮
名
記
」
（
「
安
芸
」

は
陪
膳
采
女
の
名
で
あ
る
）
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
作
ら
れ
て
い
て
、
代
々
の
陪
膳
采
女
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る

内
容
は
、
「
違
失
等
少
々
こ
れ
有
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
サ
イ
ド
の
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、

」
の
引
用
し

た
部
分
の
後
ろ
に
出
て
く
る
記
事
に
は
、
神
座
の
上
で
の
器
の
配
列
の
仕
方
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、こ
こ
で
「
白
河
院
の
御
説
」
と
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い
う
天
皇
サ
イ
ド
の
説
と
「
陪
膳
采
女
安
芸
の
説
」
と
、
相
異
な
る
杷
り
方
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
諸
家
の
記
」
と
い
う
家
々
の
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
、
「
説
々
是
れ
同
じ
か
ら
ず
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
も
天
皇
サ
イ
ド
の
説
と

は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
神
撲
の
一
つ
で
あ
る
御
飯
に
関
し
て
、
「
諸
家
の
記
」
の
説
は
、
龍
二
つ
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
こ
つ
と

も
米
の
御
飯
だ
と
い
う
も
の
だ
が
、

正
し
い
説
は
龍
四
つ
で
米
の
御
飯
二
つ
粟
の
御
二
つ
だ
と
、
後
鳥
羽
院
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

れ

に
つ
い
て
、
「
是
は
秘
事
な
り
。
万
自
采
女
に
は
こ
の
旨
存
じ
、
し
か
る
に
他
は
こ
の
旨
知
ら
ず
。
」
と
言
う
。
実
際
に
神
座
の
前
で
「
技
」

を
実
践
す
る
天
皇
と
、
そ
れ
を
側
で
見
て
い
る
陪
膳
采
女
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
事
で
あ
っ
て
、
他
の
者
、
つ
ま
り
諸
家
の
者
た
ち

は
知
ら
な
い
こ
と
な
の
に
勝
手
に
異
説
を
造
っ
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
膳
に
供
え
る
次
第
に
関
す
る
注
記
を
自
ら
書
き
記
す
と
い
う
営
み
を
通
し
て
、
後
鳥
羽
院
は
天
皇
の
「
技
」
を
め
ぐ
る

い
く
つ
も
の
説
が
ぶ
つ
か
り
合
う
地
点
に
身
を
乗
り
出
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
、

天
皇
の
「
技
」
の
独
占
（
「
秘
事
」
）と
い
う
優
位



性
を
、
御
飯
の
寵
の
数
と
い
う
知
識
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
発
見
し
、
祭
把
技
術
と
し
て
さ
ら
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
天
皇
の
「
技
」
を
、

他
の
家
々
の
者
に
対
す
る
秘
事
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
特
権
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
位
性
を
造
作
し
作
為
し
て
い
く
の
だ
。
つ
ま
り
、
祭
組

し
か
し
造
作
・

（
叩
）

作
為
と
い
う
行
為
の
最
中
に
お
い
て
は
、
他
の
祭
杷
実
践
者
た
ち
と
の
、
力
関
係
を
め
ぐ
る
競
合
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
践
者
と
し
て
の
天
皇
の
優
位
性
と
は
、
結
果
と
し
て
は
王
権
と
い
う
秘
儀
の
体
系
化
・
制
度
化
に
行
き
着
く
と
し
て
も
、

こ
こ
で
再
び
、
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
天
皇
の
論
争
に
目
を
転
じ
よ
う
。
す
る
と
、
『
後
鳥
羽
院
御
記
」
で
は
、天皇
の
「
技
」
を
め
ぐ
っ
て
、

天
皇
の
説
と
家
々
の
説
が
競
合
し
て
い
た
の
に
対
し

こ
こ
で
は
神
僕
を
捧
げ
て
運
ぶ
と
い
う
高
橋
氏
と
安
曇
氏
の
「
技
」
を
め
ぐ
っ
て
、

最
終
的
に
は
安
曇
氏
と
天
皇
が
説
を
競
い
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
、
逆
転
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
し
か
し
さ
ら
に
、
高
橋
氏
と
安

