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久
米
の
仙
人
と
い
え
ば
、
ま
る
で
好
色
者
の
代
名
詞
の
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
川
の
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
た
女
の
白
い
は
ぎ
を

み
て
仙
力
を
失
い
、
飛
ん
で
い
た
空
か
ら
墜
落
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
も
致
し
方
あ
る
ま
い
。
こ
の
話
は
、
今

昔
物
語
、
扶
桑
略
記
、
和
州
久
米
寺
流
記
、
元
享
釈
書
、
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
今
昔
物
語

（十

一
の
二
十
四
）

が
も

っ
と
も
詳
し
い
。
そ
の
墜
落
す
る
と
こ
ろ
は
、
話
の
最
初
の
部
分
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

今
は
昔
、
大
和
国
、
吉
野
の
郡
、
龍
門
寺
と
い
ふ
寺
あ
り
。
寺
に
二
人
の
人
篭
り
ゐ
て
仙
の
法
を
行
ひ
け
り
。
そ
の
仙
人
の
名
を
ば

一

人
を
あ
づ
み
と
い
ふ
。　
一
人
を
ば
久
米
と
い
ふ
。
し
か
る
に
、
あ
づ
み
は
前
に
行
ひ
得
て
、
す
で
に
仙
に
な
り
て
、
飛
び
て
空
に
昇
り

に
け
り
。

後
に
久
米
も
す

で
に
仙
に
な
り
て
、
空
に
昇
り
て
飛
び
て
渡
る
間
、
吉
野
河
の
辺
に
、
若
き
女
衣
を
洗
ひ
て
立
て
り
。
衣
を
洗
ふ
と

て
、
女
の
は
ぎ
ま
で
衣
を
か
き
上
げ
た
る
に
、　
は
ぎ

の
白
か
り
け
る
を
見
て
、

久
米
、　
心
け
が
れ
て
そ
の
女
の
前
に
落
ち
ぬ
。　
そ
の

後
、
そ
の
女
を
妻
と
し
て
あ
り
。
そ
の
仙
の
行
ひ
た
る
形
、

い
ま
龍
門
寺
に
そ
の
形
を
扉
に
移
し
、
北
野
の
御
文
に
作
り
て
出
し
た
ま

へ
り
。
そ
れ
消
え
ず
し
て
今
に
あ
り
。
そ
の
久
米
の
仙
、
た
だ
人
に
な
り
に
け
る
に
、
馬
を
売
り
け
る
渡
し

文

に
、

「
前

の

仙
、
久
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米
」
と
ぞ
書
き
て
渡
し
け
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
彼
は
好
色
者
だ
が
、
お
人
好
し
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
苦
し
い
修
行
を
し
て
、
や

っ
と
仙
人
に
な

っ
た
と
い
う
の
に
、
た

か
だ
か
女
の
白
い
は
ぎ
を
み
て
、
忽
ち
に
仙
力
を
失

っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
間
が
抜
け
て
い
る
。
し
か
も
、
自
分
を
墜
落
さ
し

た
、
そ
の
当
の
女
と
結
婚
し
て
い
る
。
か
と
思
う
と
、
売
買
の
証
文
に
は

「
前
の
仙
、
久
米
」
と
署
名
し
た
り
し
て
い
る
。
お
人
好
し
で

あ
る
と
と
も
に
、
律
義
者
で
も
あ
る
。
こ
の
点
、
同
じ
好
色
者
と
い
っ
て
も
、
王
朝
の
そ
れ
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
王
朝
の
好

色

者

達

は
、
結
婚
す
る
気
持
も
な
い
の
に
女
の
間
を
遍
歴
し
た
り
、
妻
が
あ
る
と
い
う
の
に
他
の
女
の
も
と
に
通

っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

洗
練
さ
れ
た
恋
の
抜
巧
や
、
甘
い
雰
囲
気
が
あ
る
。
ず
る
さ
も
あ
る
。
し
か
る
に
、
彼
は
、
白
い
は
ぎ
を
み
る
や
、　
一
直
線
に
こ
の
女
の

前
に
墜
落
し
て
い
る
。
結
婚
し
て
も
、
他
の
女
に
色
目
を
使

っ
た
り
は
し
て
い
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
泥
く
さ
い
好
色
者
で
あ
る
。
い

か
に
も
中
世
の
説
話
文
学
に
で
て
く
る
人
物
ら
し
い
顔
を
し
て
い
る
。
色
好
み
と
は
い
っ
て
も
、
素
朴
で
憎
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
彼
は

一
直
線
に
女
の
前
に
墜
落
し
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
人
間
の
本
能
が
ま
る
だ
し
に
な

っ
て
い

て
、
そ
の
よ
う
な
裸
の
ま
ま
の
人
間
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
説
話
文
学
の
面
白
さ
が
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
折
角
手
に

入
れ
た
仙
力
を
捨
て
て
ま
で
し
て
、
女
の
前
に
墜
落
し
て
行

っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
単
に
本
能
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
問
題
が
ひ

そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
相
手
の
女
に
し
て
も
、
川
の
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
白
い
は
ぎ
を
み
せ
る

た
め
の
ポ
ー
ズ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
か
別
な
意
味
が
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
、

こ
の
話
を
み
る
と
、
久
米
の
仙
人
は
、
あ
づ
み
と
い
う
仙
人
と

一
緒
に
龍
門
寺
に
篭
り

「
仙
の
法
を
行
」

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
扶
桑
略
記

（
二
十
三
）
に
は

「
本
朝
往
年
有
Ｌ
一人
仙
Ｌ

飛
二龍
門
寺
Ｌ

所
レ謂
大
伴
仙
。
安
曇
仙
。

久
米
仙
也
。

大
伴
仙

草
庵
。
有
レ基
無
基
口。
余
両
仙
室
。
干
レ今
猶
存
。」
と
あ

っ
て
、
大
伴
仙
と
い
う
仙
人
が
も
う

一
人
加
わ
り
、
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
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の
大
伴
仙
、
安
曇
仙
の

「
大
伴
」

「
安
曇
」
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
は
、
古
代
の
氏
族
で
あ
る
、
大
伴
氏
や
安
曇
氏
に
関
係
が
あ
る
名
で

あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
人
の
仙
人
は
、
こ
れ
ら
の
氏
族
と
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
仙

人
と
と
も
に
仙
の
法
を
修
し
た
、
こ
の
久
米
の
仙
人
も
ま
た
、
こ
う
し
た
古
代
の
氏
族
と
つ
な
が
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
普
通
で

