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道
﹂
﹁
坂
﹂
考

伊

澤

正

俊

は
じ
め
に

1
筆
者
は
︑﹁
道
行
考
︱
︱
﹃
行
路
死
人
歌
唱
和
論
﹄
を
踏
ま
え
て
︱
︱
﹄︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
八
十
六
号
︶
に
お
い
て
︑
万
葉
第
二
期
の

歌
人
︑
柿
本
人
麿
の
巻
二

一
三
一
︑
一
三
五
い
わ
ゆ
る
﹁
石
見
相
聞
歌
﹂︑
巻
一
﹁
或
る
本
の
︑
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
れ
る
時
の

歌
﹂
の
題
詞
を
持
つ
七
九
︑
第
四
期
の
歌
人
︑
大
友
家
持
の
﹁
防
人
の
別
を
悲
し
ぶ
る
情
を
陳
べ
た
る
歌
一
首
﹂
の
題
詞
を
持
つ
巻
二
十

四
四
○
八
に
お
い
て
︑﹁
隈
﹂
毎
に
か
へ
り
見
を
行
い
︑
家
郷
︑
肉
親
の
魂
と
自
身
を
結
び
付
け
よ
う
と
古
代
の
旅
人
は
試
み
た
と
し
た
︒

そ
し
て
ま
た
筆
者
は
次
の
様
に
も
述
べ
た
︒

最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
で
あ
る
︒
人
は
神
に
な
り
た
が
る
︒
何
故
な
ら
人
間
に
叶
わ
な
い
事

を
実
現
し
て
く
れ
る
の
が
神
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
神
の
行
為
を
模
倣
す
る
︒
神
の
形
を
模
る
︒
安
全
無
事
を
保
証
し
て
く
れ
る

と
思
い
込
ん
で
男
女
は
ツ
マ
の
元
に
撓
ん
で
赴
く
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
︑
先
の
論
は
道
や
川
が
直
線
で
故
郷
と
繫
が
っ
て
い
た
方
が
旅
人
に
と
っ
て
は
都
合
が
良
く
︑
家
郷
︑
肉
親

と
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
に
な
る
︒

一
方
後
の
論
は
︑
蛇
神
の
神
婚
の
疑
似
体
験
と
し
て
ま
わ
り
道
︑
遠
回
り
を
し
て
ツ
マ
に
逢
い
に
行
く
と
考
え
て
お
り
︑
道
が
曲
が
り

く
ね
っ
て
い
た
方
が
男
女
に
と
っ
て
都
合
が
良
い
と
考
え
て
い
る
︒

こ
の
二
つ
の
論
は
︑
後
に
述
べ
る
こ
と
で
納
得
し
て
も
ら
え
る
と
考
え
る
が
︑
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
無
い
︒
だ
が
︑
上
手
く
住

1 ｢道」「坂」考



み
分
け
が
で
き
る
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︑
そ
こ
を
丁
寧
に
述
べ
つ
つ
新
し
い
論
を
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
こ
の
二
つ
の
論
の
決
定
的
な
違
い
は
︑
既
婚
︵
同
居
婚
︶
か
未
婚
︵
あ
る
い
は
非
同
居
婚
︶
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
の
論
は

既
婚
者
︑
あ
る
い
は
既
婚
者
で
あ
っ
て
も
恋
情
を
ツ
マ
と
そ
の
家
や
家
郷
︑
肉
親
︵
ツ
マ
を
除
く
︶
に
求
め
て
い
る
者
達
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
し
て
後
の
論
は
︑
既
婚
者
︵
重
婚
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒︶
で
も
良
い
が
︑
基
本
的
に
は
未
婚
者
︑
多
く
は
非
同
居
婚
者
で
あ

り
︑
ツ
マ
を
求
め
て
行
く
ツ
マ
問
ひ
婚
の
男
女
が
対
象
と
な
る
︒

こ
の
区
別
に
よ
っ
て
︑
ミ
チ
は
前
者
は
直
線
の
方
が
良
く
︑
後
者
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
た
方
が
良
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
お
く
と
︑﹃
記
﹄
の
八
千
矛
ノ
神
に
ま
つ
わ
る
一
首
︑
そ
れ
は
神
語
の
一
首
︑
須
勢
理

売
命
の
歌
が
良

く
見
え
て
来
る
︒

八
千
矛
ノ

神
ノ
命
や

吾
が
大
国
主

汝
コ
ソ
は

男
に
坐
せ
ば

打
ち
廻
る

島
ノ
崎
々

掻
き
廻
る

磯
ノ
崎
落
ち
ず

若

草
ノ

妻
持
た
せ
ら
メ

吾
は
モ
ヨ

女
に
し
あ
れ
ば

汝
を
除
て

男
は
無
し

汝
を
除
て

夫
は
無
し

綾
垣
ノ

ふ
は
や
が

下
に

苧
衾

柔
や
が
下
に

栲
衾

騒
ぐ
が
下
に

沫
雪
ノ

若
や
る
胸
を

栲
綱
ノ

白
き
腕

撫
き

撫
き
交
が
り

真
玉

手

玉
手
差
し
枕
き

百
長
に

寝
を
し
寝
せ

豊
御
酒

献
ら
せ

注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
歌
の
﹁
汝
コ
ソ
は

男
に
坐
せ
ば

打
ち
廻
る

島
ノ
崎
々

掻
き
廻
る

磯
ノ
崎
落
ち
ず

若
草
ノ

妻

持
た
せ
ら
メ
﹂
の
部
分
で
あ
る
︒
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こ
こ
で
は
八
千
矛
ノ
神
︑
大
国
主
は
ど
の
よ
う
な
恋
の
道
の
取
り
方
を
す
る
の
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
︒
須
勢
理

売
命
が
こ
の
歌
で
認

め
て
い
る
の
は
一
夫
多
妻
制
で
あ
る
︒﹁
汝
を
除
て

男
は
無
し

汝
を
除
て

夫
は
無
し
﹂
と
歌
っ
て
い
る
︒
こ
の
特
殊
性
を
持
つ
八

千
矛
ノ
神
の
妻
問
ひ
は
ど
う
読
め
る
で
あ
ろ
う
か
︒

先
程
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
既
婚
者
は
家
郷
と
直
線
で
繫
が
っ
て
い
る
方
が
安
全
無
事
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
八
千
矛
ノ
神
は
こ
の
歌