曇
氏
が
問
題
に
し
て
い
る
行
列
の
順
番
と
は
、
各
自
が
捧
げ
て
い
る
神
僕
の
聞
の
順
番
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
神
座
で
の
神
撲
の
順
番
に
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連
動
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
神
座
に
神
鎮
を
配
列
し
て
い
く
天
皇
の
「
技
」
に
も
大
い
に
関
係
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
行
列
の
順
番
を
め
ぐ
っ
て
最
終
的
に
安
曇
氏
と
天
皇
が
説
を
競
い
合
う
（
論
争
）と
い
う
の
は
、
表
面
的
に
は
高
橋
氏
と
安
曇

氏
の
論
争
に
天
皇
が
介
入
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
反
対
に
、
行
列
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
通
し
て
、

天
皇
の
「
技
」
に
高

橋
氏
・
安
曇
氏
が
介
入
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
氏
々
が
天
皇
の
「
技
」
に
介
入
し
、

天
皇
と
説
を
競
い
合
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
高
橋
氏
と
安
曇
氏
が
行
列
の
順
番
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
の
は
、
祭
紀
全
体
を
統
合
す
る
天
皇
に
対
し
、

（
日
）

る
こ
と
の
で
き
な
い
、
部
分
を
職
と
す
る
者
の
狭
い
視
野
か
ら
く
る
排
他
的
な
意
識
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
行
列
の
順
番
、

一
部
分
に
し
か
関
わ

す
な
わ
ち
神
鎮
の
順
番
に
こ
だ
わ
り
始
め
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
捧
げ
る
御
食
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
神
僕
と
他
人
の
神
鎮
と
の
関
係
、

ひ
い
て
は
神
座
に
運
び
込
ま
れ
る
す
べ
て
の
神
僕
全
体
を
一
つ
の
天
津
御
食
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
全
体
と
し
て
神
僕
が
ど
の
よ
う
な
順
番



で
神
の
前
に
届
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
、
広
い
視
野
に
よ
っ
て
初
め
て
も
ち
う
る
こ
だ
わ
り
方
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
す
べ
て
の
神
僕
に
手
を
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
天
皇
に
対
し
、
高
橋
氏
・
安
曇
氏
は
、そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
捧
げ

る
神
僕
に
し
か
手
を
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
順
番
に
こ
だ
わ
り
出
す
こ
と
を
通
し
て
、
す
べ
て
の
神
撲
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
神
座
の
前
に
運
び
込
ま
れ
る
す
べ
て
の
神
撲
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
順
番
で
運
び
込
め
ば
よ
い
か
と
い
う
、
神
鎮
全
体
に
及
ぼ
す
祭

紀
技
術
を
握
る
こ
と
で
、
天
皇
と
同
じ
く
、
す
べ
て
の
神
僕
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
撲
を
捧
げ
運
ぶ
と
い
う
高
橋
氏
・
安
曇
氏
の
「
技
」
と
、
神
保
を
神
座
に
配
列
す
る
と
い
う
天
皇
の
「
技
」
は
、

神
鎮
全
体
の
順
番
を
左
右
で
き
る
と
い
う
点
で
、
同
じ
だ
け
の
力
を
も
っ
て
桔
抗
し
競
合
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
神
僕
を
介
し

て
い
か
に
神
と
関
わ
り
を
も
つ
か
と
い
う
、
神
へ
の
関
わ
り
方
が
桔
抗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
後
鳥
羽
院
が
御
記
を
書
く
こ
と
を
通
じ
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て
、
天
皇
の
「
技
」
の
優
位
性
を
発
見
し
た
の
と
同
様
に
、
高
橋
氏
・
安
曇
氏
は
論
争
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
の
「
技
」
の
優
位
性
を
造
作