あ
ろ
う
。
そ
の

「
久
米
」
と
同
じ
名
前
を
持

っ
て
い
る
氏
族
と
し
て
は
、
久
米
部
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
久
米
の
仙
人
は
、
こ
の
久
米
部
と

つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
と

一
応
み
て
置
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
が
久
米
寺
を
建
て
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
後
、
都
が
高
市
郡
に
造
ら
れ
る

時
、
失
な

っ
た
仙
力
を
取
り
戻
し
、
そ
の
仙
力
に
よ
っ
て
、
材
木
を
山
か
ら
都
ま
で
飛
ば
し
、
こ
の
功
に
よ
っ
て
天
皇
よ
り

田

を

賜

わ

り
、
こ
の
田
を
も
と
に
し
て
久
米
寺
を
建
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
こ
と
を
天
皇
に
奏
す
。
天
皇
も
こ
れ
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
た
ふ
と
び
敬
ひ
て
、
忽
ち
に
免
田
三
十
町
を
も
ち
て
久
米
に

施
し
た
ま
ひ
つ
。
久
米
喜
び
て
、
こ
の
田
を
も
ち
て
そ
の
郡
に

一
つ
の
伽
藍
を
建
て
た
り
。
久
米
寺
と
い
ふ
、
こ
れ
な
り
。

扶
桑
略
記
や
元
亨
釈
書
な
ど
も
建
立
者
を
久
米
の
仙
人
と
し
て
い
る
。
こ
の
久
米
寺
は
、
大
和
志
料
に

「
白
橿
村
大
字
久
米

ニ
ア
リ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
橿
原
市
久
米
町
に
あ
る
。
畝
傍
山
の
ち
ょ
う
ど
南
に
あ
た
る
。

こ
の
付
近
に
は
、
古
く
久
米
部
が
居
住
し
て
い
た
ら
し
い
。
神
武
紀
二
年
二
月
の
条
に
は
、

天
皇
功
を
定
め
賞
を
行
ひ
た
ま
ひ
き
。
道
の
臣
の
命
に
宅
地
を
賜
ひ
て
、
築
坂
の
邑
に
居
ら
し
め
、
異
に
寵
み
た
ま
ひ
き
。
ま
た
大
来

目
を
し
て
、
畝
傍
山
の
西
の
川
辺
の
地
に
居
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
今
来
目
の
邑
と
号
く
る
は
、
こ
は
そ
の
縁
な
り
。

と
あ
る
。
大
和
平
定
の
功
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
を
賜
わ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
橿
原
の
近
傍
で
あ
り
、
武
士
集
団
の
大
伴
氏
と
と
も
に

配
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
都
の
防
衛
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
畝
傍
山
の
西
と
あ
る

の
で
、
今
の
久
米
町
と
は
少
し
位
置
を
異
に
し
て
い
る
。
今
の
は
こ
の
山
の
東
南
に
あ
た
る
。
或
は
そ
の
後
移
動
し
た
の
か
も
わ
か
ら
な

い
。
も

っ
と
も
、
こ
の
山
の
周
辺
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
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そ
の
久
米
町
に
久
米
寺
は
あ
る
。
寺
の
名
が
、
氏
族
名
や
地
名
と
同
じ
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
久
米
部
の
氏
寺
で
あ

っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
性
霊
集
の

「
大
和
の
州
益
田
の
池
の
碑
の
銘
」

（巻
第
二
）
に
は
、

「
畝
傍
北
に
峠
て
り
。
来
目
の
精
舎
其
の
艮
に
鎮
め

た
り
。」
と
あ
る
。　
こ
れ
で
み
る
と
、　
平
安
朝
初
期
に
は
す
で
に
建
立
さ
れ
て
居
り
、
し
か
も
、
相
当
立
派
な
寺
院
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

時
代
的
に
み
て
も
氏
寺
ら
し
く
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
扶
桑
略
記
に

「
堂
宇
皆
亡
。
仏
像
猶
坐
二砿
野
之
中
Ｌ

久
米
寺
是
也
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
荒
廃
し
た
よ
う
で
あ
る
。
久
米
部
の
衰
退
と
運
命
を
と
も
に
し
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
、
そ
の
久
米
寺
を
久
米
の
仙
人
が
建
て
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
彼
が
久
米
部
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
し
て
み
る
こ
と
は

十
分
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
れ
ば
、
彼
の
故
里
も

一
応
こ
の
あ
た
り
と
考
え
て
置
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
享
釈
書

（十
八
）
に
は
、

「
久
米
仙
者
。
和
州
上
郡
人
。」

と
あ

っ
て
、　
彼
の
故
里
が

「
上
郡
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
、

「
上
郡
」
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
ど
の
郡
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
大
和
に
は

「
上
郡
」
と
い
う

名
の
つ
く
郡
が
三
つ
あ
る
。
添
上
郡
、
城
上
郡
、
葛
上
郡
、
で
あ
る
。
久
米
の
仙
人
が
活
動
し
た
地
域
が
、
吉
野
郡
や
高
市
郡
で
あ

っ
て

み
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
郡
に
近
い
葛
上
郡
と
す
る
の
が
、　
一
番
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
畝
傍
山

の
周
辺
か
ら
は
ず

っ
と
西
に
あ
た
る
こ
と
な
り
、
こ
の
予
想
は
少
し
ず
れ
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
が
仙
人
に
な
り
、
こ
の
話
が
神
仙
諄
に
着
色
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
舞
台
が
神
仙
の

本
場
で
あ
る
吉
野
に
移

っ
て
ゆ
き
、
そ
の
中
間
過
程
と
し
て
、
葛
城
地
方
が
持
ち
だ
さ
れ
て
き
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と

も
、
こ
の
地
方
は
仙
人
に
縁
の
あ
る
土
地
柄
で
も
あ

っ
た
。

「
大
和
の
国
葛
木
の
上
の
郡
の
茅
原
の
村
の
人
」
で
あ
る
役
の
優

婆

塞

は

「
毎
夜
に
五
色
の
雲
に
桂
り
て
、
沖
虚
の
外
に
飛
び
、
仙
宮
の
賓
と
携
六
日
本
霊
異
記
上
二
十
八
）
わ

っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
役
の
優

婆
塞
は
高
賀
茂
の
朝
臣
で
あ

っ
た
。
こ
の
朝
臣
の
祖
神
で
あ
る
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
ノ
神
は
、
ア
メ
ノ
ヮ
ヵ
ヒ
コ
の
葬
儀
に
列
席
し
た

