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本
稿
は
﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
﹂
と
題
し
た
論
考
の
続
編
で
あ
る
。
前
編
で
は
言
霊
信
仰
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
﹁
詔
り
別
き
﹂

と
﹁
詔
り
直
し
﹂、
お
よ
び
、
ウ
ケ
ヒ
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
後
編
で
は
、
言
霊
信
仰
に
関
わ
る
そ
れ
以
外
の
テ
ー
マ
と
し
て
、

他
者
に
幸
や
禍
を
も
た
ら
す
発
言
、
お
よ
び
、﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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一　

他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
す
発
言

　

古
事
記
神
話
に
は
他
者
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
発
言
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
単
に
そ
の
よ
う
に
発

言
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
に
基
づ
い
て
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
祈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
働
き
か
け
は
他
者
に
対
し
て
、
幸
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
禍
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
幸
で
あ
る
か
、
禍
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
霊
の
力
に
基
づ
い
て
、
発
言

の
通
り
に
実
際
も
そ
う
な
る
よ
う
に
祈
る
点
で
両
者
は
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
が
他
者
に
対
し
て
プ
ラ
ス
に
働
く
の

か
、
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
の
か
と
い
う
方
向
性
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
神
を
丁
重
に
祭
れ
ば
、
幸
を
も
た
ら
す
か

も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
粗
末
に
扱
え
ば
、
祟
り
を
な
し
て
、
禍
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
日
本
に
お
け
る
神
と
人
の
関
係
と

同
様
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
他
者
に
幸
や
禍
を
も
た
ら
そ
う
と
働
き
か
け
る
発
言
に
つ
い
て
、
古
事
記
神
話
の
話
の
展
開
に
し
た
が
っ

て
、
順
次
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
あ
）
イ
ザ
ナ
ミ
が
人
草
を
死
ぬ
べ
き
存
在
と
し
た
発
言

　

イ
ザ
ナ
ミ
は
火
の
神
で
あ
る
カ
グ
ツ
チ
を
生
む
際
に
傷
つ
き
、
そ
れ
が
も
と
で
神
避
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
﹁
神
避
る︶

1
︵

﹂
と
い
う
表
現

は
結
局
の
と
こ
ろ
、
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
死
と
単
純
に
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
で
あ
ろ
う
。﹁
神
や
ら
ふ
﹂﹁
神
集
う
﹂﹁
神
議
る
﹂
な
ど
と
同
様
に
、
こ
の
﹁
神
﹂
は
行
為
の
主
体
が
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
接
頭
語
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で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
神
が
元
々
い
た
場
所
か
ら
別
の
場
所
に
去
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
原
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
死
ん
で
動
か
な

く
な
っ
た
亡
骸
を
別
の
場
所
に
移
す
こ
と
、
あ
る
い
は
、
死
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
今
ま
で
い
た
場
所
か
ら
別
の
場
所
に
移
動
す
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
の
記
述
に
も
出
て
く
る
﹁
は
ぶ
る
︵
葬
る
︶﹂︵
こ
の
語
は
や
が
て
﹁
は
ぶ
る
﹂
↓
﹁
ほ

う
ぶ
る
﹂
↓
﹁
ほ
う
む
る
﹂
と
転
じ
て
ゆ
く
︶
は
、
元
来
、
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
の
結
果
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
出
雲
の
国
と
伯
伎
の
国
の
境
に
あ
る
比
婆
の
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︱
︱
イ
ザ
ナ
ミ
の

側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
自
身
が
赴
く
こ
と
に
な
る
︱
︱
が
、
そ
の
場
所
が
古
事
記
神
話
で
は
﹁
黄
泉
つ
国
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で

あ
る︶

2
︵

。

　

イ
ザ
ナ
キ
は
亡
く
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
思
い
、
そ
の
黄
泉
つ
国
を
訪
ね
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
に
元
の
世
界
に
戻
る
よ

う
に
頼
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
つ
戸
喫
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
黄
泉
つ
神

に
相
談
し
て
み
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
私
の
姿
を
見
な
い
で
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
立
ち
去
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
い

つ
ま
で
待
っ
て
も
イ
ザ
ナ
ミ
が
戻
っ
て
こ
な
い
た
め
、し
び
れ
を
切
ら
し
た
イ
ザ
ナ
キ
は
、火
を
灯
し
て
辺
り
を
見
た
と
こ
ろ
、立
ち
去
っ

た
は
ず
の
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
体
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
イ
カ
ヅ
チ
が
化
生
し
た
状
態
で
︱
︱
こ
の
場
合
の
イ
カ
ヅ
チ
は
死
体
が
腐
敗
し
て
い
る

様
子
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︱
︱
横
た
わ
っ
て
い
た
。
あ
ま
り
の
お
ぞ
ま
し
さ
に
、イ
ザ
ナ
キ
は
そ
の
場
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
が
、

ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
や
先
ほ
ど
の
イ
カ
ヅ
チ
た
ち
と
武
装
し
た
者
た
ち
が
そ
の
あ
と
を
次
々
と
追
い
か
け
て
来
た
。
そ
れ
ら
の
追
撃
を
よ
う
や

く
か
わ
し
て
、元
の
世
界
に
つ
な
が
る
黄
泉
つ
比
良
坂
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
、そ
こ
に
イ
ザ
ナ
ミ
が
現
れ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
は
﹁
事
戸
﹂、
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す
な
わ
ち
、
別
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
が︶

3
︵

、
そ
れ
に
怒
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

愛う
つ
くし
き
我
が
な
せ
の
命
、
如か

く此
せ
ば
、
汝な

の
国
の
人
草
、
一
日
に
千
頭
を
絞
り
殺
さ
む︶

4
︵

。

　

発
言
の
中
に
あ
る
﹁
汝
の
国
﹂
と
は
イ
ザ
ナ
キ
の
住
ん
で
い
る
国
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
葦
原
の
中
つ
国
を
指
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
地
上
の
世
界
と
そ
の
ま
ま
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
イ
ザ
ナ
ミ
が
住
ん
で
い

る
黄
泉
つ
国
も
地
上
の
世
界
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
出
雲
の
国
と
伯
伎
の
国
の
境
に
あ
る
比
婆

の
山
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
が
黄
泉
つ
国
︵
厳
密
に
は
黄
泉
つ
国
の
入
口
︶
な
の
で
あ
る
。﹁
よ
も
︵
黄
泉
︶﹂
と
い
う
言
葉
の
意

味
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
し
な
い
点
が
あ
る
が
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、﹁
よ
も
﹂
と
は
中

心
か
ら
外
れ
た
周
辺
を
表
す
﹁
よ
も
︵
四
方
︶﹂
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
葦
原
の
中
つ
国
の
﹁
中
﹂
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘

は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る︶

5
︵

。
イ
ザ
ナ
ミ
も
こ
の
葦
原
の
中
つ
国
に
元
々
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
神
避
っ
て
、
黄
泉
つ
国
に
移
動
し

た
た
め
、
葦
原
の
中
つ
国
を
イ
ザ
ナ
キ
の
住
ん
で
い
る
国
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
﹁
汝
の
国
﹂
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

人
草
に
つ
い
て
は
、
こ
の
発
言
に
先
立
ち
、
イ
ザ
ナ
キ
が
桃
の
実
に
語
り
か
け
る
発
言
の
中
で
﹁
青
人
草
﹂
と
い
う
表
現
が
登
場
し
て

い
る
。﹁
青
﹂
と
い
う
語
の
有
無
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
ら
に
違
い
を
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、﹁
青
﹂
を
若
々
し
さ

や
弱
々
し
さ
と
捉
え
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
桃
の
実
に
助
け
て
あ
げ
て
ほ
し
い
と
頼
む
と
き
に
は
、
成
長
の
途
上
に
あ
っ
て
、
様
々
な
困
難
に

苦
し
め
ら
れ
る
弱
々
し
い
存
在
と
い
う
意
味
で
﹁
青
﹂
を
付
け
て
﹁
青
人
草
﹂
と
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
殺
す
対
象
に
し
て
い
る
と
き
に
は
、

寿
命
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
老
い
た
存
在
と
い
う
意
味
で
︵
も
ち
ろ
ん
、
老
い
て
な
く
て
も
死
ぬ
場
合
は
あ
る
の
だ
が
︶﹁
青
﹂
を
取