が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
重
婚
が
可
能
な
立
場
に
あ
り
︑﹁
島
ノ
崎
々
﹂
や
﹁
磯
ノ
崎
﹂
に
妻
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

こ
こ
で
考
え
た
い
の
が
先
に
述
べ
た
直
線
志
向
で
あ
る
︒
八
千
矛
ノ
神
は
﹁
廻
る
﹂
時
に
か
へ
り
見
を
し
な
い
︒
筆
者
は
そ
う
考
え
て

い
る
︒
か
へ
り
見
を
し
な
い
か
ら
正
妻
と
の
間
の
夫
婦
と
し
て
の
呪
術
が
絶
ち
切
れ
る
︒
安
全
は
保
証
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
正

妻
の
魂
に
取
り
憑
か
れ
な
い
で
済
む
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
他
の
女
と
交
わ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
逆
に
か
へ
り
見
し
な
い
で
廻
ら
な
い

と
夫
婦
の
関
係
は
絶
ち
切
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
廻
る
﹂
度
に
以
前
の
女
神
と
の
関
係
は
絶
ち
切
れ
る
︒
ま
た
新
し
い
女
神
と
の

関
係
を
結
べ
る
の
で
あ
る
︒
限
ら
れ
た
男
神
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
特
権
で
あ
る
︒

2
そ
こ
で
次
に
考
え
て
み
た
い
の
が
︑
ま
た
戻
る
よ
う
で
あ
る
が
男
女
は
何
故
ツ
マ
に
逢
う
為
に
撓
ん
で
行
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
筆
者
は
当
時
の
婚
姻
制
度
を
根
本
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒
後
世
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄︑
筒
井
筒
の
段
で
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
︑
女
性
は

男
性
を
縛
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
特
に
記
紀
万
葉
の
時
代
に
お
い
て
は
婚
姻
制
度
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ

り
︑
男
も
女
も
通
う
通
わ
な
い
の
関
係
で
あ
り
︑
我
々
近
現
代
人
の
考
え
る
婚
姻
制
度
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
︒

そ
の
様
に
考
え
て
行
く
と
︑﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
に
お
い
て
別
な
考
え
方
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
神
の
行
為
を
模
倣
す

3 ｢道」「坂」考



る
︑
即
ち
神
婚
を
行
う
と
考
え
る
一
方
︑
前
ツ
マ
と
は
違
う
新
ツ
マ
を
訪
ね
る
時
は
︑
前
ツ
マ
と
の
魂
で
結
ば
れ
た
関
係
を
絶
ち
切
る
為

に
︑﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
む
﹂
時
に
︑
隈
で
か
へ
り
見
を
せ
ず
︑
新
し
い
ツ
マ
を
取
る
と
い
う
選
択
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
男
女

間
の
そ
れ
ま
で
の
呪
術
︵
的
関
係
︶
を
絶
ち
切
る
為
︑
撓
ん
で
赴
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
古
代
に
お
い
て
は
婚
姻
と
は
都
合
が
良
い
も
の
で
︑
一
度
一
度
の
逢
瀬
が
神
婚
で
あ
り
︑
ま
た
パ
ー
ト
ナ
ー
を
変
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
れ
も
ま
た
神
婚
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

3
筆
者
は
荒
唐
無
稽
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
傍
証
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
直
線
で
道
を
行
く
と
い
う
歌

で
あ
る
︒﹁
道
行
考
﹂
で
も
一
首

三
三
三
九
を
掲
げ
た
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
巻
十
三

三
三
三
五
も
掲
げ
て
お
く
︒

玉
桙
の

道
行
く
人
は

あ
し
ひ
き
の

山
行
き
野
行
き

た
だ
う
み
の

川
行
き
渡
り

鯨
魚
取
り

海
道
に
出
で
て

畏
き
や

神
の
渡
は

吹
く
風
も

和
に
は
吹
か
ず

立
つ
波
も

凡
に
は
立
た
ず

と
ゐ
波
の

塞
れ
る
道
を

誰
が
心

い
た
は
し
と
か

も

直
渡
り
け
む

直
渡
り
け
む

︵
巻
十
三

三
三
三
五
︶

玉
桙
の

道
に
出
で
立
ち

あ
し
ひ
き
の

野
行
き
山
行
き

た
だ
う
み
の

川
行
き
渡
り

鯨
魚
取
り

海
路
に
出
で
て

吹
く

風
も

お
ほ
に
は
吹
か
ず

立
つ
波
も

の
ど
に
は
立
た
ず

恐
き
や

神
の
渡
の

重
波
の

寄
す
る
浜
辺
に

高
山
を

隔
に

置
き
て

沖
つ
藻
を

枕
に
纏
き
て

う
ら
も
無
く

偃
せ
る
君
は

母
父
の

愛
子
に
も
あ
ら
む

若
草
の

妻
も
あ
る
ら
む

家
問
へ
ど

家
道
も
い
は
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず

誰
が
言
を

い
た
は
し
み
か
も

と
ゐ
波
の

恐
き
海
を

直
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渡
り
け
む

︵
巻
十
六

三
三
三
九
︶

さ
て
問
題
に
し
た
い
の
は
明
瞭
で
三
三
三
五
の
﹁
直
渡
り
け
む

直
渡
り
け
む
﹂
三
三
三
九
の
﹁
直
渡
り
け
む
﹂
を
中
心
と
し
た
も
の
で

あ
る
︒
三
三
三
五
の
講
談
社
文
庫
本
訳
に
﹁
ま
っ
す
ぐ
渡
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
真
っ
直
ぐ
渡
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
︒﹂
と
あ
る
︒

残
念
な
が
ら
三
三
三
九
に
は
そ
の
様
な
訳
は
無
い
︒
三
三
三
五
の
訳
は
そ
の
ま
ま
訳
し
た
も
の
だ
が
何
故
二
度
繰
り
返
し
︑
二
度
目
は
小

書
き
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
三
三
三
五
自
体
を
読
ん
で
わ
か
る
と
お
り
︑
こ
の
歌
は
鎮
魂
歌
で
あ
ろ
う
︒
恐
ら
く
三
三
三
五
の
段
階