時
、
そ
の
死
者
と
間
違
え
ら
れ
、

「
忍
り
て
飛
び
去
」

（記
）

っ
た
と
い
う
。
そ
の
姿
を
妹
の
タ
カ
ヒ
メ
ノ
命
が

天
な
る
や
　
弟
棚
機
の
　
項
が
せ
る
　
玉
の
御
統
　
御
統
に
　
穴
玉
は
や
　
み
谷
　
一
一渡
ら
す
　
阿
治
志
貴
高
　
日
子
根
の
神
ぞ

（六
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と
歌

っ
た
と
あ
る
。
こ
の
神
は
空
飛
ぶ
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
に
空
を
自
由
に
飛
ぶ
仙
人
の
誕
生
す
る
素
地
は
あ

っ
た
の
で
あ

（２
）

Ｚ
Ｏ

。

さ
て
、
こ
の
匹
早
釈
書
に
は
、
こ
の
後
に

「
入
二深
山
一学
二仙
法
Ｌ

食
二松
葉
一服
二辞
蒻
Ｌ
　
一
且
騰
先
工
。
飛
過
二故
里
Ｌ
会
婦
人
以
レ足

踏
二浣
衣
Ｌ

其
怪
甚
白
。
忽
生
二染
心
一。
即
時
墜
落
。」
と
述
べ
て
い
る
。　
つ
ま
り
、　
彼
が
墜
落
し
た
の
は
、

「
故
里
」
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
故
里
は
葛
城
地
方
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
付
近
に
落
ち
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
こ
こ
に
は
川
は
欠

け
て
い
る
。
し
か
し
、

「
会
婦
人
以
レ足
踏
二浣
衣
・。」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
や
は
り
、
川
の
辺
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
女
は
多
分
川

で
洗
濯
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
川
だ
が
、
葛
城
地
方
で
あ
れ
ば
、
今
昔
物
語
の
よ
う
に
吉
野
川
で
あ

っ
て
も
よ
い
の

だ
が
、
も

っ
と
近
い
も
の
と
し
て
、
葛
城
山
の
麓
付
近
を
流
れ
て
い
る
川
、
―
―
葛
城
川
あ
た
り
を
考
え
て
み
た
方
が
よ
い
か
も
わ
か
ら

な
い
。
扶
桑
略
記
で
は
、

「
但
久
米
仙
飛
後
更
落
。」
と
の
み
あ

っ
て
、　
川
ば
か
り
で
な
く
、　
こ
の
女
も
消
え
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
簡
単

な
筋
に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
久
米
の
仙
人
が
墜
落
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
故
里
」
で
あ

っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意

し
て
み
た
い
。
だ
か
ら
、
も
し
彼
の
故
里
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
久
米
地
方
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
彼
が
落
ち
た
の
も
、
本
来
は

そ
の
付
近
の
川
の
辺
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
予
測
か
ら
、
和
州
久
米
寺
流
記
を
み
る
と
、

「
此
毛
堅
仙
常
自
龍
門
嶽
飛
通

葛
木
峰
。
於
其
途
中
久
米
河
有
洗
布
之
下
女
。
仙
見
其
股
色
愛
心
忽
発
。
通
力
立
滅
落
千
大
地
畢
。」

と
あ

っ
て
、　
果
し
て
久
米
の
仙
人

は
、
故
里
の
久
米
川
に
落
ち
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。　
こ
の
久
米
川
は
、　
大
和
志
料
に

「
桧
前
川
ノ
下
流
久
米

二
於
テ
之
ヲ
称
ス
、」
と

あ
る
よ
う
に
、
桧
前
川
の
下
流
で
、
久
米
地
方
を
流
れ
て
い
る
た
め
に
、
久
米
川
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
泊
瀬
川
が
、
三
輪

あ

た

り

で
、
三
輪
川
と
い
わ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
話
は
、
久
米
の
仙
人
が
、
久
米
川
の
辺
で
女
の
白
い
は
ぎ
を

み
、
そ
こ
に
墜
落
し
た
と
い
う
の
が
、
最
初
の
形
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。



(6) 725久 米 の 仙 人

三

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
女
が
川
の
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
仙
人
を
誘
惑

す
る
た
め
の
、
女
の
ポ
ー
ズ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
の
川
の
ほ
と
り
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
女
が
川
の
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
て
、
結
婚
を
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
赤

猪

子

の
話

（雄
略
記
）
が
あ
る
。

ま
た

一
時
、
天
皇
遊
び
行
で
ま
し
て
、
美
和
河
に
到
り
ま
し
し
時
、
河
の
辺
に
衣
洗

へ
る
童
女
あ
り
き
。
そ
の
容
姿
甚
麗

し

く

あ

り

き
。
天
皇
そ
の
童
女
に
問
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
は
誰
が
子
ぞ
。」
と
と
ひ
た
ま

へ
ば
、
答

へ
て
白
し
し
く
、

「
己
が
名
は
引
田
部
の
赤

猪
子
と
謂
ふ
ぞ
Ｌ

と
ま
を
し
き
。　
こ
こ
に
詔
ら
し
め
た
ま
ひ
し
く
、

「
汝
は
夫
に
嫁
は
ざ
れ
。

今
喚
し
て
む
。」
と
の
ら
し
め
た
ま

ひ
て
、
宮
に
還
り
ま
し
き
。
故
、
そ
の
赤
猪
子
、
天
皇
の
命
を
仰
ぎ
待
ち
て
、
既
に
八
十
歳
を
経
き
。
こ
こ
に
赤
猪
子
以

為

ひ

け

ら

く
、
命
を
望
ぎ
し
間
に
、
已
に
多
き
年
を
経
て
、
姿
体
痩
せ
萎
み
て
、
更
に
侍
む
所
無
し
。
然
れ
ど
も
待
ち
し
情
を
顕
さ
ず
て
は
、
恒

き
に
忍
び
ず
、
と
お
も
ひ
て
、
百
取
の
机
代
物
を
持
た
し
め
て
、
参
出
て
貢
献
り
き
。
然
る
に
天
皇
、
既
に
先
に
命
り
た
ま
ひ
し
事
を

忘
ら
し
て
、　
そ
の
赤
猪
子
に
問
ひ
て
日
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
汝
は
誰
れ
し
の
老
女
ぞ
。
何
由
以
参
来