4（　）
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り
除
い
た
﹁
人
草
﹂
と
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う︶

6
︵

。

　

こ
の
人
草
は
人
を
草
に
喩
え
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
﹁
人
草
﹂
で
は
な
く
﹁
草
人
﹂
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
草
と
は
﹁
人
と
い
う
草
﹂
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
人
が
草
で
あ
る
わ
け
が
な
い
と
い
う

常
識
的
な
観
点
か
ら
、
人
を
草
に
喩
え
て
い
る
と
い
う
解
釈
か
ら
は
容
易
に
免
れ
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
﹁
人
﹂

と
は
せ
ず
に
、﹁
人
草
﹂
と
あ
え
て
表
記
し
て
い
る
点
か
ら
、
文
字
通
り
、
人
も
ま
た
草
の
一
種
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
て

い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
は
こ
の
人
草
を
一
日
に
千
人
絞
め
殺
す
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
二

つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
人
草
が
元
々
死
な
な
い
存
在
︱
︱
厳
密
に
言
え
ば
、
生
と
死
が
未
分
化
で
、
両
者
の

区
別
が
な
い
状
態
の
存
在
︱
︱
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
発
言
で
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
人
草

は
元
々
死
ぬ
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
毎
日
、
必
ず
千
人
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち

ら
が
妥
当
で
あ
る
か
を
考
え
る
た
め
に
は
、
神
話
に
お
け
る
死
の
起
源
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

神
話
の
世
界
に
も
時
間
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
間
は
神
話
に
お
け
る
時
間
な
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
時
間
と
は
連
続
し
て
い

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
古
事
記
神
話
の
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
天
降
り
し
た
の
は
今
か
ら
何
年
前
の
出
来
事
で
あ
る
と
い

う
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う︶

7
︵

。
し
か
し
、
た
と
え
私
た
ち
の
時
間
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
神
話
に

お
い
て
も
、
国
土
が
誕
生
し
た
り
、
神
々
が
登
場
し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
話
の
展
開
が
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
や
は
り
時
間
が
存
在
し

5（　）
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て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
間
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
あ
る
出
来
事
を
契
機
に
し
て
死
が
成
り
立
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前

に
は
、
死
が
ま
だ
成
り
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
当
然
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
死
が
元
々
成
り
立
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
出
来

事
を
契
機
に
し
て
そ
れ
が
成
り
立
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
は
自
ら
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
死
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
た
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ

が
死
ぬ
以
前
は
、
生
と
死
が
未
分
化
の
状
態
で
、
両
者
を
区
別
す
る
よ
う
な
認
識
が
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
住
ん
で
い
る
黄
泉
つ
国
に
会
い
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

世
界
の
諸
神
話
に
お
い
て
も
、
死
の
起
源
に
つ
い
て
語
る
話
が
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
の
場
合
と
同
様
に
、
た
と
え

ば
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
よ
う
に
、
人
間
に
牛
の
骨
で
は
な
く
、
内
臓
が
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
や
、
バ
ナ
ナ
型
神
話
の
よ
う
に
、
人
間
が

石
で
は
な
く
、
バ
ナ
ナ
を
選
択
し
た
こ
と
な
ど
が
契
機
と
な
っ
て
、
死
の
起
源
が
成
り
立
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
出
来
事
以
前
に
は

や
は
り
死
は
ま
だ
成
り
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
死
ぬ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
検
討
か
ら
、
人
草
を
一
日
に
千
人
絞
め
殺
す
と
い
う
発
言
は
、
前
述
の
二
つ
の
可
能
性
の
中
で
は
一
番
目
の
意
味
で
捉

え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
が
死
ぬ
こ
と
で
、
こ
の
世
界
に
死
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
死
を
も
た
ら
し
た
存
在
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
怨
霊
と
疫
病

の
関
係
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
都
か
ら
追
放
さ
れ
、
無
念
を
死
を
遂
げ
た
者
は
怨
霊
と
な
り
、
そ
の
無
念
を
晴
ら
す
た
め
に
、

6（　）
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疫
病
を
携
え
て
都
に
戻
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
怨
霊
は
疫
病
を
も
た
ら
す
疫
病
神
で
あ
り
な
が
ら
、
疫
病
を
支
配
し
、
そ
の

発
生
を
阻
止
で
き
る
防
疫
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︵
同
様
に
、
火
の
神
は
火
伏
せ
の
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
︶。

　

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
人
草
は
日
々
、
ど
こ
か
で
だ
れ
か
が
必
ず
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。﹁
千
﹂
と
い
う
数
は
厳
密
な
人
数
で
は
な
く
、
多
数
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
具
体
的
な
数
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
の
発
言
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
千
五
百
の
産
屋
を
立
て
よ
う
と
応
酬
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
要
す
る
に
、
イ
ザ
ナ
キ
は
人
草
を
、
死
ぬ
数
よ
り
も
多
く
生
ま
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
殺
す
数
よ
り
も

多
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
具
体
的
な
数
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
人
草
に
死
を
も
た
ら
し
た
発
言
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
言
霊
信
仰
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
、
他
者
に

幸
や
禍
を
も
た
ら
す
発
言
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、
一
見
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
人
草
に
禍
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
イ

ザ
ナ
ミ
の
こ
の
発
言
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
﹁
事
戸
﹂
宣
言
に
対
す
る
報
復
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
イ
ザ
ナ
キ
が
育

む
べ
き
葦
原
の
中
つ
国
に
住
む
人
草
に
対
し
て
攻
撃
の
矛
先
が
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る︶

8
︵

。
し
た
が
っ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
禍
を
も
た
ら
そ

う
と
し
て
い
る
他
者
と
は
人
草
で
は
な
く
、
実
は
イ
ザ
ナ
キ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
い
）
稲
羽
の
シ
ロ
ウ
サ
ギ
の
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
対
す
る
発
言

　

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
、﹁
八
十
の
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
大
勢
の
兄
た
ち
に
扱
き
使
わ
れ
、
荷
物
運
び
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
傷
の
痛
み
に
苦
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し
ん
で
泣
い
て
い
る
ウ
サ
ギ
に
出
く
わ
し
た
。
そ
の
ウ
サ
ギ
は
、
和
邇︶

9
︵

を
騙
し
て
海
を
渡
ろ
う
と
し
た
が
、
騙
し
た
こ
と
を
最
後
に
つ
い

口
走
っ
た
た
め
、
和
邇
に
報
復
さ
れ
て
怪
我
を
し
、
さ
ら
に
、
そ
こ
を
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
八
十
の
神
か
ら
誤
っ
た
治
療
法
を
教
え

ら
れ
、
そ
の
通
り
に
し
た
結
果
、
患
部
が
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ウ
サ
ギ
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
か
ら
適
切
な
治
療
法
を

教
え
ら
れ
、
そ
れ
を
実
行
し
た
結
果
、
傷
は
瞬
く
間
に
癒
え
た
。
ウ
サ
ギ
は
そ
の
こ
と
に
感
謝
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

此
の
八
十
の
神
は
、
必
ず
八
上
比
売
を
得
じ
。
帒ふ

く
ろを
負
へ
ど
も
、
汝
が
命
獲
む
。

　

こ
の
発
言
を
現
代
語
訳
す
る
な
ら
ば
、﹁
こ
の
八
十
の
神
は
け
っ
し
て
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
を
得
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
荷
物
を
運
ぶ
よ
う

な
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
て
い
て
も
、
あ
な
た
こ
そ
が
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
を
得
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
八
十
の
神
は
ヤ
ガ

ミ
ヒ
メ
に
求
婚
す
る
た
め
、
訪
ね
て
ゆ
く
途
中
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
誤
っ
た
治
療
法
を
教
え
た
た
め
、
ウ
サ
ギ
は
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
結

婚
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
断
言
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
適
切
な
治
療
法
を
教
え
て
く
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
こ
そ
が
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ

と
結
婚
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ウ
サ
ギ
の
発
言
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
二
つ
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
紹
介
し
、
そ

の
解
釈
に
と
も
な
う
問
題
に
言
及
し
た
上
で
、
言
霊
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
二
つ
の
解
釈
と
は
異
な
る
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を

提
示
し
た
い
と
思
う
。

　