で
行
路
死
者
を
目
に
し
て
い
る
様
に
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
異
論
は
出
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
小
書
き
に
さ
れ
た
の
は
歌
い
物
と
し

て
歌
わ
れ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
︒
恐
ら
く
行
路
死
者
の
鎮
魂
を
祈
念
し
て
定
期
的
に
祀
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
筆
者
が
重
要
視
し
て
述
べ
た
い

の
は
︑
真
直
ぐ
に
渡
っ
て
行
く
と
い
う
表
現
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂
で
も
﹁
廻
み
﹂
で
も
な
く
︑
そ
れ
と
真
逆
の
関
係
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
真
直
ぐ
に
渡
っ
て
行
く
と
い
う
の
は
︑
家
郷
︑
肉
親
と
繫
が
っ
て
い
る
よ
と
死
者
に
呼
び
か
け
︑
慰
撫
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
家
郷
︑
肉
親
と
魂
も
繫
が
っ
て
い
る
よ
と
言
霊
に
挙
げ
て
歌
い
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
か

へ
り
見
を
せ
ず
と
も
家
郷
や
肉
親
と
真
直
ぐ
に
繫
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
直
渡
り
け
む

直
渡
り
け
む
﹂
の
直
線
性
と
三
三
三

五
全
体
の
歌
が
持
つ
直
線
性
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
り
︑
こ
れ
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

残
念
な
が
ら
三
三
三
九
は
行
路
死
者
の
道
行
は
あ
る
が
︑
死
者
の
姿
を
表
現
し
︑
筆
者
が
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
︱
︱
再
死
の
呪
歌

︱
︱
﹂︵﹃
上
代
文
学
﹄
第
六
十
二
号
︶
で
述
べ
た
﹁
家
問
へ
ど

家
道
も
い
は
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず
﹂
の
唱
和
表
現
を

持
っ
て
お
り
︑
三
三
三
五
の
様
な
歌
全
体
の
持
つ
直
線
性
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
︒
本
来
土
着
の
歌
い
物
で
あ
っ
た
三
三
三
五
を
都
風

の
行
路
死
人
歌
に
変
え
て
し
ま
っ
て
直
線
性
︑
原
始
性
が
消
え
て
し
ま
っ
た
︒

行
路
死
人
歌
と
は
︑﹁
道
行
考
﹂
で
述
べ
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
︑
道
行
き
と
死
者
の
姿
を
表
現
し
て
再
死
さ
せ
る
も
の
で
あ

5 ｢道」「坂」考



る(注

)︒
そ
し
て
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
﹂
で
述
べ
た
唱
和
表
現
を
加
え
た
も
の
が
都
風
の
定
型
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
筆
者
が
考
え

1
る
に
︑
三
三
三
五
の
様
な
土
着
の
共
同
体
の
民
が
歌
う
行
路
死
人
歌
と
︑﹁
旅
﹂
を
行
う
様
に
な
っ
た
都
人
の
︑
よ
り
一
層
深
刻
な
た
め

深
化
し
た
三
三
三
九
の
様
な
行
路
死
人
歌
は
同
時
代
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

何
故
そ
の
様
な
二
種
類
の
歌
が
同
時
代
に
存
在
し
た
の
か
︒
筆
者
は
鎮
魂
の
性
質
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
三
三
三
五
の
様
な
土
着
の

歌
は
そ
の
共
同
体
内
で
行
路
死
者
を
葬
っ
て
︑
定
期
的
に
祀
り
続
け
れ
ば
良
い
︒
一
方
都
人
の
方
は
︑
行
路
死
者
を
葬
っ
た
と
し
て
も
旅

を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
当
然
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
﹂
や
﹁
道
行
考
﹂
で
述
べ
た
様
に
︑
言
葉
を
多
く
用
い
て
一
回
性
の
鎮
魂
の

質
︑
量
︑
度
合
い
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
考
え
て
来
る
と
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
﹂
で
﹁
三
三
三
五
は
︑
行
路
死
者
の
故
郷
︑
家
︑
肉
親
を
喚
起
す
る
表
現
に
対
す
る
唱
和

の
表
現
が
存
在
し
な
い
の
で
︑
鎮
魂
を
目
的
と
し
た
行
路
死
人
歌
の
長
歌
と
は
認
め
ら
れ
ず
︑
今
は
扱
わ
な
い
︒﹂
と
し
た
が
︑
こ
こ
で

丁
寧
に
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
今
述
べ
た
様
に
三
三
三
五
も
海
辺
の
共
同
体
に
お
け
る
行
路
死
人
歌
で
あ
り
︑
旅
人
が
鎮
魂
す

る
の
で
は
無
く
︑
そ
の
共
同
体
が
鎮
魂
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
三
三
三
六
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
掲
げ
て
お
く
︒

鳥
が
音
の

き
こ
ゆ
る
海
に

高
山
を

障
に
な
し
て

沖
つ
藻
を

枕
に
な
し

蛾
羽
の

衣
だ
に
着
ず
に

鯨
魚
取
り

海
の

浜
辺
に

う
ら
も
な
く

宿
れ
る
人
は

母
父
に

愛
子
に
か
あ
ら
む

若
草
の

妻
か
あ
り
け
む

思
ほ
し
き

言
伝
て
む
や
と

家
問
へ
ば

家
を
も
告
ら
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず

泣
く
児
如
す

言
だ
に
い
は
ず

思
へ
ど
も

悲
し
き
も
の
は

世
間
に
あ
り

世
間
に
あ
り

︵
巻
十
三

三
三
三
六
︶
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こ
れ
は
や
は
り
海
辺
の
共
同
体
で
行
わ
れ
た
鎮
魂
歌
で
あ
り
︑﹁
家
問
へ
ば

家
を
も
告
ら
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず
﹂

と
の
表
現
を
持
ち
︑﹁
家
を
問
う
て
答
え
て
く
れ
た
な
ら
家
に
知
ら
せ
て
あ
げ
よ
う
︒
名
を
問
う
て
答
え
て
く
れ
た
な
ら
家
に
知
ら
せ
て

あ
げ
よ
う
︒﹂
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
︑
こ
の
表
現
で
鎮
魂
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