つ
る
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ

こ
に
赤
猪
子
、
答

へ
て
白
し
し
く
、

「
そ
の
年
の
そ
の
月
、
天
皇
の
命
を
被
り
て
、
大
命
を
仰
ぎ
待
ち
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
八
十
歳

を
経
き
。

今
は
容
姿
既
に
者
い
て
、
更
に
侍
む
所
無
し
。

然
れ
ど
も
己
が
志
を
顕
し
白
さ
む
と
し
て
参
出
し
に
こ
そ
。」
と

ま

を

し

き
。
こ
こ
に
天
皇
、
大
く
驚
き
て
、　
コ
ロ
は
既
に
先
の
事
を
忘
れ
つ
。
然
る
に
汝
は
志
を
守
り
命
を
待
ち
て
、
徒
に
盛
り
の
年
を
過
ぐ

し
し
、
こ
れ
甚
愛
悲
し
。」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、　
心
の
裏
に
婚
ひ
せ
む
と
欲
ほ
し
し
に
、　
そ
の
極
め
て
老
い
し
を
憚
り
て
、
婚
ひ
を
得

成
し
た
ま
は
ず
て
、
御
歌
を
賜
ひ
き
。

天
皇
の
妻
求
ぎ
説
話
で
あ
る
。
全
体
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
ど
こ
と
な
く
、
ペ
ー
ソ
ス
が
流
れ
て
い
る
。
天
皇
が
自
ら
求
婚
し
た
こ
と
を
忘
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れ
た
り
、
赤
猪
子
が
八
十
年
間
も
じ

っ
と
待

っ
て
い
た
り
し
て
、
い
か
に
も
古
代
ら
し
い
、
お
お
ら
か
な
話
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
話
は
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
赤
猪
子
は
三
輪
の
大
神
に
仕
え
る
巫
女
で
あ

っ
た
。
彼
女
は
、
三
輪
氏
に
と
っ

て
聖
な
る
川
で
あ

っ
た
三
輪
山
の
辺
で
、神
衣
を
織
り
な
が
ら
、
こ
の
大
神
の
来
臨
を
待

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
の
嫁
と
な
っ

た
。
三
輪
氏
の
神
婚
神
話
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
輪
氏
が
大
和
朝
廷
に
服
従
し
た
た
め
に
、
こ
の
神
話
が
変
容
し
、
つ

ま
り
は
、
妻
求
ぎ
説
話
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
赤
猪
子
は
巫
女
か
ら
童
女
に
な
り
、
大
神
も
天
皇
に
す
り
替
え
ら
れ
、
も
と
も
と
聖
な
る

川
の
辺
で
大
神
を
迎
え
て
い
た
儀
礼
が
、
村
の
童
女
が
天
皇
に
み
そ
め
ら
れ
る
話
に
ふ
さ
わ
し
く
、
川
の
辺
で
洗
濯
を
す
る
と
い
う
所
作

（３
）

に
変

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

赤
猪
子
の
話
が
本
来
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
久
米
の
仙
人
の
話
も
、
或
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
か
も
わ
か

ら
な
い
。
久
米
部
の
祭
る
神
と
巫
女
と
の
神
婚
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
そ
の
舞
台
が
久
米
部
の
故
里
で
あ
り
、
そ
こ
を
流
れ
る
川
が
久
米

川
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
思
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
三
輪
川
が
三
輪
氏
に
と

っ
て
聖
な
る
川
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
久
米
川
は
久
米

部
に
と

っ
て
聖
な
る
川
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斎
み
川
で
あ
る
。
こ
の
川
は
、
畝
傍
山
の
西
側
を
、
南
か
ら
北

へ
と
り
巻
く

よ
う
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
山
を
と
り
巻
く
と
い
う
の
は
、
斎
み
川
の

一
つ
の
条
件
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

す
れ
ば
、
そ
の
川
の
辺
に
墜
落
し
た
と
い
う
久
米
の
仙
人
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
久
米
部
の
祭
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
仙
人
は
、
高
市
郡
に
都
が
造
ら
れ
る
時
、
官
吏
か
ら
仙
力
に
よ
っ
て
材
木
を
運
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
と
依
頼

さ

れ

て

い

る
。
そ
の
時
に
は
、
こ
の
女
の
こ
と
で
す
で
に
仙
力
を
失
な

っ
て
い
た
の
だ
が
、
本
尊
が
助
け
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
、
道

場
に
篭
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
久
米
、　
一
つ
の
静
か
な
る
道
場
に
篭
り
ゐ
て
、
身
心
清
浄
に
し
て
食
を
断
ち
て
、
七
日
七
夜
不
断
に
礼
拝
恭
敬
し
て
、
心
を

至
し
て
こ
の
こ
と
を
祈
る
。
し
か
る
間
、
七
日
す
で
に
過
ぎ
ぬ
。
行
事
官
等
、
久
米
が
見
え
ざ
る
こ
と
を
、
且
つ
は
笑
ひ

且

つ
は
疑

ふ
。し
か
る
に
八
日
と
い
ふ
朝
に
、
俄
か
に
空
く
も
り
暗
夜
の
如
く
な
り
。雷
鳴
り
雨
降
り
て
、
つ
ゆ
も
の
見
え
ず
。
こ
れ
を
怪
し
び
思
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ふ
間
、
と
ば
か
り
あ
り
て
雷
止
み
空
晴
れ
ぬ
。
そ
の
時
に
み
れ
ば
、
大
中
小
の
若
千
の
材
木
、
し
か
し
な
が
ら
南
の
山
辺
な
る
柚
よ
り

空
を
飛
び
て
、
都
を
造
ら
る
る
と
こ
ろ
に
来
に
け
り
っ
そ
の
時
に
、
多
く
の
行
事
官
の
輩
、
敬
ひ
て
た
ふ
と
び
て
久
米
を
拝
す
。

美
事
に
材
木
は
空
を
飛
ん
で
い
る
。
も

っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
本
尊
が
現
わ
れ
て
飛
ば
し
て
く
れ
た
の
か
、
仙
力
を
と
り
戻
し
た
彼

自
身
が
し
た
の
か
、
そ
こ
が

一
寸
は
っ
き
り
し
な
い
表
現
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
の

は
、

「
し
か
る
に
八
日
と
い
ふ
朝
に
、
俄
か
に
空
く
も
り
暗
夜
の
如
く
な
り
。
雷
鳴
り
雨
降
り
て
、
つ
ゆ
も
の
見
え
ず
。
」
と
あ
る
∫
う