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
々
と
天
皇
の
対
決
｜
｜
。
『
高
橋
氏
文
』
と
は
、か
く
も
ラ
ジ
カ
ル
な
書
物
で
あ
っ
た
。

、
迂

(1 

早
川
万
年
「
高
橋
氏
文
成
立
の
背
景
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
三
二
号
、
一
九
九
二
・
九
）
は
、
延
暦
を
中
心
と
す
る
一
時
期
に
集
中
し
て
、
氏
々

が
自
己
主
張
し
対
立
・
競
合
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
の
氏
々
の
自
己
主
張
が
、
宮
廷
祭
組
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

西
宮
一
民
（
岩
波
文
庫
『
古
語
拾
遺
』
解
説
）

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
『
高
橋
氏
文
』
と
実
践
｜
｜
「
料
理
」
す
る
宮
廷
宗
教
者
た
ち
｜
｜
」
（
「
古
代
文
学
』
M
号
、
一
九
九
五
・

3 2 



三
）
で
考
察
し
た
。

以
下
、
高
橋
氏
文
の
引
用
は
す
べ
て
、
「
神
道
大
系
』
古
典
編
日
に
所
収
の
原
文
を
、
私
に
訓
み
下
し
た
。

多
国
一
臣
「
高
橋
氏
文
」
（
『
古
代
文
学
』
幻
号
、
一
九
八
二
・
一
二
）

こ
の
「
順
番
」
を
、
「
技
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
っ
た
時
の
「
技
」
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l

が
論
じ
る
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
元
初
的
思
索

に
お
け
る
「
技
術
（
テ
ク
ネ
l

）
」
が
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
技
術
は
し
た
が
っ
て
、
単
に
手
段
で
は
な
い
。
技
術
は
露
わ
に
発
く

一
つ
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
と
、
そ
こ
で
技
術
の
本
性
に
関
し
て
全
く
異
な
っ
た
領
域
が
私
た
ち
に
開
け
て
く
る
。
そ

れ
が
、
露
わ
に
発
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
真
理
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
」
（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l

「
技
術
論
』
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l

選
集
」

日
巻
、
理
想
杜
）

安
江
和
官
一
『
神
道
祭
紀
論
考
』
（
神
道
史
学
会
、
一
九
七
九
）
に
所
収
の
原
文
を
私
に
訓
み
下
し
た
。

『
践
酢
大
嘗
祭
資
料
篇
』
（
田
中
初
夫
編
、
木
耳
社
、
一
九
七
五
）
に
影
印
が
収
め
ら
れ
る
。

建
暦
二
年
十
月
二
十
一
日
の
後
鳥
羽
院
の
御
記
が
別
名
『
大
嘗
会
神
様
秘
記
』
と
し
て
伝
わ
る
。
『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
組
編5
・
践
一
肝
大
嘗

祭
に
所
収
の
原
文
を
私
に
訓
み
下
し
た
。

中
村
生
雄
「
日
本
の
神
と
王
権
』
（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
）
第
二
部
第
一
章
「
秘
儀
と
し
て
の
王
権
」
も
、
神
僕
供
神
に
お
け
る
天
皇
の
秘
儀

の
専
有
を
、
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。
た
だ
、
秘
儀
を
専
有
す
る
側
と
他
に
専
有
を
ゆ
だ
ね
る
側
が
、

共
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
タ
ブ
l

の
体
系
化
に
参
画
し
て
い
る
と
言
う
点
が
、
本
稿
と
対
立
す
る
。
本
稿
は
、
秘
儀
を
専
有
す
る
側
（
天
皇
）

の
作
為
に
対
し
、
他
の
者
た
ち
（
氏
々
）
も
自
分
の
秘
儀
を
そ
れ
ぞ
れ
作
り
出
し
、
天
皇
と
競
合
し
て
い
る
こ
と
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で

ホ
り
ヲ
。
。

西
郷
信
綱
「
大
嘗
祭
の
構
造
」
（
『
古
事
記
研
究
』
未
来
社
、

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

10 11 
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一
九
七
三
）