巻
五

八
八
六
の
行
路
死
者
︑
熊
凝
の
立
場
に
立
っ
て
熊
凝
自
身
が
そ
の
臨
終
の
際
に
詠
ん
だ
と
し
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
山
上
憶
良

の
長
歌
を
掲
げ
て
お
く
︒

う
ち
日
さ
す

宮
へ
上
る
と

た
ら
ち
し
や

母
が
手
離
れ

常
知
ら
ぬ

国
の
奥
処
を

百
重
山

越
え
て
過
ぎ
行
き

何
時
し

か
も

京
師
を
見
む
と

思
ひ
つ
つ

語
ら
ひ
居
れ
ど

己
が
身
し

労
し
け
れ
ば

玉
桙
の

道
の
隈
廻
に

草
手
折
り

柴
取

り
敷
き
て

床
じ
も
の

う
ち
臥
い
伏
し
て

思
ひ
つ
つ

嘆
き
伏
せ
ら
く

国
に
在
ら
ば

父
と
り
見
ま
し

家
に
在
ら
ば

母

と
り
見
ま
し

世
間
は

か
く
の
み
な
ら
し

犬
じ
も
の

道
に
臥
し
て
や

命
過
ぎ
な
む

〔一
は
云
は
く
︑
わ
が
世
過
ぎ
な
む
︺

こ
の
﹁
国
に
在
ら
ば

父
と
り
見
ま
し

家
に
在
ら
ば

母
と
り
見
ま
し
﹂
と
︑
詠
ん
で
死
ん
で
行
っ
た
行
路
死
者
に
対
し
て
今
の
様

に
唱
和
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
鎮
魂
と
な
り
︑
海
辺
の
共
同
体
は
祟
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
︒

恐
ら
く
海
辺
の
共
同
体
で
は
三
三
三
五
の
型
の
鎮
魂
歌
と
︑
三
三
三
六
の
型
の
鎮
魂
歌
が
並
立
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
三
三
三
五
の
歌
と
三
三
三
六
の
歌
を
知
っ
た
調
使
首
は
上
手
く
都
風
の
行
路
死
人
歌
に
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑

﹁
道
行
考
﹂
で
述
べ
た
︑﹁
佐
竹
昭
広
氏
の
三
三
三
六
か
ら
三
三
三
九
へ
と
の
成
立
の
順
序
を
見
て
い
る
が
疑
問
が
残
る
︒﹂
と
し
た
が
︑

疑
問
は
残
ら
ず
︑
成﹅

立﹅

の﹅

順﹅

序﹅

は
佐
竹
氏
の
考
え
る
と
お
り
で
良
い
の
だ
と
思
う
︒
た
だ
し
﹁
調
使
首
見
屍
作
歌
一
首
﹂︵﹃
万
葉
集
抜

書
﹄︶
に
出
て
来
る
よ
う
な
民
俗
学
的
な
手
法
で
は
無
く
︑
調
使
首
は
三
三
三
五
と
三
三
三
六
を
行
路
死
者
に
対
し
て
歌
う
鎮
魂
歌
二
二
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○
や
︑
一
八
○
○
の
様
に
紙
の
上
で
︑
即
ち
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
付
け
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
海
辺
の
共
同
体
に
は
三
三
三

五
︑
三
三
三
六
の
二
種
類
の
行
路
死
人
歌
が
あ
り
︑
都
人
が
旅
の
途
中
で
行
路
死
者
を
見
つ
け
た
巻
二

二
二
○
︑
巻
九

一
八
○
○
︑

巻
十
三

三
三
三
九
の
様
な
行
路
死
人
歌
が
共
に
並
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

4
次
に
考
え
た
い
の
が
︑
道
に
あ
り
が
ち
な
坂
の
問
題
で
あ
る
︒
ま
ず
中
巻
崇
神
記
に
あ
ら
わ
れ
る
疫
病
の
問
題
で
あ
る
︒
大
物
主
神
は

崇
神
天
皇
の
夢
に
現
れ
て
︑﹁
是
者
我
之
御
心
ソ
︒
故
︑
意
富
多

泥
古
を
以
ち
而
︑
我
が
前
を
祭
ら
令
メ
者
︑
神
ノ
気
起
ら
不
︑
国
亦

安
平
ケ
く
あ
ら
む
︒﹂
と
告
げ
る
︒
そ
こ
で
意
富
多
々
泥
古
を
神
主
と
し
て
﹁
御
諸
山
於
意
富
美
和
之
大
神
ノ
前
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ

き
︒﹂
と
し
て
祭
ら
せ
る
︒
ま
た
伊
4
賀
色
許
男
命
に
命
令
し
て
天
之
八
十

羅
訶
を
作
ら
せ
︑
天
神
地

之
社
を
定
め
た
︒
こ
れ
で
大

物
主
神
を
祀
っ
た
の
だ
か
ら
よ
し
と
な
り
そ
う
な
も
の
だ
が
︑
そ
う
と
は
な
ら
ず
︑

又
︑
宇
陀
ノ
墨
坂
神
於
赤
色
ノ
楯
矛
を
祭
り
た
ま
ひ
き
︒
又
︑
大
坂
神
於
黒
色
ノ
楯
矛
を
祭
り
た
ま
ひ
き
︒
又
︑
坂
之
御
尾
神
ト
河

瀬
神
及
於
︑
悉
遺
忘
る
る
コ
ト
無
く
て
幣
帛
奉
り
た
ま
ひ
き
︒

と
要
所
の
坂
と
河
の
瀬
を
祀
る
︒
特
に
表
現
を
割
い
て
い
る
の
が
坂
に
対
し
て
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
祀
る
と
﹁

ノ
気
悉
息
み
︑
国
家

安
平
ケ
く
あ
り
き
︒﹂
と
な
る
︒
河
の
瀬
に
対
し
て
は
別
稿
で
考
え
た
い
︒
今
問
題
に
し
た
い
の
は
坂
を
祀
る
の
は
何
故
か
と
い
う
点
で

あ
る
︒
坂
は
共
同
体
の
境
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
疫
病
の
侵
入
口
と
し
て
あ
る
︒
そ
こ
を
祀
る
の
は
当
然
だ
が
︑
こ
れ
で
は
陳
腐
な
解