に
、
天
候
の
異
常
な
時
に
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、古
代
信
仰
で
は
、
こ
の
よ
う
な
異
常
な
天
候
の
さ
中

に
、
神
々
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
海
神
の
女
で
あ
る
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は

「
風
涛
の
壮
け
む
日
に
、
海
辺
に
出
で
到
」

（紀

一
ノ

一

書
）

っ
て
い
る
し
、
小
雨
降
る
時
に
堕
ち
た
雷
神
は

「
曖
り
霧
り
て
天
に
登
」

（霊
異
記
上
三
）

っ
て
い
る
。
す
れ
ば
、
こ
こ
の
背
景
に

は
、
古
代
の
神
出
現
の
風
景
が
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、

「
七
日
七
夜
不
断
に
礼
拝
恭
敬
」
し
た
と
こ

ろ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
七
日
七
夜
と
い
う
の
は
、
古
代
の
祭
り
の
聖
な
る
期
間
で
も
あ

っ
た
。
カ
モ
ノ
ワ
キ
イ
カ
ヅ
チ
ノ
命
が

父
に
酒
杯
を
挙
げ
る
時
、

「
外
祖
父
建
角
身
の
命
、
八
尋
屋
を
造
り
、
八
つ
の
戸
扉
を
堅
め
、
八
腹
の
酒
を
醸
み
て
神
集

へ
に
集

へ
て
七

日
七
夜
楽
遊
」
（山
城
風
土
記
逸
文
）
し
た
と
あ
る
。
な
お
い
わ
ば
、
彼
が
篭

っ
て
い
た
と
い
う
道
場
も
、
仙
法
を
修
す
る
処

で
あ

ろ

う

が
、
も
と
も
と
神
を
降
す
た
め
に
篭
る
斎
み
屋
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
城
風
土
記
逸
文
の
八
尋
屋
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
背
景
の
中
に
、
こ
の
久
米
の
仙
人
を
置
い
て
み
れ
ば
、
彼
に
は
神
を
祭
る
者
と
し
て
の
姿
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
古
代
信
仰
で
は
、
神
を
祭
る
者
と
神
と
は

一
つ
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
す
れ
ば
、
彼
自
身
も
神
で
あ

っ
た

と
い
え
る
。
材
木
を
飛
ば
し
た
の
が
、
本
尊
の
よ
う
で
も
あ
り
、
彼
自
身
の
よ
う
で
も
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
本
尊
と
仙
人
、
つ
ま
り
、
神

と
神
を
祭
る
者
と
が
重
な
り
合

っ
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
彼
は
久
米
部
の
祭
る
神
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
こ
の
仙
人
の
原
像
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
仙
人
と
結
婚
し
た
女
は
、
こ
の
神
に
仕
え
る
巫
女
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
女
は
久
米
川
の
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辺
で
、
神
衣
を
織
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
来
臨
す
る
久
米
部
の
神
を
待

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
の
嫁
に
な

っ
た
。
こ
れ
が
、
久

米
の
仙
人
の
物
語
の

一
番
の
原
画
な
の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
仙
人
と
女
と
は
、
も
と
も
と
祭
ら
れ
る
者
と
祭
る
者
と
の
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
、
こ
の
よ
う
に
神
婚
に
よ

っ
て
密
接
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
仙
人
が
こ
の
女
の
と
こ
ろ

に

一
直
線
に
墜
落
し
、
そ
の
女
と
結
婚
し
た
と
い
う
筋
も
、
そ
こ
か
ら
解
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
泥
く
さ
い
好
色
な
振
舞
な
ど
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
神
婚
の
儀
礼
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
る
の
が
当
然
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
仙
人
は
墜
落
し
た

の

で

は
な

く
、
空
か
ら
降
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
崩
れ
に
崩
れ
て
好
色
な
話
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
仙
人
が
こ
の
女
と
結
婚
し
、
し
か

も
、
他
の
女
に
色
目
を
使

っ
た
り
し
て
い
な
い
と
い
う
、
い
さ
さ
か
生
真
面
目
な
話
に
な

っ
て
い
る
の
も
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
延
喜
神
名
式
を
み
る
と
、
高
市
郡
に
久
米
御
県
神
社
と
い
う
の
が
あ
る
。
大
和
に
は
、
添
御
県
坐
神
社

（添
下
郡
）、　
志
貴
御

県
坐
神
社

（城
上
郡
）
な
ど
、
御
県
と
い
う
名
の
つ
く
神
社
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
こ
う
し
た
神
社
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
県
の
根
源
的
な

場
所
で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
純
。
つ
ま
り
ヽ
県
を
支
配
し
て
い
る
神
を
祭

っ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
神
社
な
の
で
あ
る
。
す
れ

ば
、
久
米
御
県
神
社
は
、
久
米
地
方
を
支
配
し
て
い
る
神
を
祭
る
社
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
神
社
は
現
在
久
米
寺
の
南
に
隣
接
し

て
い
る
。
天
神
社
と
も
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
和
志
料
に
は
、

「
此
天
神
社
ヲ
以
テ
式
内
久
米
社
ト
ナ
シ
現
二
村
社
タ

レ
ト
モ
久
米
社

ハ
川
辺

ニ
ア
リ
テ
天
神
社
ト
ハ
位
置
ヲ
異

ニ
セ
リ
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
川
辺
が
ど
の
川
な
の
か
は
っ
き
り
記
し
て
い
な

い
が
、
久
米
御
県
神
社
の
項
に
引
用
し
て
い
る
、　
五
郡
神
社
記
の

「
在
「久
米
郷
久
米
村
川
辺
・社
家
者
畝
米
」
と
い
う
の
に
よ
れ
ば
、　
久

米
川
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
久
米
川
の
辺
の
聖
な
る
場
所
に
鎮
座
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
女
は
久
米
川
の
辺
で
神
の
来
臨
を

待

っ
て
い
た
。
す
れ
ば
、
そ
こ
は
当
然
聖
な
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
久
米
御
県
神
社
が
あ

っ
た
あ
た
り
を
想
定

し
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
Ｇ

と
も
か
く
、
こ
の
久
米
の
仙
人
の
物
語
は
、
も
と
も
と
久
米
部
の
神
婚
神
話
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
変
容
し
た
と
こ
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ろ
に
は
、
恐
ら
く
は
久
米
部
の
没
落
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
神
婚
と
い
う
儀
礼
か
ら