第
一
の
解
釈
は
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
そ
の
ま
ま
沿
う
形
で
出
て
く
る
も
の
で
、
ウ
サ
ギ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
を
予
言
し
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

8（　）
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オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
傷
つ
い
た
ウ
サ
ギ
を
助
け
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
と
は
基
本
的
に
何
の
関
係
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
ウ
サ
ギ
を
助
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
と
い
う
未
来
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
ウ
サ
ギ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
単
な
る
予
言
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
感
謝
す
る
ウ
サ
ギ
が
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
お
世
辞
を
言
っ
た
と
理

解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ウ
サ
ギ
が
そ
も
そ
も
予
言
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
予
言
を
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
予
知
能
力
と
い
う
特
別
な
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
が
、
ウ
サ
ギ
は
和
邇
に
よ
っ
て
怪
我
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
自
分

の
未
来
に
つ
い
て
は
予
知
で
き
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
あ
と
、
八
十
の
神
か
ら
誤
っ
た
治
療
法
を
教
え
ら
れ
て
、
よ
り
一
層
、
苦
し
め

ら
れ
る
と
い
う
自
分
の
未
来
に
つ
い
て
も
予
知
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
元
を
た
ど
れ
ば
、
何
ら
か
の
理
由
で
﹁
淤
岐
の
嶋︶

10
︵

﹂
に

流
れ
着
い
て
、
そ
こ
か
ら
帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
自
分
の
未
来
に
つ
い
て
も
予
知
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ウ
サ

ギ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
に
つ
い
て
だ
け
的
確
に
予
知
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
念
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
ウ
サ
ギ
は
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
の
ち
に
﹁
兔
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
特
別
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
占
い

師
と
同
様
に
、
自
分
の
未
来
に
つ
い
て
は
予
知
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
予
知
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
捉
え
方
を
排
除
し
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
、
ウ
サ
ギ
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
い
う
三

者
を
明
確
な
一
つ
の
線
で
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る︶

11
︵

。
こ
の
解
釈
の
中
心
を
な
す
の
は
、
ウ
サ
ギ

を
使
い
と
し
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
を
巫
女
と
す
る
よ
う
な
神
の
存
在
で
あ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
神
の
使
い
で
あ
る
ウ
サ
ギ
を
助
け
た
こ
と
で
、

そ
の
神
が
感
謝
し
て
、
仕
え
て
い
る
巫
女
を
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
与
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
神
の
意
志
が
ウ
サ
ギ
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
サ
ギ
の
発
言
は
予
言
で
は
な
く
、
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と

す
る
神
託︶

12
︵

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
の
解
釈
に
比
べ
る
と
、
第
二
の
解
釈
は
、
ウ
サ
ギ
を
助
け
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
、
な
ぜ
そ
の
ウ
サ
ギ
に
よ
っ
て
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
結

婚
す
る
で
あ
ろ
う
と
語
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
を
示
し
て
い
る
点
で
評
価
さ
れ
る
と
思
う
が
、
そ
の
神
の
存
在
が
古
事
記
神

話
で
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
大
き
な
難
点
で
あ
ろ
う
。
何
で
あ
れ
、
物
語
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
、
一
つ
の

意
味
的
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
物
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

物
語
の
作
ら
れ
た
背
景
の
よ
う
な
も
の
︱
︱
あ
く
ま
で
も
背
景
の
よ
う
に
見
え
る
、
あ
る
い
は
、
解
釈
す
る
者
が
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
背
景
そ
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
︱
︱
に
ま
で
遡
っ
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
物
語
の
解
釈
に
直
接
及
ぼ
そ
う
と

す
る
こ
と
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う︶

13
︵

。

　

ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
は
そ
の
名
の
通
り
、
元
々
﹁
八
上
﹂
と
い
う
地
域
の
神
に
仕
え
る
巫
女
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
に
登
場
す
る

ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
は
そ
の
よ
う
な
地
域
性
が
捨
象
さ
れ
た
一
人
の
女
神
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
、
ウ
サ
ギ
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ

10（　）
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の
結
節
点
を
、
古
事
記
神
話
に
は
実
際
に
登
場
し
な
い
神
に
求
め
る
の
で
は
な
く
︱
︱
な
ぜ
な
ら
、
古
事
記
神
話
に
登
場
し
て
い
な
い
以

上
、
古
事
記
神
話
の
編
纂
者
は
そ
の
よ
う
な
神
の
存
在
を
介
在
さ
せ
た
解
釈
を
求
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︱
︱
、
物
語
そ
の
も
の
の

中
で
考
え
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
解
釈
に
も
問
題
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
が
た

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
ウ
サ
ギ
が
自
分
を
助
け
て
く
れ
た
オ

ホ
ナ
ム
ヂ
に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
何
ら
か
の
お
礼
を
し
て
、
そ
れ
に
報
い
た
い

と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ウ
サ
ギ
が
な
し
う
る
こ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
心
を
込
め
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
を
祝
福
す
る

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
兄
た
ち
に
扱
き
使
わ
れ
、
荷
物
運
び
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
対
し
て
、﹁
あ
な
た
こ
そ
ヤ

ガ
ミ
ヒ
メ
を
得
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
ウ
サ
ギ
は
語
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
未
来
の
予
言
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
お
世
辞

で
も
な
く
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
幸
を
願
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
思
い
が
実
現
す

る
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
言
葉
に
表
す
こ
と
は
、﹁
言
挙
げ
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
該
当
す
る
︵﹁
言
挙
げ
﹂
に
つ
い
て
次
章
で
改
め
て

取
り
上
げ
た
い
︶。
そ
の
言
葉
に
は
言
霊
の
力
が
宿
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
、
ウ
サ
ギ
の
願
い
が
け
っ
し
て
虚
偽
や
慢
心
か
ら
で
は
な
く
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
感
謝
す
る
真
心
か
ら
表
れ
出
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、そ
の
言
霊
の
力
が
正
し
く
働
き
、そ
の
結
果
、ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
の
﹁
吾

は
汝
等
︵
八
十
の
神
の
こ
と
︶
の
言
は
聞
か
じ
。
大
穴
牟
遅
神
に
嫁
は
む
﹂
と
い
う
発
言
を
引
き
出
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、第
一
、第
二
の
解
釈
と
も
異
な
る
新
し
い
解
釈
と
は
、ウ
サ
ギ
が
恩
人
で
あ
る
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
幸
を
も
た
ら
そ
う
と
願
っ

て
発
言
し
、
そ
の
発
言
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
が
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
と
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
と
っ
て
幸
で
あ
っ
た
が
、
次
節
で
も

触
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
新
た
な
苦
難
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
う
）
ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
た
発
言

　

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
と
の
結
婚
の
こ
と
で
大
勢
の
兄
た
ち
か
ら
恨
ま
れ
、
命
を
狙
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
兄
た
ち
の
策
略

に
は
ま
り
、
二
度
に
わ
た
っ
て
殺
さ
れ
た
。
そ
の
都
度
、
母
親
が
泣
き
悲
し
み
、
高
天
原
に
い
る
カ
ム
ム
ス
ヒ
に
お
願
い
し
て
生
き
返
ら

せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
住
ん
で
い
る
根
の
堅
州
国
に

赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る︶

14
︵

。

　

し
か
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
匿
う
ど
こ
ろ
か
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
様
々
な
試
練
を
与
え
た
。
そ
れ
は
自
ら
の
後
継
者
に
ふ
さ
わ

し
い
者
な
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
と
い
う
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
最
初
の
試
練
は
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
ハ
チ
と
ム
カ
デ
が
い
る
部
屋
や
蛇
が
い
る
部
屋
に
一
晩
閉
じ
こ
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ

の
娘
で
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
一
目
見
た
瞬
間
に
打
ち
解
け
て
妻
と
な
っ
た
ス
セ
リ
ビ
メ
の
支
援
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
か
乗
り
切
る
こ
と
が
で

12（　）
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き
た
。
し
か
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
さ
ら
に
試
練
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
矢
を
草
原
に
射
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
帰
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
一

見
、
容
易
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
草
原
に
入
る
や
い
な
や
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
草
原
に
火
を
か
け
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ

の
退
路
を
塞
い
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
と
き
に
現
れ
た
の
が
ネ
ズ
ミ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ズ
ミ
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
発
言
し
た
と
さ
れ
る
。