答
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
勿
論
こ
こ
で
は
﹁
神
ノ
気
﹂﹁

ノ
気
﹂
を
防
ぐ
と
い
っ
た
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
無
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い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

後
に
景
行
記
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
﹁
足
柄
之
坂
本
に
到
り
︑
御
粮
食
す
処
於
︑
其
ノ
坂
ノ
神
白
き
鹿
に
化
り
而
来
立
ち
ぬ
︒

し
て
︑
即
ち
其
ノ
咋
ひ
遺
し
た
ま
へ
る
蒜
ノ
片
端
以
ち
て
待
ち
打
ち
た
ま

者
︑
其
ノ
目
に
中
り
て
乃
ち
打
ち
殺
し
た
ま
ひ
き
︒﹂
と
あ

る
︒ま

た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
そ
の
後
﹁
科
野
之
坂
ノ
神
を
言
向
ケ
而
︑﹂
と
こ
の
坂
神
を
恭
順
さ
せ
る
︒

こ
れ
ら
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
筆
者
は
以
前
﹁
征
服
王
・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
鎮
魂
﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
四
十
六
号
︶
に
お

い
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
征
服
王
と
し
て
あ
っ
た
点
を
述
べ
た
︒
し
か
し
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
︒

坂
の
神
を
恭
順
さ
せ
る
︑
退
治
す
る
と
い
う
事
は
疫
病
を
起
ら
せ
な
く
さ
せ
る
と
い
う
点
も
全
く
無
い
と
は
言
わ
な
い
が
︑
そ
う
で
は

無
く
︑
領
地
を
占
領
す
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
の
前
の
祟
神
記
に
大

古
命
が
﹁
東
ノ
方
十
二
道
に
遺
し
而
︑
其
ノ
麻
都
漏
波
奴
人
等
を
和
平
さ
令
メ
た
ま
ひ
き
︒﹂
と
や
は
り
征

討
を
続
け
て
い
る
が
︑
そ
の
後
﹁
故
︑
大

古
命
︑
高
志
国
於
罷
り
往
く
時
︑
腰
裳
服
る
少
女
︑
山
代
之
幣
羅
坂
に
立
ち
而
歌
ひ
て
曰

く
︑﹂
と
し
て
少
女
が
歌
っ
た
歌
は
︑

御
真
木
入
彦
は
や

御
真
木
入
彦
は
や

己
が
緒
を

竊
み
殺
せ
む
ト

後
つ
戸
よ

い
行
き
違
ひ

前
つ
戸
よ

い
行
き
違
ひ

窺
は
く

知
ら
に
ト

御
真
木
入
彦
は
や

で
あ
る
︒
そ
し
て
大

古
命
は
天
皇
に
こ
の
歌
を
伝
え
︑
天
皇
は
庶
兄
建
波
�
安
王
の
謀
反
と
理
解
す
る
︒
そ
こ
で
大

古
命
は
丸
�
臣

之
祖
︑
日
子
国
夫
玖
命
と
共
に
軍
を
起
こ
す
が
何
故
か
﹁
丸
�
坂
於
忌
瓮
を
居
ゑ
而
罷
り
往
く
︒﹂
そ
し
て
建
波
�
安
王
軍
を
破
り
︑
祟
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神
天
皇
は
﹁
初
国
所
知
ら
し
し
御
真
木
天
皇
﹂
と
な
る
︒

ま
た
下
巻
履
中
記
に
お
い
て
︑
墨
江
中
王
が
謀
反
を
起
こ
す
が
︑
阿
知
直
が
救
助
し
て
倭
に
逃
げ
た
時
︑﹁
故
︑
大
坂
ノ
山
口
に
到
り

幸
す
時
︑
一
ノ
女
人
遇
ひ
た
ま
へ
り
︒
其
ノ
女
人

之
さ
く
︑﹃
兵
を
持
て
る
人
等
︑
多
に
玆
ノ
山
を
塞

た
り
︒
当
岐
麻
道
自
り
︑
廻

り
て
越

幸
す
応
し
︒﹄
ト
ま
を
す
︒﹂
と
言
わ
れ
て
難
を
逃
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
坂
に
少
女
や
女
人
が
立
っ
て
い
て
王
権
側
に
付
い
て
歌
や
言
葉
で
謀
反
や
敵
の
居
場
所
を
教
え
る
︒

こ
れ
は
坂
の
神
が
味
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
先
の
崇
神
記
に
お
い
て
大
物
主
神
を
祀
っ
た
事
に
よ
り
︑
坂
の
神
を
天
皇

霊
が
支
配
し
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
支
配
と
は
言
わ
な
く
て
も
︑
坂
の
神
が
味
方
に
な
っ
て
く
れ
た
︑
祀
っ
た
御
礼
に
天
皇

の
側
に
付
い
て
く
れ
た
と
い
う
事
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
崇
神
記
の
祀
っ
た
一
件
は
︑﹁
国
家
安
平
ケ
く
あ
り
き
︒﹂
だ
が
︑
国
中
の
坂

を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
坂
の
神
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
は
無
い
か
︒
坂
は
危
険
な
地
域
で
あ
り
︑
そ
こ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
皇
軍
を
上
手
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
坂
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
︑
道
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
道
の
選
択
は
︑
戦
を
左
右
す
る
︒
履
中
記
に
お
い
て
当
岐
麻
道
を
選
択
す
る
こ
と
が
結
局
は
勝
利
に
導
い
た
︒

坂
の
神
と
道
の
神
は
我
々
が
考
え
る
以
上
に
近
接
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
坂
を
制
す
る
も
の
︑
戦
を
制
す
︒
道
を
制
す
る
者
︑
戦

を
制
す
︒
こ
れ
は
古
代
か
ら
も
当
然
そ
う
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
坂
で
は
引
き
返
す
こ
と
が
で
き
る
︒
軍
隊
に
と
っ
て
は
大
問
題
で

あ
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
坂
を
制
す
る
者
は
戦
を
制
す
る
者
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
履
中
天
皇
は
︑
あ
の
ま
ま
行
き
当
岐
麻
道
を
通

ら
な
け
れ
ば
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

坂
神
を
祀
る
こ
と
は
皇
軍
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
足
柄
の
坂
本
の
神
を
退
治
し
︑
科
野
の
坂
本
の
神
を