神
の
面
が
と
り
除
か
れ
、
単
な
る
人
と
人
と
の
結
婚
諄
に
な
り
、
そ
れ
が
崩
れ
に
崩
れ
て
、
中
世
的
な
好
色
な
話
に
な

っ
た

の

で
あ

ろ

う
。
も

っ
と
も
、
人
と
は
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
神
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
は
異
常
な
能
力
を
持
つ
者
と
し
て
の
仙
人
に
な
り
、

そ
れ
で
い
て
、
説
話
文
学
の
主
人
公
ら
し
く
、
好
色
者
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
相
手
の
女
性
も
、
聖
な
る
巫
女

か
ら
、
白
い
は
ぎ
を
み
せ
て
男
を
誘
惑
す
る
、
た
だ
の
女
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
本
来
神
を
迎
え
る
儀
礼
で
あ

っ
た
も

の
が
、
男
と
女
と
の
愛
の
出
会
、
し
か
も
、
牧
歌
的
な
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
川
の
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
る
場
面
で
の
出
会
、
と
い
う
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
主
人
公
が
仙
人
に
変
身
す
る
に
つ
れ
て
、
神
仙
諄
に
着
色
さ
れ
、
そ
の
舞
台
も
、
久
米

地
方
か
ら
、
神
仙
の
本
場
で
あ
る
吉
野
に
移

っ
て
行
き
、
久
米
川
も
吉
野
川
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
間
過
程
と
し
て
葛
城
川
が

あ
る
。
こ
れ
が
久
米
伝
承
の
辿

っ
た
粗
い
径
路
で
あ
る
。

四

さ
て
、
こ
の
久
米
の
仙
人
の
物
語
の
原
画
を
推
測
す
る
の
に
、　
一
つ
の
下
絵
と
な

っ
た
、
三
輪
氏
の
神
婚
神
話
で
は
、
そ
の
神
の
坐
す

と
こ
ろ
と
し
て
、
三
輪
山
が
あ

っ
た
。
神
の
坐
す
と
こ
ろ
と
し
て
は
山
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
神
の
山
が
あ

っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て

斎
み
川
も
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
も
山
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
や
は
り
、
こ
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
畝
傍
山
を
と
り
上
げ
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
山
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

狭
井
河
よ
　
雲
立
ち
わ
た
り
　
畝
火
山
　
木
の
葉
騒
ぎ
ぬ
　
風
吹
か
む
と
す

（
記
二
〇
）

畝
火
山
　
圭
旦
は
雲
と
ゐ
　
夕
さ
れ
ば
　
風
吹
か
む
と
ぞ
　
木
の
葉
騒
げ
る

（
記
二

一
）

古
事
記
に
よ
れ
ば
、
神
武
天
皇
の
后
で
あ
る
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
は
、
そ
の
二
人
の
子
が
タ
ギ
シ
ミ
ミ
ノ
命
に
よ

っ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
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た
時
、
こ
れ
ら
の，
歌
に
よ

っ
て
、
迫
り
来
る
危
機
を
知
ら
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
寓
意
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歌
調
‐が

万
葉
の

そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
畝
傍
山
近
傍
の
自
然
現
象
を
歌

っ
た
、
叙
景
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

だ
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
風
が
吹
い
た
り
、
雲
が
湧
き
上

っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
天
候
異
常
の
時
、
神
が
出
現
す
る
の
で
あ

っ

て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
を
歌
い
こ
ん
だ
こ
れ
ら
の
歌
は
、
歌
調
こ
そ
万
葉
の
そ
れ
に
近
い
に
し
て
も
、
元
来
神
の
意
志
を
述
べ
た
も

の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
乗
岡
憲
正
氏
が

「
或
い
は
伊
須
気
余
理
比
売
に
神
女
と
し
て
の
巫
女
性
を
看
取
す
る

な
ら
ば
、　
そ
こ
に
は
神
懸
り
す
る
姫
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
極
め
て
呪
言
的
性
格
の
強
い
呪
歌
と
も
と
れ
る
。」

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

従
う
べ
き
説
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ら
の
歌
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
こ
の
物
語
に
う
ま
く
合

っ
た
寓
意
の
歌
と
な
り
得
た
の
で

あ
る
。
そ
の
歌
の
中
心
に
畝
傍
山
が
あ
る
。
す
れ
ば
、
そ
の
神
意
と
畝
傍
山
と
を
結
び
つ
け
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
畝

傍
山
を
神
の
山
と
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
神
奈
備
山
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
池
田
源
太
博
士
は
、
こ
の
山
に
古
墳
が
多
い
こ
と
、
そ
の
近
く
に
曽
我
、
忌
部
、
久
米
、
と
い
う
、
古
代
氏
族
と
同
じ
名

の
地
名
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
大
伴
氏
が
こ
の
山
の
南
の
鳥
屋
町
や
見
瀬
町
に
居
住
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
な
ど
か
ら

「
畝
傍
山
は
蘇
我

ｏ
大
伴

ｏ
忌
部
の
三
氏
連
合
勢
力
の
中
心
的
な
山
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。　
こ
こ
で
は
、　
久

米
部
は
大
伴
氏
の
中
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
山
を
こ
れ
ら
の
古
代
氏
族
と
関
連
づ
け
て
い
ら
れ
る
の
は
、
き
わ

め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
氏
族
の
中
で
、
久
米
部
の
居
住
地
が
こ
の
山
に
も

っ
と
も
近
く
、
し
か
も
、
久
米
川
を
舞
台

に
し
た
神
婚
神
話
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
氏
族
を
さ
ら
に
絞

っ
て
、
久
米
部
と
も

っ
と
も
関
係
深
い
山
と
し
て
み
て
は

如
何
で
あ
ろ
う
か
。
畝
傍
山
は
神
の
山
な
の
だ
が
、
と
り
わ
け
、
久
米
部
に
と

っ
て
の
神
の
山
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
み
る
と
、
神
の
山
と
し
て
の
畝
傍
山
、
斎
み
川
と
し
て
の
久
米
川
、
久
米
部
の
祭
る
神
、
そ
の
神
の
嫁
と
し
て
の
巫
女
、
―
―
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
神
婚
神
話
の
道
具
は
す
べ
て
揃

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
話
が
か
つ
て
は
久
米
部
に
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
記
紀
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
で
、
崩
れ
な
が
ら
下
層
を
流
れ
、
説
話
文
学
と
し
て
姿
を
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残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
“
¨