　
　

内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
。

　
﹁
ほ
ら
ほ
ら
﹂﹁
す
ぶ
す
ぶ
﹂
は
い
ず
れ
も
副
詞
で
、
前
者
が
広
々
と
し
て
い
る
様
子
、
後
者
が
窄
ん
で
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
代
語
訳
す
る
な
ら
ば
、﹁
内
側
は
広
々
と
し
て
、
外
側
は
窄
ん
で
い
る︶

15
︵

﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ネ
ズ
ミ

の
発
言
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
解
釈
の
問
題
に
進
む
前
に
、
ま
ず
こ
の
発
言
に
つ
い
て
一
点
、
検
討
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
先
に
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
れ
は
こ
の
発
言
に
見
ら
れ
る
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に

発
言
し
た
の
で
あ
る
が
、
普
通
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
発
言
の
意
図
は
、
逃
げ
場
を
失
っ
て
い
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
対
し
て
、
す
ぐ
そ

ば
に
、
外
か
ら
見
る
と
狭
い
入
口
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
は
空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
穴
が
あ
る
、
と
い
う

よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序
で
は
な
く
、﹁
外
は
す
ぶ
す
ぶ
、

内
は
ほ
ら
ほ
ら
﹂
と
、
外
か
ら
内
へ
と
い
う
順
序
で
発
言
す
る
方
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
日
本
語
の
通
例
で
は
、
内
と
外
を
並
べ
て
述
べ
る
場
合
、﹁
内
外
﹂
と
い
う
言
い
方
は
す
る
が
、﹁
外
内
﹂
と
は
言
わ
な
い
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の
で︶

16
︵

、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
日
本
語
の
通
例
に
な
ら
っ
て
、
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序
を
と
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も

不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
若
干
の
不
自
然
さ
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
不
自
然
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
発
言
通
り
の
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序
に
沿
っ
て
、
今
述
べ
た
も
の
と
は
多
少
異
な

る
意
図
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
内
側
は
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
空
洞
で
あ

る
が
、
外
側
は
火
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
窄
ん
で
い
る
、
と
い
う
意
図
を
想
定
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、

﹁
窄
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
、
逃
げ
る
た
め
の
入
口
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、

火
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る︶

17
︵

。
そ
の
よ
う
な
意
図
を
想
定
す
れ
ば
、
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序
は
自
然
な
も
の

と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
試
案
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

つ
ぎ
に
、
こ
の
発
言
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
三
つ
の
解
釈
に
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　

第
一
の
解
釈
は
、
ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
話
を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
そ
れ
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
、
ネ
ズ
ミ
の
鳴
き

声
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
は
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
と
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が

や
が
て
地
上
の
支
配
者
に
な
る
存
在
で
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
、
ネ
ズ
ミ
の
単
な
る
鳴
き
声
さ
え
も
、
自
ら
の
危
機
を
脱
出
す
る
手
だ
て

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
偉
大
さ
を
讃
え
る
役
割
を
果
た
す
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、こ
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
﹁
鼠
来
て
云
は
く

0

0

0

﹂
や
﹁
如
此
く
言
ふ

0

0

0

0

0

が
故
に
、

其
処
を
踏
め
ば
﹂
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
た
め
、
ネ
ズ
ミ
は
や
は
り
そ
の
よ
う
な
発
言
を
実
際
に
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
ネ
ズ
ミ
が
話
を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
が
前
提
と
し
て
い
る
常
識
を
神
話
に
ま
で
適
用

し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
神
話
の
世
界
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
稲
羽
の
シ
ロ
ウ
サ
ギ
、
天
つ
神
の
伝
言
を
伝
え
る
た
め

に
地
上
に
降
り
て
き
た
﹁
鳴
女
﹂
と
い
う
名
の
キ
ジ
、
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
に
対
し
て
天
つ
神
の
御
子
に
仕
え
る
と
返
答
し
た
魚
た
ち
、
ホ
ヲ

リ
が
な
く
し
た
釣
り
針
を
飲
み
込
み
、
喉
の
不
調
を
訴
え
て
い
た
タ
イ
な
ど
の
よ
う
に
、
生
き
物
が
普
通
に
話
を
し
、
神
と
交
流
す
る
記

述
は
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
し
、
案
山
子
の
よ
う
な
無
生
物
で
す
ら
、
普
通
に
言
葉
を
話
し
て
い
る
。
神
話
に
登
場
す
る
存
在
者
︵
生
物
の

み
な
ら
ず
非
生
物
も
含
む
︶
は
、
い
わ
ば
日
常
と
非
日
常
の
両
方
に
跨
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
日
常
の
側
か
ら

だ
け
で
捉
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
第
一
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
の
解
釈
は
、
ネ
ズ
ミ
が
文
字
通
り
、
そ
の
よ
う
な
助
言
し
た
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
た
め
に
、
隠
れ
る

の
に
適
し
た
大
き
な
空
洞
と
窄
ん
で
い
る
入
口
が
あ
る
こ
と
を
教
え
よ
う
と
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
の
記
述
を
見
る

か
ぎ
り
、
こ
の
解
釈
が
標
準
的
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
空
洞
と
入
口
が
そ
も
そ
も
な
ぜ
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
問
題
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
登
場
す
る
ネ
ズ
ミ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
ネ
ズ
ミ
で
あ
っ
た
の
か
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
︵
も
っ
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と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
話
に
登
場
す
る
生
物
を
日
常
で
実
際
に
存
在
す
る
生
物
と
必
ず
し
も
同
一
視
さ
せ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
︶、
モ
グ
ラ
の
よ
う
に
穴
を
掘
る
習
性
を
も
つ
ネ
ズ
ミ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
複
雑
に
穴
を
張
り
巡
ら
せ
て
、
地
面
の
中
を
熟
知

し
て
い
た
ネ
ズ
ミ
が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
た
め
に
、
隠
れ
る
の
に
適
し
た
大
き
な
空
洞
と
そ
の
入
口
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
た

と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
空
洞
は
ネ
ズ
ミ
が
過
ご
す
ね
ぐ
ら
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、

元
々
自
然
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
火
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
場
所
に
、
ネ
ズ
ミ
が
現
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
そ
の
よ
う
な
空
洞
と
そ

の
入
口
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
若
干
の
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ネ
ズ
ミ
が
外
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
ど
こ
で
で
も

逃
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
避
難
の
た
め
の
入
口
を
張
り
巡
ら
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
納
得
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
大
き
な
空
洞
が
、
オ
オ
ナ
ム
ヂ
が
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
場
所
に
ち
ょ
う
ど
存
在

し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
出
来
す
ぎ
た
話
の
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
述
の

よ
う
に
、
古
事
記
神
話
の
文
章
を
素
直
に
読
め
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
容
易
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
に
示
し
た
二
つ
の
解
釈
の
場
合
、
ネ
ズ
ミ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
最
終
的
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、

こ
の
章
で
扱
お
う
と
し
て
い
る
、
言
霊
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
発
言
と
は
直
接
関
係
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ネ
ズ
ミ
は
こ
う
し
な
さ
い
と
助
言
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
に
示
す

第
三
の
解
釈
は
、
こ
の
言
霊
と
い
う
存
在
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
解
釈
と
は
、
ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る

16（　）
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た
め
に
発
言
を
し
、
そ
の
発
言
に
含
ま
れ
る
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
に
対
応
す
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る

大
き
な
空
洞
と
窄
ん
で
い
る
入
口
が
実
際
に
現
れ
た
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
場
合
、
ネ
ズ
ミ
の
発
言
を
呪
文
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
呪
文
と
い
う
の
は
、
広
い
意
味
で
は
呪
術
の
と
き
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
全
般
を
指
し
う
る
が
、
通
常
、
唱
え
や
す
い
よ
う
に

定
型
化
さ
れ
、
ま
た
、
リ
ズ
ム
も
整
え
ら
れ
て
い
る
文
章
を
想
起
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
ネ
ズ
ミ
が
発
言
し
た
﹁
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、

外
は
す
ぶ
す
ぶ
﹂
も
通
常
の
語
り
か
け
と
い
う
よ
り
は
、
何
か
呪
文
め
い
た
も
の
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
し
ネ
ズ
ミ
の
発
言
を
呪
文
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
呪
文
の
言
葉
に
は
特
別