言
向
け
た
の
も
東
の
方
を
征
討
し
て
来
い
と
景
行
天
皇
に
言
わ
れ
た
と
お
り
の
こ
と
を
し
た
ま
で
で
あ
る
︒

崇
神
天
皇
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
行
っ
た
の
は
坂
神
の
懐
柔
や
征
服
で
あ
り
︑
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
中
巻
下
巻
は
国
土
征
服
譚
で
あ
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り
︑
坂
神
を
い
か
に
味
方
に
し
た
か
と
い
う
点
か
ら
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

坂
に
は
当
然
荒
ぶ
る
気
︵
怪
︶
が
い
る
の
だ
ろ
う
︒
万
葉
集
巻
九

一
八
○
○
の
﹁
足
柄
の
坂
を
過
ぎ
て
死
れ
る
人
を
見
て
作
れ
る
歌

一
首
﹂
な
ど
は
こ
の
気
︵
怪
︶
に
襲
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
大

古
命
と
日
子
国
夫
玖
命
は
何
故
﹁
丸
�
坂
於
忌
瓮
を
居
ゑ
而
罷
り
往
く
︒﹂
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

思
想
体
系
本
に
よ
る
と
松
村
武
雄
説
を
引
き
︑﹁
こ
れ
は
地
堺
祭
儀
で
︑
自
己
集
団
の
神
の
加
護
を
得
て
身
の
安
全
を
祈
り
︑
他
方
︑

他
集
団
の
神
の
災
を
払
う
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
︒﹂︒
万
葉
集
に
あ
る
歌
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
︒﹁﹃
斎
瓮
を
忌
ひ
穿
り
居
ゑ
﹄︵
三

七
九
︶︑﹃
草
枕
旅
ゆ
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
瓮
す
ゑ
つ
吾
が
床
の
辺
に
﹄︵
三
九
二
七
︶
な
ど
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
同
類
の
儀
礼
の

流
れ
に
属
し
︑
忌
瓮
が
旅
す
る
人
や
遠
く
離
れ
た
人
の
身
の
安
全
を
祈
る
祭
り
だ
け
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
転
化
し
て
い
る
︒﹂
と
し
て

い
る
︒

こ
れ
で
は
広
義
過
ぎ
て
こ
の
場
面
の
説
明
に
は
も
う
少
し
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
何
よ
り
も
坂
に
忌
瓮
を
据
え
た
点
を
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
坂
の
神
に
対
し
て
の
寄
進
で
あ
り
ま
た
祈
願
で
も
あ
る
と
考
え
る
の
が
素
直
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ

れ
は
軍
隊
の
坂
に
お
け
る
優
位
性
を
確
立
す
る
た
め
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
丸
�
坂
が
ど
こ
の
坂
を
指
す
か
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な

い
が
︑
戦
の
要
所
︑
軍
の
戦
略
拠
点
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
日
子
国
夫
玖
命
は
丸
�
臣
之
祖
で
あ
る
か
ら
︑
祖
先
神
に
自
分
の
武
功

と
無
事
を
祈
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
︒
後
者
だ
け
に
囚
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
実
は
前
者
の
意
味
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

坂
神
三
神
考

5
定
説
の
ご
と
く
︑
坂
合
ひ
が
境
に
な
っ
た
の
は
﹃
風
土
記
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
に
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三
次
の
郡
の
堺
な
る
三
坂
に
�
る
は
︑
八
十
里
な
り
︒

と
あ
る
よ
う
に
直
接
境
が
坂
だ
と
出
て
く
る
︒
ま
た
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は

甕
坂
は
︑
讃
伎
日
子
︑
�
去
ぐ
る
時
︑
建
石
命
︑
此
の
坂
に
	
ひ
て
︑
い
ひ
し
く
︑﹁
今
よ
り
以
後
は
︑
更
︑
此
の
界
に
入
る
こ
と

得
じ
﹂
と
い
ひ
て
︑
即
ち
︑
御
冠
を
此
の
坂
に
置
き
き
︒
一
家
い
へ
ら
く
︑
昔
︑
丹
波
と
播
磨
と
︑
国
を
堺
ひ
し
時
︑
大
甕
を
此
の

上
に
堀
り
埋
め
て
︑
国
の
境
と
為
し
き
︒
故
︑
甕
坂
と
い
ふ
︒

と
あ
る
よ
う
に
坂
が
境
に
な
っ
て
お
り
︑
国
の
境
を
甕
坂
と
し
て
い
る
︒

ま
た
﹃
万
葉
集
﹄
を
見
る
と
︑

水
江
の
浦
島
の
子
を
詠
め
る
一
首
幷
せ
て
短
歌

⁝
⁝
水
江
の

浦
島
の
子
が

堅
魚
釣
り

鯛
釣
り
矜
り

七
日
ま
で

家
に
も
来
ず
て

海
界
を

過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に
⁝
⁝

︵
巻
九

一
七
四
〇
︶

東
路
の
手
児
の
呼
坂
越
え
て
去
な
ば
吾
は
恋
ひ
む
な
後
は
逢
ひ
ぬ
と
も

︵
巻
十
四

三
四
七
七
︶
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帰
廻
の
道
行
か
む
日
は
五
幡
の
坂
に
袖
振
れ
わ
れ
を
し
思
は
ば

︵
巻
十
八

四
○
五
五
︶

ひ
な
く
も
り
碓
氷
の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も

︵
巻
二
十

四
四
○
七
︶

足
柄
の
御
坂
に
立
し
て
袖
振
ら
ば
家
な
る
妹
は
清
に
見
も
か
も

︵
巻
二
十

四
四
二
三
︶

の
よ
う
に
境
界
意
識
が
見
て
取
れ
る
︑
ま
た
︑

足
柄
の

み
坂
た
ま
は
り

顧
み
ず

我
は
越
え
行
く

荒
し
男
も

立
し
や
憚
る

不
破
の
関

越
え
て
我
は
行
く

馬
の
蹄

筑
紫
の
崎
に

留
り
居
て

我
は
斎
は
む

諸
は

幸
く
と
申
す

帰
り
来
ま
で
に

︵
巻
二
十

四
三
七
二
︶

色
深
く
背
な
が
衣
は
染
め
ま
し
を
御
坂
た
ば
ら
ば
ま
清
か
に
見
む

︵
巻
二
十

四
四
二
四
︶

な
ど
︑
前
歌
講
談
社
文
庫
本
脚
注
に
﹁
峠
越
え
を
︑
当
時
は
神
か
ら
坂
を
賜
わ
る
と
考
え
た
︒﹂
後
歌
同
脚
注
﹁
神
か
ら
許
可
を
え
て
越