こ
こ
で
は
ヽ
久
米
の
仙
人
の
物
語
か
ら
、
あ
り
し
日
の
久
米
部
の
伝
承
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
久
米
部
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
神
武
紀
に
よ
れ
ば
、
大
和
平
定
の
功
に
よ
っ
て
、
畝
傍
山
の
西
に
居
住
し
た
こ
と
に
な

っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
話
が
逆
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
氏
族
は
も
と
も
と
か
ら
こ
の
地
に
住
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
等
は
畝
傍
山
を
自
ら
の
神
の
山
と
仰
ぎ
、
久
米
川
を
舞
台
に
し
て
の
神
婚
の
儀
礼
を
持
ち
、
こ
の
地
で
豊
か
に
生
活
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
畝
傍
山
か
ら
西
、
葛
城
山
と
の
間
は
、
高
田

ｏ
御
所
を
中
心
と
し
て
や
や
広
く
開
け
て
い
て
、
古
代
の
氏
族
が
住
み
つ
く
の
に
は
、

恰
好
な
土
地
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
久
米
部
が
大
和
朝
廷
に
服
属
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
地
に
住
ま
わ
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
が
大
和
平
定
の
功
に
よ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
ま
た
別
の
立
場
か
ら
の
、
久
米
部
の
意
図

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
推
測
し
て
み
た
い
。
神
武
天
皇
は
大
和
平
定
の
後
橿
原
の
地
に
都
さ
れ
た
。
そ
れ
が
歴
史
的

事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
う
し
た
伝
承
の
背
景
に
は
、
或
は
こ
の
久
米
部
の
存
在
が
大
き
く
与

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
畝
傍
山
は
も
と
も
と
久
米
部
に
と

っ
て
聖
な
る
山
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
和
朝
廷
に
服
属
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
ん
ど
は
そ
れ
が
大
和
朝
廷
に
と

っ
て
聖
な
る
山
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恰
も
三
輪
山
山
麓
地
域
の
豪
族
た
ち
に
と

っ
て
聖
な

る
山
で
あ

っ
た
三
輪
山
が
、
こ
れ
ら
の
豪
族
が
大
和
朝
廷
に
服
属
す
る
に
つ
れ
て
、
大
和
朝
廷
に
と

っ
て
聖
な
る
山
と
な

っ
た
の
と
同
じ

現
象
で
あ
る
。
そ
の
畝
傍
山
の
麓
に
橿
原
が
あ
る
。
橿
原
と
は
、
橿
の
木
の
は
え
て
い
る
聖
な
る
原
の
意
で
あ
ろ
う
。
味
橿
の
丘
の
ご
と

き
で
あ
る
。
こ
の
橿
原
も
、
或
は
久
米
部
に
と

っ
て
の
聖
な
る
場
所
で
あ

っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
久
米
川
の
辺
に
あ
る
聖
な
る
原
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
畝
傍
山
と
と
も
に
、
大
和
朝
廷
に
と

っ
て
の
聖
な
る
場
所
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
神
武
天
皇

が
橿
原
に
都
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

一
つ
の
推
測
に
し
か
す
ぎ

な
い
。
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最
後
に
久
米
寺
の
縁
起
諄
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
加
え
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
昔
物
語
、
扶
桑
略
記
、
元
亨
釈

書
、
な
ど
で
は
、
久
米
の
仙
人
が
建
立
者
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
和
州
久
米
寺
流
記
で
は
聖
徳
太
子
の
弟
に
あ
た
る

来
目
皇
子
が
建
て
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

当
寺
者
。
来
目
王
子
之
建
立
。
推
古
天
皇
之
御
願
也
。　
一
詩
対
碓
加
は
鵜
侵
『
子
ｃ

此
王
子
霧
病
砧
而
両
目
共
盲
実
ｃ
麦
兄
聖
徳
太
子
勧
而
世

医
療
方
雖
尽
。
其
術
終
以
不
叶
。
干
今
者
須
殉
出
世
之
妙
薬
。
東
方
有
世
尊
号
医
王
善
逝
。
彼
仏
発
心
発
願
衆
病
悉
除
之
利
益
也
。
深

仰
彼
悲
願
宜
呈
其
金
容
云
々
。
働
王
子
尽
財
抽
誠
而
和
州
高
市
郡
択
茨
山
甲
勝
之
地
。
奉
治
鋳
丈
六
金
銅
医
王
之
金
容
併
脇
侍
日
光
月

光
二
大
菩
薩
之
霊
像
。
於
焉
王
子
引
手
於
侍
臣
対
面
於
仏
像

一
礼
僅
記
。
両
目
立
開
畢
。
卑
世
挙
人
称
而
始
号
来
目
王
子
。
因
建
五
間

四
面
之
梵
宇
。
即
安

一
仏
二
尊
之
聖
容
。
働
復
寺
同
称
来
目
寺
云
々
。

大
和
志
料
は
こ
れ
に
従
い
、

「
俗

二
久
米
仙
人
ノ
建
立
ト
ス
ル
ハ
非
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
皇
子
が
久
米
寺
を
建
て
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
書
紀
に
は
な
い
。
推
古
十
年
二
月
に
撃
新
羅
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
筑
紫
に
至
り
、
翌
年
二
月
に
こ
の
地
で
莞
じ
て
い

る
。
思
う
に
こ
れ
は
、
来
日
皇
子
の
名
が
た
ま
た
ま
寺
名
と
同
じ
で
あ
り
、
し
か
も
、
偉
大
な
仏
教
者
で
あ
る
聖
徳
太
子
の
弟
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
寺
の
荘
厳
を
飾
る
の
に
は
、
こ
の
皇
子
を
建
立
者
と
す
る
の
が
、
も

っ
と
も
都
合
が
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。　
一
方
か
ら

い
え
ば
、
女
の
白
い
は
ぎ
に
目
の
く
ら
む
よ
う
な
好
色
者
が
建
て
た
と
す
る
の
で
は
、
寺
と
し
て
は
困
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
否
定
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
来
目
皇
子
の

「
目
」
か
ら
眼
病
の
こ
と
を
展
開
さ
せ
、
寺
の
縁
起
諄
と
し
た
の
で
あ
る
。
眼
病
が
治
る

こ
と
を
寺
の
縁
起
諄
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
霊
異
記
下
十

一
、
十
二
、
な
ど
が
あ
る
。　
一
つ
の
型
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
久
米