な
力
が
籠
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
唱
え
る
こ
と
で
、
そ
の
特
別
な
力
が
発
動
し
、
唱
え
る
者
が
望
ん
で
い
る
何
ら
か
の
事
柄
を
現

し
出
す
と
い
う
形
を
と
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
呪
文
を
唱
え
る
時
点
で
は
、
唱
え
る
者
が
望
ん
で
い
る
事
柄

は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
﹁
開
け
ゴ
マ
﹂︵O

pen sesam
e　

元
々
は
ア
ラ
ビ
ア

語
でIftah Y

a Sim
sim

︶
と
い
う
呪
文
は
、
財
宝
を
隠
し
た
洞
窟
の
入
口
を
開
け
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
唱

え
る
ま
で
入
口
は
閉
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、も
し
ネ
ズ
ミ
の
発
言
を
呪
文
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、ネ
ズ
ミ
が
唱
え
た
﹁
内

側
は
広
々
と
し
て
、
外
側
は
窄
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
穴
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ネ
ズ
ミ
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
解
釈
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
そ
の
穴
は
元
々
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
ネ
ズ
ミ
が
生
活
の
必
要
上
で
作
っ
て
い
た

17（　）
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も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
た
め
に
、
言
葉
に
含
ま
れ
る
言
霊
の
力
を
行
使
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
ネ
ズ
ミ
が
瞬
時
に

現
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ネ
ズ
ミ
が
述
べ
た
発
言
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
が
現
実
を
動
か
し
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
降
り
か
か
る
禍
を
斥
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
た
発
言
に
つ
い
て
、
三
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
示
し
た
。
第
一
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

古
事
記
神
話
で
ネ
ズ
ミ
が
述
べ
た
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
解
釈
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ

う
に
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
火
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
ネ
ズ
ミ
が
出
て
き
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
隠
れ
る
場
所
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に

若
干
の
不
自
然
さ
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
が
、
古
事
記
神
話
の
記
述
を
普
通
に
読
め
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
点
で
標
準
的

な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
不
自
然
さ
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
な
お
か
つ
、
ネ
ズ
ミ
の
発
言
が
通
常
の
語
り
か
け

で
は
な
く
、
呪
文
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
三
の
解
釈
の
余
地
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
呪
文
の
も
つ
性
格
か
ら
し
て
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
逃
げ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
穴
は
、
ネ
ズ
ミ
が
唱
え
た
呪
文
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
と
き
に
現
し
出
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
本
章
が
対
象
と
し
て
い
る
、
他
者
に
幸
や
禍
を
も
た
ら
す

発
言
の
事
例
と
し
て
、
ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
た
発
言
を
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
え
）
ス
サ
ノ
ヲ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
見
送
っ
た
と
き
の
発
言

　

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
課
さ
れ
た
試
練
を
克
服
し
た
の
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
満
足
し
、
気
を
許
し
て
眠
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
隙
に
、
オ
ホ
ナ

18（　）
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ム
ヂ
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
力
の
源
泉
で
あ
る
生
太
刀
、
生
弓
矢
、
天
の
詔
琴
を
奪
い
、
さ
ら
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
分
身
と
も
言
え
る
ス
セ
リ
ビ
メ

を
担
い
で
、
根
の
堅
州
国
か
ら
地
上
の
世
界
に
帰
ろ
う
と
し
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
追
い
か
け
た
が
、
も
は
や
追
い
つ
け
な

い
と
観
念
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
あ
る
。

其
の
汝
が
持
て
る
生
大
刀
・
生
弓
矢
以
ち
て
、
汝
が
庶ま

ま
は
ら
か
ら

兄
弟
を
ば
坂
の
御
尾
に
追
ひ
伏
せ
、
亦
、
河
の
瀬
に
追
ひ
撥
ひ
て
、
お
れ
大

0

0

0

国
主
神
と
為
り
て

0

0

0

0

0

0

0

、
亦0

、
宇
都
志
国
玉
神
と
為
り
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
其
の
我あ

が
女
須
世
理
毘
売
を
適む
か
ひ
め妻
と
し
て
、
宇
迦
の
山
の
山
本
に
、
底
つ
石

根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷
椽
た
か
し
り
て
居
れ
。
是
の
奴や

つ
こ。

　

自
分
の
大
事
に
し
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
奪
わ
れ
た
悔
し
さ
を
滲
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、﹁
お
れ
﹂︵﹁
お
前
﹂
の
意
味
︶
や
﹁
奴
﹂

︵
罵
る
と
き
に
使
う
。﹁
こ
の
野
郎
﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
︶
な
ど
の
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
口
調
は
か
な
り
荒
々

し
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

一
つ
目
は
、﹁
汝
が
持
て
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
の
持
ち
物
な
の
に
、
す
で
に
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
所
有
物
で
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
生
太
刀
と
生
弓
矢
と
い
う
武
器
に
よ
っ
て
兄
た
ち
を
屈
伏
さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、﹁
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
﹂
と
い
う
神
、﹁
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
﹂
と
い
う
神
に
な
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
自
分
の
娘
に
し
て
、
自
分
の
分
身
に
も
等
し
き︶

18
︵

ス
セ
リ
ビ
メ
を
正
式
な
妻
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
ヲ

の
正
当
な
後
継
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
上
の
世
界
の
支
配
者
に
ふ
さ
わ
し
い
宮
殿
︱
︱
﹁
底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原

に
氷
椽
た
か
し
り
て
﹂
は
立
派
な
建
物
を
表
す
定
型
表
現︶

19
︵

︱
︱
を
立
て
て
住
め
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ス
サ
ノ
ヲ
の
こ
の
発
言
の
な
か
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、原
文
に
も
脇
点
を
付
し
た
よ
う
に
、前
者
の
﹁
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
﹂
と
い
う
神
、

﹁
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
﹂と
い
う
神
に
な
れ
と
い
う
部
分
で
あ
る
。﹁
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
﹂は﹁
オ
ホ
ク
ニ
﹂＋﹁
ヌ
シ
﹂で
は
な
く
、﹁
オ
ホ
﹂＋﹁
ク

ニ
ヌ
シ
﹂
と
い
う
形
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
世
界
の
各
地
域
に
は
﹁
ク
ニ
ヌ
シ
﹂
と
い
う
支
配
者
が
い
て
、
そ
の
よ
う
な
ク

ニ
ヌ
シ
た
ち
を
束
ね
る
の
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る︶

20
︵

。﹁
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
﹂
と
は
﹁
う
つ
し
国
﹂
と
呼
ば
れ
る
現
実

の
世
界
︱
︱
こ
の
表
現
は
﹁
根
の
堅
州
国
﹂
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︱
︱
を
司
る
霊
的
存
在
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
は
国
土
を
支
配
す
る
と
同
時
に
、
究
極
的
に
は
国
土
そ
の
も
の
と
も
同
一
視
さ
れ
る
﹁
国
魂
﹂
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
﹁
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
﹂
と
﹁
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
﹂
は
ど
ち
ら
も
地
上
の
世
界
の
支
配
者
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
同
じ
こ

と
を
表
し
て
い
る
言
葉
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
﹁
亦
﹂
と
い
う
接
続
詞
を
用
い
、
こ
の
よ
う
に

並
列
さ
せ
て
表
現
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
両
者
の
間
に
地
上
の
世
界
の
支
配
者
に
つ
い
て
の
発
展

段
階
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
先
行
研
究
の
指
摘
が
あ
る
。
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う︶

21
︵

。

　
﹁
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
﹂
と
い
う
神
、﹁
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
﹂
と
い
う
神
に
な
れ
と
い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
命
令

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
﹁
ぜ
っ
た
い
に
優
勝
し
な
さ
い
﹂﹁
ぜ
っ
た
い
に
合
格
し
な
さ
い
﹂
と
述
べ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
優
勝
、
合
格
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
優
勝
、
合
格
す
る
こ
と
が
そ
の
者
に
と
っ
て
幸
せ
に
つ
な
が
る

こ
と
な
の
で
、
言
葉
に
表
す
こ
と
で
、
そ
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
と
同
時
に
、
心
の
底
か
ら
本
当
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い

20（　）
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う
強
い
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
一
見
、
荒
々
し
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
ス
サ