え
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
神
に
賜
わ
り
︑
許
可
を
得
て
通
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
他
数
多
く
﹁
御
坂
﹂
と
表
現
さ
れ
︑

神
が
領
知
す
る
場
所
が
坂
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
う
見
て
来
る
と
︑﹃
記
﹄
で
水
歯
別
命
︵
後
の
反
正
天
皇
︶
が
曾
婆
訶
理
を
刺
殺
す
る
場
面
が
良
く
見
え
て
来
る
︒
そ
れ
は
﹁
大
坂

の
山
口
に
到
り
て
以
為
さ
く
︑﹂
と
表
現
さ
れ
︑
大
坂
を
登
る
前
に
︑
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﹁
曾
婆
訶
理
︑
吾
が
為
に
大
き
功
有
れ
雖
︑
既
に
己
が
君
を
殺
せ
し
は
不
義
し
︒
然
あ
れ
ド
モ
︑
其
ノ
功
を
賽
い
不
は
︑
信
無
し
ト

謂
ひ
つ
可
し
︒
既
に
其
ノ
信
を
行
は
ば
︑
還
り
て
其
ノ
情
に
惶
る
︒
故
︑
其
ノ
功
を
報
ゆ
れ
雖
︑
其
ノ
正
身
を
滅
し
て
む
︒﹂
ト
お

モ
ほ
す
︒

と
考
え
︑﹁
其
ノ
山
口
に
留
ま
る
即
ち
︑
仮
宮
造
り
︑﹂︑
大
臣
就
任
の
酒
宴
を
開
き
︑
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
︒
こ
れ
は
水
歯
別
命
に
神
が

憑
り
付
い
て
こ
の
よ
う
な
考
え
を
齎
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
神
は
坂
の
神
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
坂
神
は
﹃
記
﹄
に
お
い

て
天
皇
家
を
守
る
守
護
神
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
何
故
か
と
言
う
と
︑
崇
神
記
に
お
い
て
︑
前
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁

病
多
に
起

り
︑
人
民
尽
キ
な
む
ト
為
︒﹂
す
る
と
大
物
主
大
神
が
崇
神
天
皇
の
夢
に
現
わ
れ
て
︑
こ
れ
は
私
の
意
志
だ
︒
と
し
て
︑
意
富
多
々
泥
古

を
し
て
︑
自
分
を
祀
ら
せ
た
︒
す
る
と
︑

又
︑
伊
4
賀
色
許
男
命
に
仰
せ
て
︑
天
之
八
十

羅
訶
作
ら
し
メ
︑
天
神
地

之
社
を
定
メ
奉
り
た
ま
ひ
き
︒

そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
宇
陀
ノ
墨
坂
神
﹂
や
︑﹁
大
坂
神
﹂
そ
し
て
至
る
と
こ
ろ
の
坂
の
神
︑
河
瀬
の
神
︑
を
祀
る
と
国
家
太
平

と
な
り
︑
疫
病
は
無
く
な
る
︒
こ
の
時
点
で
天
皇
側
は
全
て
の
坂
を
祀
っ
て
お
り
︑
国
家
を
安
ら
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
こ
れ
も
先
述
し
た
が
﹁
大

古
命
︑
高
志
国
於
罷
り
往
く
時
︑﹂﹁
腰
裳
服
る
少
女
﹂
が
﹁
山
代
之
幣
羅
坂
﹂
に
立
ち
て
﹁
御

真
木
入
彦
は
や
⁝
⁝
﹂
と
歌
う
︒
そ
し
て
庶
兄
建
波
�
安
王
の
反
乱
が
発
覚
し
︑
阻
止
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒
こ
れ
は
坂
の
神
が
皇
神

の
味
方
を
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒﹁
即
ち
其
ノ
所
如
モ
見

不
而
忽
ち
に
失
せ
ぬ
︒﹂
と
少
女
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
神
女
の
証
拠

で
あ
る
︒
こ
れ
は
引
き
続
い
て
の
坂
神
の
助
け
舟
に
他
な
ら
な
い
︒

履
中
記
に
お
け
る
墨
江
中
王
の
反
乱
も
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
大
坂
ノ
山
口
﹂
で
︑﹁
一
ノ
女
人
﹂
に
遭
遇
し
︑﹁
兵
を
も
て
る
人
等
︑
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⁝
⁝
当
岐
麻
道
自
り
︑
廻
り
て
越

幸
す
応
し
︒﹂
と
神
女
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
︒
こ
の
神
女
も
皇
軍
の
味
方
で
あ
り
︑
今
述
べ
た
よ

う
に
祀
り
挙
げ
て
い
る
か
ら
手
助
け
し
て
く
れ
た
に
間
違
い
な
い
︒
坂
の
神
を
制
し
た
︵
祀
り
挙
げ
た
︶
天
皇
家
に
失
点
は
無
い
︒

そ
し
て
坂
の
入
口
や
坂
の
上
で
は
人
は
何
か
を
し
た
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
例
え
ば
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
琴
坂
に
つ
い
て

琴
坂
と
號
く
る
所
以
は
︑
大
帯
比
古
の
天
皇
の
み
世
︑
出
雲
の
国
人
︑
此
の
坂
に
息
ひ
き
︒
一
の
老
父
あ
り
て
︑
女
子
と
倶
に
坂
本

の
田
を
作
れ
り
き
︒
こ
こ
に
︑
出
雲
人
︑
其
の
女
を
感
け
し
め
む
と
欲
ひ
て
︑
乃
ち
琴
を
弾
き
て
聞
か
し
め
き
︒
故
︑
琴
坂
と
號

く
︒

水
歯
別
命
と
同
様
︑
神
に
憑
り
付
か
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
見
て
来
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
坂
の
上
︵
峠
︶
で
手
向
け
す
る
歌
が
数
多
く
あ
り
︑
御
坂
と
表
現
さ
れ
︑
坂
神
︵
峠
の
神
︶
が
存