の
仙
人
の
原
像
が
、
も
と
も
と
久
米
部
の
祭
る
神
で
あ
り
、
久
米
寺
が
こ
の
氏
族
の
氏
寺
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
仙
人
に
結
び
つ
け

る
方
が
よ
り
似
つ
か
わ
し
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
鳩
咄

注
（
１
）
和
州
久
米
寺
流
記
に
は
、

「干
時
聖
武
皇
帝
依
造
東
大
寺
之
御
願
。
被
召
国
中
人
夫
之
内
。
仙
被
召
其
列
而
参
洛
。
云
々
」
と
あ
っ
て
、
聖
武
天
皇
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が
東
大
寺
を
建
立
さ
れ
る
時
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）

神
田
秀
夫
氏
　
鴨
と
高
鳴
と
岡
田
の
鴨
―
山
城
風
土
記
供
文
考
―

（「国
語
と
国
文
学
」
第
四
十
三
巻
第
四
号
）
七
〇
頁

な
お
、主日
木
紀
元
氏
も
、葛
城
山
下
に
呪
術
宗
教
の
発
達
す
る
素
因
が
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（迦
毛
大
御
神
―
葛
木
の
鴨
の
神

「古
事
記
年
報
四
」
七

八
頁
）。

（
３
）

拙
稿
　
赤
猪
子
の
話
―
三
輪
伝
承
考
―

（
日
本
書
紀
研
究
」
第
六
冊
）
三
八
〇
頁
―
二
九
〇
頁
。

（
４
）

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
話
と
し
て
、
播
磨
風
土
記
託
賀
郡
の
条
に
、

「荒
田
と
号
く
る
所
以
は
、
此
処
に
在
ま
す
神
、
名
は
道
主
日
女
の
命
、
父
無
く

し
て
児
生
み
き
。
こ
の
為
に
盟
酒
を
醸
さ
む
と
し
て
、
田
七
町
を
作
り
し
に
、
七
日
七
夜
の
間
に
稲
成
熟
り
克
へ
き
。
す
な
は
ち
酒
を
醸
し
、
諸
神
を

集

へ
、
そ
の
子
を
し
て
酒
を
捧
げ
て
養
へ
せ
し
め
き
。
こ
こ
に
そ
の
子
、
天
の
目

一
の
命
に
向
き
て
奉
る
。
す
な
は
ち
そ
の
父
な
る
こ
と
を
知
り
き
。

後
そ
の
田
荒
れ
き
。
故
、
荒
田
の
村
と
号
く
。」
Ｌ
）い
う
の
が
あ
る
。
僅
か
七
日
七
夜
で
稲
が
成
熟
し
た
と
い
う
奇
跡
に
は
、
当
然
神
力
の
働
き
を
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
日
七
夜
の
間
祭
り
を
し
て
、
神
を
降
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
５
）

池
田
源
太
博
士
　
大
和
三
山
　
一
六
六
頁
。

（
６
）

下
出
積
与
氏
は
、
吉
野
川
の
渓
流
、
と
り
わ
け
宮
滝
付
近
は
、

「
現
在
で
も
神
仙
を
語
る
の
に
ま
こ
と
に
適
し
い
風
水
と
環
境
を
も
つ
と
こ
ろ
な
の

で
あ
る
。」
（「神
仙
思
想
」
日
本
歴
史
叢
書
２２
ｏ
一
九
七
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
舞
台
と
し
て
、
万
葉
集

（
三
八
六
、
三
八
七
）
や
懐
風
藻
（四

五
、
七
二
、
九
九
）
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
、
柘
枝
の
仙
女
諄
が
展
開
し
て
い
る
。

（
７
）

乗
岡
憲
正
氏
　
叙
景
歌
の
成
立

（
「古
代
文
化
」
第
二
十
四
巻
第
七
号
）

一
八
三
頁
。

（
８
）

池
田
源
太
博
士
　
大
和
三
山
　
一
〇
九
頁
。

（
９
）

神
武
記
を
み
る
と
、
大
久
米
命
は
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
を
后
と
し
て
推
薦
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「此
間
に
媛
女
あ
り
。
こ
を
神
の
御
子
と
謂
ふ
。
そ
の

神
の
御
子
と
謂
ふ
所
以
は
、
三
島
溝
咋
の
女
、
名
は
勢
夜
陀
多
良
比
売
、
そ
の
容
姿
麗
美
し
く
あ
り
き
。
故
、
美
和
の
大
物
主
神
、
見
感
で
て
、
そ
の

美
人
の
大
便
ま
れ
る
時
、
丹
塗
矢
に
化
り
て
、
そ
の
大
便
ま
れ
る
溝
よ
り
流
れ
下
り
て
、
そ
の
美
人
の
陰
を
突
き
き
。
こ
こ
に
そ
の
美
人
驚
き
て
、
立

ち
走
り
い
す
す
き
き
。
す
な
は
ち
そ
の
矢
を
将
ち
来
て
、
そ
の
床
の
辺
に
置
け
ば
、
忽
ち
に
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
て
、
す
な
は
ち
そ
の
美
人
を
妥
し
て

生
め
る
子
、
名
は
富
登
多
多
良
伊
須
須
岐
比
売
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
比
売
多
多
良
伊
須
気
余
理
比
売

狂
一
ｋ
知
は
れ
祉
転
あ
葬
径
罐
と
謂
ふ
。
故
、
こ
こ
を

も
ち
て
神
の
御
子
と
謂
ふ
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
輪
氏
の
神
婚
神
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
大
久
米
命
が
そ

れ
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
或
は
非
常
に
屈
折
し
た
形
で
、
久
米
部
の
そ
れ
が
投
影
し
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら

な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
菅
野
雅
雄
博
士
は
、　
こ
こ
に
は
多
氏
の
伝
承
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

（「古
事
記
説
話
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の
研
究
」

一
六
〇
頁
）。

（
１０
）

直
木
孝
次
郎
博
士
　
奈
良
―
古
代
史
へ
の
旅
―
　
山石
波
新
書
　
一二
一
頁
―
三
八
頁
。

（
１１
）

石
田
茂
作
博
士
は
、
来
目
皇
子
を
建
立
者
と
す
る
話
を
、
久
米
寺
で
は
な
く
、
奥
山
久
米
寺
の
縁
起
諄
と
さ
れ
て
い
る

（「飛
鳥
随
想
」
八
三
頁
）
。


