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先
月
号
で
、「
古
代
の
役
人
や
僧
が
、
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
を

呑
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。」
と
記
し
ま
し
た
。
し
も
つ

け
風
土
記
の
丘
資
料
館
に
は
、
二
八
年
前
の
開
館
当
時
に
復

元
さ
れ
た
古
代
の
食
事
に
関
す
る
レ
プ
リ
カ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
庶
民
の
食
事
の
模
型
に
は
、「
糟か
す

湯ゆ

酒さ
け

」
が
あ
る

の
で
、
今
回
は
お
酒
の
話
。

　

こ
の
模
型
は
、『
万ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
』
の
山や
ま
の
う
え
の
お
く
ら

上
憶
良
が
詠よ

ん
だ

「
貧ひ

ん
き
ゅ
う窮

問も
ん
ど
う
か

答
歌
」
に
あ
る
「
糟
湯
酒
」
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て

い
ま
す
。「
問
答
歌
」
に
は
、
雪
交
じ
り
の
雨
の
寒
い
日
に
、

固
ま
っ
た
塩
を
舐な

め
な
が
ら
「
糟
湯
酒
」
を
す
す
っ
て
い
る

侘わ
び
し
い
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、こ
の
時
代
の
酒
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

奈
良
の
平
城
京
で
は
「
造み

き
の
つ
か
さ

酒
司
」
と
呼
ば
れ
る
酒
や
酢す

を

造
る
役
所
跡
が
、
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
直

径
一・
四
㍍
の
杉
の
巨
木
を
刳く

り
抜ぬ

き
井い
づ
つ筒
と
し
、
六
角
形

の
屋
根
の
あ
る
大
き
な
井
戸
や
麹
こ
う
じ

室む
ろ

と
考
え
ら
れ
る
小
さ
な

竪た
て
あ
な穴

建た
て
も
の物

跡あ
と

、
大お

お

き
な
甕か

め

を
二
十
個
以
上
並な

ら

べ
た
醸じ

ょ
う
ぞ
う
よ
う

造
用

の
建た

て
も
の物

跡あ
と

と
推
測
さ
れ
る
遺い

こ
う構

も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
付
近
か
ら
は
、「
造
酒
司
」
の
役
所
名
や
「
酒
米
」

「
赤
あ
か
し
ゅ
ん
ま
い

舂
米
」
な
ど
の
原
料
、「
酒
」「
酢
」
な
ど
の
製
品
名
を

記
し
た
木
簡
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

奈
良
時
代
の
酒
に
は
、
清
酒
・
浄
じ
ょ
う
し
ゅ酒（
原
酒
の
上
澄
み
を

布
で
濾こ

し
た
も
の
）・
濁
に
ご
り
ざ
け酒・

糟そ
う
こ
う交

酒し
ゅ

・
粉こ

酒し
ゅ

・
白し
ろ
ざ
け酒

（
ど

ぶ
ろ
く
の
類
）、
醴

あ
ま
ざ
け（

甘
酒
）
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
清
酒
・
新
酒
は
上
質
の
酒
で
、
古
酒
・
旧
酒
（
一

年
以
上
経
過
し
た
酒
）・粉
酒・白
酒・辛
酒
（
度
数
の
高
い
酒
）

は
や
や
質
の
悪
い
酒
、
糟
交
酒
は
さ
ら
に
そ
の
下
の
ラ
ン
ク

の
も
の
と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
庶
民
は
さ
ら
に
下
の
搾し
ぼ

り
か

す
で
あ
る
酒さ

け
か
す粕

を
湯
で
溶
い
て
飲
ん
で
い
ま
し
た
。

　

律
令
制
度
の
波
及
と
共
に
六
十
余
国
に
国こ

く
ふ府

が
置
か
れ
ま

し
た
。
国
府
に
勤
務
す
る
役
人
た
ち
の
給
料
は
、
米
・
布
・

綿
・
鉄
・
酒
な
ど
で
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
酒
に
関
し
て
は
、

一
月
一
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
な
ど
の
決

ま
っ
た
日
に
餅も

ち

、
菓
子
な
ど
と
と
も
に
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
、
配
ら
れ
る
酒
は
役
職
に
よ
り
差
が
あ
っ
た
よ
う

で
、上
級
者
は
清
酒
、下
級
者
は
濁
り
酒
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
国
司
は
「
部ぶ
な
い内
巡じ
ゅ
ん
こ
う行
」
と
呼
ば
れ
る
「
視
察
」
で
各

郡
の
役
所
な
ど
を
巡
り
、夜
は
宴
会
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、

国
司
は
一

い
っ
し
ょ
う升、

上
級
職
は
八は

ち
ご
う合

、
そ
の
他
の
随ず

い
こ
う
い
ん

行
員
は
三
〜

四
合
と
配
給
量
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
視
察
の
際
、

役
人
が
使
用
す
る
食
器
は
、
国
府
か
ら
視
察
先
へ
運
ば
れ
た

よ
う
で
、
多た

こ
う功
南み
な
み
は
ら原
遺
跡
（
上
三
川
町
）
で
は
、
器
の
底

に
「
国
く
に
く
り
や厨

二
」（
国
府
の
厨ち
ゅ
う
ぼ
う房

用
備
品
二
？
）
と
墨
書
さ
れ

た
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
食
器
は
大
量
生
産
品
の

須す

え

き
恵
器
の
た
め
、
一
般
職
員
用
で
し
ょ
う
か
。
国
司
な
ど
の

上
位
者
は
、
愛
知
県
周
辺
で
生
産
さ
れ
た
緑り

ょ
く
ゆ釉

・
灰か
い
ゆ釉

陶と
う
き器

を
使
用
し
て
お
り
、
下
野
国
府
で
は
灰
釉
陶
器
の
皿
の
底
に

「
介す

け

」（
次
官
級
）
の
墨
書
が
あ
る
も
の
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

多
功
南
原
遺
跡
は
、
下
野
薬
師
寺
や
河か
わ
ち
ぐ
ん
が

内
郡
衙
で
あ
る

多た
こ
う功
遺い
せ
き跡
（
石
橋
駅
東
側
）
な
ど
公
的
機
関
と
密
接
な
関
係

の
あ
っ
た
人
物
が
い
た
集
落
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
こ
か
ら
は
、
春
に
田
の
神
を
祀ま

つ

っ
た
祭さ
い
じ事

な
ど
で
百
人
近

く
の
人
々
が
飲
食
し
、
そ
の
ま
ま
捨
て
た
土
器
お
よ
そ
百
個

が
、
1
つ
の
穴
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
二
点
に

「
酒
坏
」
と
墨
で
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
庶
民
は
祭

り
や
儀
式
以
外
で
は
飲
酒
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
飲
酒
は
許

可
制
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
国

の
内
外
を
問
わ
ず
、
禁

酒
の
法
令
は
な
か
な

か
守
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。

長岡京で発見された醸造用建物の復元想像図

『
一
杯
は
人
酒
を
飲
み
、
二
杯
は
酒
酒
を
飲
み
、
三
杯
は
酒
人
を
飲
む
』
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