在
す
る
こ
と
に
疑
い
は
無
い
︒
し
か
し
こ
こ
に
だ
け
神
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
万
葉
歌

い
行
会
ひ
の
坂
の
麓
に
咲
き
を
を
る
桜
の
花
を
見
せ
む
児
も
が
も

︵
巻
九

一
七
五
二
︶

で
わ
か
る
︒﹁
い
行
会
ひ
の
坂
﹂
と
は
講
談
社
文
庫
本
脚
注
に
﹁
両
国
の
神
が
行
き
あ
っ
た
坂
を
国
境
と
し
た
伝
説
に
よ
る
と
い
う
︒﹂
と

あ
る
よ
う
に
両
国
の
神
が
坂
を
境
と
し
た
神
話
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
見
る
と
坂
と
神
の
関
係
は
左
の
三
つ
の
図

に
示
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

古
代
の
人
々
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
三
重
層
の
坂
神
の
意
識
︵
と
い
う
よ
り
認
識
︶
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
は
共
同
体
︑
地
域
ご
と

に
ど
れ
か
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
筆
者
は
古
代
人
の
坂
神
三
神
考
と
名
付
け
て
お
き
た
い
︒
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ち
な
み
に
崇
神
紀
は
︑

和
珥
坂
の
上
に
到
る
︒
時
に
少
女
有
り
て
︑
歌
し
て
曰
は
く
︑
一
に
云
は
く
︑
大
彦
命
︑

山
背
の
平
坂
に
到
る
︒
時
に
︑
道
の
側
に
童
女
有
り
て
歌
し
て
曰
は
く
︑

御
間
城
入
彦
は
や

己
が
命
を

弑
せ
む
と

竊
ま
く
知
ら
に

姫
遊
す
も

一
に
云
は
く
︑
大
き
戸
よ
り

窺
ひ
て

殺
さ
む
と

す
ら
く
を
知
ら
に

姫
遊
す
も

と
歌
い
︑
自
分
は
歌
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
言
っ
て
︑﹁
乃
ち
重
ね
て
先
の
歌
を
詠
ひ
て
︑
忽
に
見
え
ず
な
り
ぬ
︒﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
履
中
天
皇
即
位
前
紀
で
は
︑

大
坂
よ
り
倭
に
向
ひ
た
ま
ふ
︒
飛
鳥
山
に
至
り
ま
し
て
︑
少
女
に
山
口
に


へ
り
︒
問
ひ
て
曰
は
く
︑﹁
此
の
山
に
人
有
り
や
﹂
と

の
た
ま
ふ
︒
対
へ
て
曰
さ
く
︑﹁
兵
を
執
れ
る
者
︑
多
に
山
中
に
満
め
り
︒
廻
り
て
当
摩
徑
よ
り
踰
え
た
ま
へ
﹂
と
ま
う
す
︒

と
な
っ
て
い
る
︒
両
者
共
に
坂
神
三
神
考
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
の
に
は
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

6
こ
の
よ
う
に
道
と
坂
の
問
題
を
再
検
討
し
て
来
た
が
︑
従
来
の
道
や
道
行
き
に
つ
い
て
の
考
え
方
︑
坂
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
︑
私
見

を
加
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
管
見
の
限
り
で
は
︑
こ
こ
ま
で
道
や
道
行
︑
坂
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
を
知
ら
な
い
︒
古
代
の
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道
や
道
行
︑
坂
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
新
風
を
吹
き
込
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
ま
た
他
の
考
え
方
を
御
指
導
御
鞭
撻

頂
け
れ
ば
こ
れ
を
上
梓
し
た
冥
利
に
尽
き
る
︒

注

道
行
表
現
と
死
の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
へ
り
見
し
た
こ
と
に
な
り
︑
肉
親
︑
共
同
体
と
結
び
つ
け
︑
死
の
姿
を
詠

1
み
上
げ
︑
あ
た
か
も
家
郷
の
人
々
に
看
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
詠
ん
で
や
り
︑
正
常
死
に
準
じ
さ
せ
て
再
死
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

逸
文

筑
後
国
風
土
記
に
﹁
昔
︑
此
の
両
の
国
の
間
の
山
に
峻
し
く
狭
き
坂
あ
り
て
︑
往
来
の
人
︑
駕
れ
る
鞍
韉
を
摩
り
盡
さ
れ

2
き
︒
土
人
︑
鞍
韉
盡
し
の
坂
と
曰
ひ
き
︒
三
に
云
は
く
︑
昔
︑
此
の
堺
の
上
に
麁
猛
神
あ
り
︑
往
来
の
人
︑
半
は
生
き
︑
半
は
死
に

き
︒﹂
そ
し
て
逸
文

伊
勢
国
風
土
記
に
﹁
安
佐
賀
社
﹂
で
︑﹁
安
佐
賀
山
に
荒
ぶ
る
神
あ
り
︒
百
の
往
人
を
ば
五
十
人
亡
し
︑
四
十

の
往
人
を
ば
廾
人
亡
し
き
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
悪
さ
を
行
う
神
も
い
る
︒

ま
た
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
﹁
志
深
の
里
︒
三
坂
に
坐
す
神
は
︑
八
戸
挂
須
御
諸
命
な
り
︒
大
物
主
葦
原
志
許
︑
国
堅
め
ま
し

し
以
後
︑
天
よ
り
三
坂
の
岑
に
下
り
ま
し
き
︒﹂
と
は
っ
き
り
と
﹁
三
坂
の
岑
に
下
り
ま
し
き
︒﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒

共
同
体
の
神
が
︑
坂
神
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

3
本
稿
に
お
け
る
﹃
古
事
記
﹄
の
引
用
は
﹃
古
事
記
﹄︵
日
本
思
想
大
系
︶
に
拠
る
︒

『万
葉
集
﹄
の
引
用
は
﹃
万
葉
集
﹄︵
講
談
社
文
庫
︶
に
拠
る
︒

『日
本
書
紀
﹄
の
引
用
は
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
に
拠
る
︒

『風
土
記
﹄
の
引
用
は
﹃
風
土
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
に
拠
る
︒
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