ノ
ヲ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
自
ら
の
後
継
者
と
認
め
、
そ
の
成
功
を
心
の
底
か
ら
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
発
言
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
幸
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
、

言
葉
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
祝
福
す
る
行
為
は
、﹁
言
ほ
く
﹂
ま
た
は
﹁
い
は
ふ
﹂
に
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う︶

22
︵

。

（
お
）
ホ
ヲ
リ
が
唱
え
た
呪
文

　

兄
ホ
デ
リ
の
釣
り
針
を
な
く
し
て
、
そ
れ
を
返
す
よ
う
に
迫
ら
れ
て
い
た
ホ
ヲ
リ
は
、
シ
ホ
ツ
チ
の
導
き
に
よ
っ
て
、
海
中
に
あ
る
と

思
わ
れ
る︶

23
︵

ワ
タ
ツ
ミ
の
住
ん
で
い
る
宮
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
、
ワ
タ
ツ
ミ
の
娘
で
あ
る
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
と
結
婚
し
、
大
切
に
さ
れ
る
が
、

や
が
て
自
分
が
訪
ね
た
理
由
に
つ
い
て
告
白
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
ワ
タ
ツ
ミ
は
海
に
い
る
魚
た
ち
を
集
め
て
、
釣
り
針
を
探
し
た
と

こ
ろ
、﹁
赤た

ひ

海
鯽
魚
﹂
と
い
う
魚
の
喉
に
そ
の
釣
り
針
が
引
っ
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
取
り
出
し
、
洗
い
清
め
て
、

ホ
ヲ
リ
に
渡
す
と
き
、
ワ
タ
ツ
ミ
は
一
つ
の
助
言
を
し
た
。
そ
れ
は
、
兄
に
そ
の
釣
り
針
を
返
す
と
き
に
、
呪
文
を
唱
え
て
渡
す
よ
う
に

と
い
う
も
の
で
、
そ
の
呪
文
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

此
の
鉤ち

は
、
お
ぼ
鉤
、
す
す
鉤
、
ま
づ
鉤
、
う
る
鉤
。

　

ホ
ヲ
リ
は
教
え
ら
れ
た
通
り
に
、
こ
の
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、
後
ろ
手
で
、
す
な
わ
ち
、
手
を
前
か
ら
で
は
な
く
、
後
ろ
か
ら
差
し
出
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し
て
、
釣
り
針
を
返
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
呪
文
の
効
果
に
よ
っ
て
、
釣
り
針
は
ま
っ
た
く
使
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、ネ
ズ
ミ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
救
っ
た
と
き
の
発
言
を
呪
文
と
し
て
と
ら
え
る
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

古
事
記
神
話
の
記
述
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
唱
え
な
さ
い
と
、
明
確
に
呪
文
の
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ワ
タ
ツ
ミ
が
ホ
ヲ
リ

に
教
え
た
こ
の
言
葉
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
呪
文
を
現
代
語
訳
す
る
な
ら
ば
、﹁
こ
の
釣
り
針
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た

釣
り
針
、
荒
ん
だ
釣
り
針
、
貧
弱
な
釣
り
針
、
役
に
立
た
な
い
釣
り
針
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
呪
文
と
い
う
形
で
言
葉
に

表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
の
釣
り
針
を
そ
の
よ
う
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の

が
、
そ
の
言
葉
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
﹁
ぼ
ん
や
り
と
し
た
﹂﹁
荒
ん
だ
﹂﹁
貧
弱
な
﹂﹁
役
に
立
た
な
い
﹂
と
い
う
形
容
を
釣
り
針
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

釣
り
針
の
持
ち
主
、
す
な
わ
ち
、
兄
で
あ
る
ホ
デ
リ
に
結
び
つ
け
て
、
呪
い
の
か
け
ら
れ
た
釣
り
針
を
使
う
こ
と
で
ホ
デ
リ
が
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
捉
え
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の
呪
文
の
文
章
か
ら
そ
こ
ま
で
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

言
霊
の
力
は
言
葉
で
直
接
表
示
さ
れ
た
対
象
︵
釣
り
針
︶
に
対
し
て
及
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
で
直
接
表
示
さ
れ
て
い
な
い
持
ち

主
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
言
霊
信
仰
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
呪
文
は
兄
に
返
す
釣
り
針
の
効
果
を
台
無
し
す
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
兄
ホ
デ
リ
は
﹁
ウ
ミ
サ
チ

ビ
コ
﹂と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、そ
の﹁
ウ
ミ
サ
チ
﹂と
い
う
の
は
釣
り
針
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
こ
の
呪
文
は
、
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釣
り
針
か
ら
﹁
サ
チ
﹂
を
削
り
と
っ
て
し
ま
う
効
果
を
も
つ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
サ
チ
を
失
っ
た
ホ
デ
リ
は
そ
の
後
、
そ
れ

以
外
の
不
幸
︵
替
わ
り
に
お
こ
な
う
と
し
た
耕
作
も
、
ワ
タ
ツ
ミ
の
妨
害
で
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
︶
に
も
見
舞
わ
れ
て
、
困
窮
し
、
追

い
つ
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ヲ
リ
が
呪
文
の
形
で
示
し
た
こ
の
発
言
は
、
ホ
デ
リ
と
い
う
他
者
に
対
し
て
禍
を
も

た
ら
そ
う
と
す
る
発
言
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
言
霊
の
力
を
前
提
に
、
他
者
に
幸
や
禍
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
発
言
と
し
て
五
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
特
色
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
内
容
を
概
括
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。︵
あ
︶
イ
ザ
ナ
ミ
の
発
言
に
お
い
て
は
、
イ
ザ

ナ
キ
を
恨
ん
で
、
人
草
を
死
ぬ
べ
き
存
在
と
す
る
こ
と
で
、
イ
ザ
ナ
キ
を
苦
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、︵
い
︶
ウ
サ

ギ
の
発
言
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
解
釈
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
自
分
を
助
け
て
く
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
感
謝

し
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
未
来
が
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
願
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、︵
う
︶
ネ
ズ
ミ
の
発
言
に
お
い
て
は
、
こ
れ
も
解

釈
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
た
め
、
隠
れ
る
こ
と
が
可
能
な
空
洞
と
入
口
を
現
し
出
す
と

い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、︵
え
︶
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
言
に
お
い
て
は
、
数
々
の
試
練
を
く
ぐ
り
抜
け
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
対
し
て
、
輝

か
し
い
未
来
を
願
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、︵
お
︶
ホ
ヲ
リ
が
唱
え
た
呪
文
に
お
い
て
は
、
兄
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
地
上
の
世
界

の
支
配
を
め
ぐ
る
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
る
ホ
デ
リ
を
打
ち
倒
す
た
め
、
生
活
の
糧
を
も
た
ら
す
釣
り
針
を
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
事
例
に
対
す
る
考
察
を
通
し
て
、
実
際
に
言
葉
に
表
し
て
発
言
す
る
こ
と
で
、
言
霊
の
力
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
他
者
に
対

し
て
幸
や
禍
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
、
古
事
記
神
話
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

二　
「
言
挙
げ
」

　

つ
ぎ
に
、﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
考
察
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
は
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
行
為

が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
を
形
態
上
、
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。
つ
い
で
、
そ
の
二
つ
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
古
事
記
神
話
に
見
ら
れ
る
﹁
言
挙
げ
﹂
の
事
例
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
す
る
と
い

う
形
で
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
あ
）「
言
挙
げ
」
の
特
色

　
﹁
言
挙
げ
﹂と
い
う
表
現
は﹃
古
事
記
﹄で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
で
登
場
し
て
い
る︵
以
下
の
文
章
で
丸
囲
み
数
字
の
付
い
た
引
用
を﹁
資

料
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︶。

　
　

①
是
に
、
詔
り
た
ま
は
く
、﹁
茲
の
山
の
神
は
、
徒む

な

手で

に
直
に
取
り
て
む
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
そ
の
山
に
騰の
ぼ

る
時
、
白
き
猪
、
山
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の
辺
に
逢
ふ
。
其
の
大
き
さ
、
牛
の
如
し
。
爾
く
し
て
、
言
挙
げ
し

0

0

0

0

て
詔
り
た
ま
は
く
、﹁
是
の
白
き
猪
に
化
れ
る
は
、
其
の
神

の
使
者
な
り
。
今
は
殺
さ
ず
と
も
、
還
ら
む
時
に
殺
さ
む
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
騰
り
坐
す
。
是
に
、
大
き
に
氷
雨
零ふ

り
て
、
倭

建
命
を
打
ち
惑
は
す
。
此
の
白
き
猪
に
化
れ
る
は
、
其
の
神
の
使
者
に
非
ず
し
て
、
其
の
神
の
正む
ざ
ね身
に
当
た
れ
る
を
、
言
挙
げ

0

0

0

に
よ
り
て
惑
は

さ
え
た
ま
ふ
。︵﹃
古
事
記
﹄﹁
伊
服
岐
能
山
の
神
﹂︶

　

倭
建
命
︵
小
碓
命
︶
が
伊
吹
山
の
神
を
征
伐
す
る
た
め
に
山
を
登
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
巨
大
な
白
い
猪
に
遭
遇
し
た
。
そ
こ
で
、
言

挙
げ
し
て
、﹁
白
い
猪
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
は
山
の
神
の
使
い
で
あ
る
。
今
は
殺
さ
な
い
が
、
帰
る
と
き
に
殺
し
て
し
ま
お
う
﹂
と
述

べ
て
、
山
を
登
っ
た
と
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の
雹
︵
ま
た
は
、
霰
か
雨
︶
が
降
っ
て
き
て
、
倭
建
命
は
正
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
白
い
猪

が
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
神
の
使
い
で
あ
る
か
ら
、
帰
る
と
き
に
殺
そ
う
と
言
挙
げ
し
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
、
と

い
う
話
で
あ
る
。

　
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
表
現
の
用
例
は
﹃
古
事
記
﹄
で
は
こ
の
部
分
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
し
か
も
、
古
事
記
神
話
の
部
分
に
出
て
く
る
も

の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
表
現
が
上
代
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
を
確
認
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
資
料
的
に
不
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
外
の
上
代
文
献
で
、
用
例
を
求
め

て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

②
遂
に
身
の
所

き
た
な
き
も
の
汚
を
盪す

す滌
ぎ
た
ま
は
む
と
し
て
、
乃
ち
興
言
し

0

0

0

て
曰
の
た
ま
はく
、﹁
上
つ
瀬
は
是
太
だ
疾は
や

し
、
下
つ
瀬
は
是
太
だ
弱ぬ
る

し
﹂
と

の
た
ま
ひ
て
、
便
ち
中
つ
瀬
に
濯
ぎ
た
ま
ふ
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
五
段
の
第
六
書
︶
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③
已
に
し
て
素
戔
鳴
尊
、
其
の
左
の
髻
に
纒
か
せ
る
五
百
箇
の
統
み
す
ま
るの
瓊た
ま

を
含
み
て
、
左
の
手
の
掌た
な
う
ら中
に
著お

き
て
、
便
ち
男
を
化な生
す
。

則
ち
称
し

0

0

て
曰
は
く
、﹁
正
し
き
哉
、
吾あ
れ

勝
ち
ぬ
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
故
、
因
り
て
名
け
て
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
と
曰
す
。︵﹃
日
本

書
紀
﹄
第
六
段
の
第
三
書
︶

　
　

④
是
の
時
に
、
素
戔
嗚
尊
、
其
の
子
五
十
猛
神
を
帥ひ

き

ゐ
、
新
羅
の
国
に
降
り
到
り
、
曽
尸
茂
梨
の
処
に
居
す
。
乃
ち
興
言
し

0

0

0

て
曰
は

く
、﹁
此
の
地
は
吾
居
ら
ま
く
欲ほ

り

せ
ず
﹂
と
の
た
ま
ひ
、
遂
に
埴は

に土
を
以
て
舟
に
作
り
て
、
乗
り
て
東
に
渡
り
、
出
雲
の
国
の
簸

の
川
上
に
所あ在
る
、
鳥
上
の
峰た

け

に
到
り
ま
す
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
八
段
の
第
四
書
︶

　
　

⑤
乃
ち
称
し

0

0

て︶
24
︵

曰
は
く
、﹁
杉
及
び
櫲く

す樟
、
此
の
両
の
樹
は
、
以
て
浮う
く
た
か
ら宝と
為
べ
し
。
檜
は
、
以
て
瑞
宮
を
為
る
材
に
為
べ
し
。
柀
は
、

以
て
顕

う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ

見
蒼
生
の
奥
つ
棄す
た
へ戸
に
将
ち
臥
さ
む
具そ
な
へに
為
べ
し
。
夫
の
噉く
ら

ふ
べ
き
八
十
の
木
種
、
皆
能
く
播
き
生お
ほ

し
つ
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄

第
八
段
の
第
五
書
︶

　
　

⑥
自こ

れ
よ
り
の
ち
後
、
国
の
中
に
未
だ
成
ら
ざ
る
所
は
、
大
己
貴
神
、
独
能
く
巡
り
造
り
た
ま
ひ
、
遂
に
出
雲
の
国
に
到
り
た
ま
ふ
。
乃
ち
興0

言
し

0

0

て
曰
は
く
、﹁
夫
れ
葦
原
の
中
つ
国
は
、
本
よ
り
荒あ

ら芒
び
、
磐い

は石
・
草
木
に
至い

た及
る
ま
で
に
、
咸み
な

能
く
強あ
し
か暴
り
き
。
然
れ
ど

も
吾
已
に
摧く

だ

き
伏
せ
、
和ま
つ
ろ順
は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
﹂
と
の
た
ま
ふ
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
八
段
の
第
六
書
︶

　
　

⑦
然
し
て
後
に
、
母
吾
田
鹿
葦
津
姫
。
火ほ

た
く
ひ燼
の
中
よ
り
出
来
り
て
、
就ゆ

き
て
称
し

0

0

て
曰
は
く
、﹁
妾あ

が
生
め
る
児
及
び
妾
が
身
、
自

づ
か
ら
に
火
の
難

わ
ざ
は
ひに
当
れ
ど
も
、
少
し
も
損
は
る
る
所
無
し
。
天
孫
、
豈
見み
そ
な
はし
つ
る
や
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
九
段
の
第
五
書
︶

　
　

⑧
海
を
望
み
て
、
高
言
し

0

0

0

て
曰
は
く
、﹁
是
れ
小
海
の
み
。
立た
ち
は
し
り跳に
も
渡
り
つ
べ
し
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
海
中
に
至
り
、
暴
風
忽
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ち
起
り
、
王み
ふ
ね船
漂た
だ
よ蕩
ひ
て
渡
る
べ
く
も
あ
た
ず
。
時
に
、
王
に
従
ひ
ま
つ
る
妾
有
り
。
弟
橘
媛
と
曰
ふ
。
穂
積
氏
忍
山
宿
禰
の
女

な
り
。
王
に
啓
し
て
曰
く
、﹁
今
し
風
起
き
浪
泌は

や

く
し
て
、
王
船
没
ま
む
と
す
。
是
、
必
ず
海
神
の
心
な
り
。
願
は
く
は
賤
し
き

妾
が
身
を
以
ち
て
、
王
の
命
に
贖か

へ
て
海
に
入
ら
む
﹂
と
ま
う
す
。
言
ま
う
す
こ
と

訖お
は

り
て
、
乃
ち
瀾な
み

を
披お
し
わけ
て
入
り
ぬ
。
暴
風
即
ち
止
み
、

船
岸
に
著
く
こ
と
得
た
り
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
︶

　
　

⑨
但
し
朝
野
の
衣
冠
の
み
、
未
だ
鮮
麗
な
る
こ
と
得
ず
。
教
化
・
政
刑
、
猶
し
未
だ
善
を
尽
さ
ず
。
興
言
し

0

0

0

て
此
を
念
ふ
に
、
唯
以

ち
て
恨
を
の
み
留
む
。
今
し
年
若
干
に
踰
え
、
復
夭
と
称い

ふ
べ
か
ら
ず
。
筋
力
・
精
神
、
一
時
に
労つ

か
れ
つ竭

き
ぬ
。
如
此
き
事
、
本
よ

り
身
の
為
の
み
に
は
非
ず
。
止た

だ

に
百
お
ほ
み
た
か
ら
姓
を
安
養
せ
む
と
欲
ふ
の
み
。
所
以
に
此
を
致
せ
り
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄﹁
雄
略
天
皇
二
十
三

年
八
月
︶

　
　

⑩
是
に
磐
井
、
火
・
豊
二
国
に
掩
拠
し
て
、
修
職
せ
し
め
ず
。
外
は
海
路
を
邀む

か

へ
て
、
高
麗
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
等
の
国
の
年
と
し
ご
とに

貢
職
船
を
誘
致
し
、
内
は
任
那
に
遣
せ
る
毛
野
臣
の
軍
を
遮
り
。
乱
語
揚
言
し

0

0

0

て︶
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曰
は
く
、﹁
今
こ
そ
使つ
か
ひ
ひ
と者に
あ
れ
、
昔
は
吾
が

伴と
も
が
らと
し
て
。
肩
摩
り
肘
触ふ

り
つ
つ
、
共お
な
じ
け器
し
て
同
に
食
ひ
き
。
安
に
ぞ
率に
は
か爾
に
使
と
為
り
、
余
を
し
て
儞い

が
前
に
自し
た
が伏
は
し
む

る
こ
と
得
む
や
﹂
と
い
ふ
。
遂
に
戦
ひ
て
受
け
ず
。
驕
り
て
自
ら
矜ほ

こ

る
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
継
体
天
皇
二
十
一
年
六
月
︶

　
　

⑪
或あ

る
ひ
と、
馬
飼
首
歌
依
を
譖し
こ

ぢ
て
曰
く
、﹁
歌
依
の
妻
逢
臣
讃
岐
の
鞍
の
韉
し
た
ぐ
ら、
異け

な
る
こ
と
有
り
。
熟つ
ら
つ
ら

而
熟
視
れ
ば
、
皇
后
の
御
鞍
な

り
﹂
と
い
ふ
。
即
ち
収
へ
て
廷

ひ
と
や
つ
か
さ
尉
に
収い
た

し
て
、
鞫
か
む
が
へ

問
ふ
こ
と
極い

た切
し
。
馬
飼
首
歌
依
、
乃
ち
揚
言
し

0

0

0

て
誓
ひ
て
曰
く
、﹁
虚
い
つ
は
りな
り
。

実
に
非
ず
。
若
し
是
れ
実
な
ら
ば
、
必
ず
天
の
災

わ
ざ
は
ひを
被
ら
む
﹂
と
い
ふ
。
遂
に
苦た
し
なめ
問
は
る
る
に
因
り
て
、
地
に
伏
し
て
死み
ま
かれ
り
。

27（　）

古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
後
編
︶︵
岸
根
︶

八
九
七



死
り
て
未
だ
時
も
経
ざ
る
に
、
急
た
ち
ま
ちに
殿
お
ほ
と
のに
災
あ
り
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
欽
明
天
皇
二
十
三
年
六
月
︶

　
　

⑫
穴
穂
部
皇
子
、
天
下
を
取
ら
む
と
す
。
発い

き
ど
ほ憤
り
て
称
し

0

0

て
曰
は
く
、﹁
何
の
故
に
か
死す

ぎ
た
ま
ひ
し
王
の
庭
に
事つ
か

へ
ま
つ
り
て
、

生
け
る
王
の
所み

も
とに
事
へ
ま
つ
ら
ざ
ら
む
﹂
と
い
ふ
。︵﹃
日
本
書
紀
﹄
敏
達
天
皇
十
四
年
八
月
︶

　
　

⑬
言
挙

0

0

阜を
か

と
称
ふ
所
以
は
、
大
帯
日
売
命
、
韓
国
よ
り
還
り
上
り
ま
し
し
時
、
軍
を
行や

り
た
ま
ふ
日
、
此
の
阜
に
御い
ま

し
て
、
軍い
く
さ
び
と中に

教の
り
ご
と令
し
て
曰
は
く
、﹁
此
の
御
軍
は
、
慇ゆ

め懃
、
言
挙
げ

0

0

0

な
為
そ
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
号
け
て
言
挙

0

0

前さ
き

と
曰
ふ
。︵﹃
播
磨
国

風
土
記
﹄
揖
保
郡
︶

　
　

⑭
千ち

よ
ろ
づ万
の　

軍
な
り
と
も　

言
挙
せ

0

0

0

ず　

取
り
て
来
ぬ
べ
き　

男
と
そ
念
ふ
︵﹃
万
葉
集
﹄
九
七
二
番
︶

　
　

⑮
此
の
小
川　

霧
そ
結
べ
る　

た
き
ち
ゆ
く　

は
し
り
井
の
上
に　

事
上
せ

0

0

0

ね
ど
も
︵﹃
万
葉
集
﹄
一
一
一
三
番
︶

　
　

⑯
大
方
は　

何
か
も
恋
む　

言
挙
せ

0

0

0

ず　

妹
に
よ
り
ね
む　

年
は
近
き
を ︵﹃
万
葉
集
﹄
二
九
一
八
番
︶

　
　

⑰
蜻あ

き
づ蛉
島　

倭
の
国
は　

神
か
ら
と　

言
挙
せ

0

0

0

ぬ
国　

然
れ
ど
も　

吾
は
事
上
す

0

0

0

︵﹃
万
葉
集
﹄
三
二
五
〇
番
の
一
部
︶

　
　

⑱
葦
原
の　

水
穂
の
国
は　

神
な
が
ら　

事
挙
せ

0

0

0

ぬ
国　

然
れ
ど
も　

辞
挙

0

0

ぞ
吾
が
す
る　

言
幸
く　

真
福さ
き

く
ま
せ
と　

恙つ
つ

み
無

く　

福さ
き

く
い
ま
せ
ば　

荒
磯
波　

有
り
て
も
見
む
と　

百
重
波　

千
重
波
に
し
き　

言
上
す

0

0

0

吾
は　

言
上
す

0

0

0

吾
は
︵﹃
万
葉
集
﹄

三
二
五
三
番
︶

　
　

⑲
我
が
欲ほ

り
し　

雨
は
降
り
き
ぬ　

か
く
し
あ
ら
ば　

許
登
安
気
せ

0

0

0

0

0

ず
と
も　

と
し
は
さ
か
え
む
︵﹃
万
葉
集
﹄
四
一
二
四
番
︶

　
﹁
言
挙
﹂
以
外
の
漢
字
表
記
に
注
目
す
る
と
、﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
﹁
興
言
﹂﹁
高
言
﹂﹁
揚
言
﹂﹁
称
﹂、﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
言
上
﹂﹁
事

28（　）

八
九
八



上
﹂﹁
事
挙
﹂﹁
辞
挙
﹂﹁
許
登
安
気
﹂
が
あ
り
、
実
に
様
々
な
表
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ら
全
体
を
表
す
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
様
々
な
文
献
で
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
表
現
は
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
﹁
言
挙
げ
﹂
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

﹁
言
を
挙
げ
る
﹂
と
い
う
字
義
通
り
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
編
、

後
編
か
ら
な
る
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
﹁
詔
り
別
き
﹂﹁
詔
り
直
し
﹂﹁
ウ
ケ
ヒ
﹂、
他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
す
発
言
な
ど
を
含
め
、
お
よ

そ
言
葉
で
何
か
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
す
べ
て
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、﹁
言
挙
げ
﹂
を
単
に
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
み
捉
え
る
の
で
は
不
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

資
料
⑬
～
⑲
で
は
こ
の
﹁
言
挙
げ
﹂
に
つ
い
て
、﹁
言
挙
げ
﹂
し
な
い
と
い
う
形
で
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
⑰
と
⑱
は
﹁
言

挙
げ
﹂
の
禁
忌
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
言
挙
げ
﹂
が
単
に
言
葉
で
何
か
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
に
﹁
言
挙
げ
﹂
を
し
な
い
と
か
、﹁
言
挙
げ
﹂
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
そ
こ
ま
で
強
く
意
識
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
﹁
言
挙
げ
﹂
す
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
こ
れ
ま
で
何
度
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
古
来
、
言
葉
に
言
霊
と
い
う
特
別
な
力
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
信

念
が
存
在
し
て
い
た
。
言
葉
の﹁
こ
と
﹂は
事
柄
の﹁
こ
と
﹂と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
が︵
資
料
⑰
や
⑱
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

﹁
言
﹂︵
ま
た
は
﹁
辞
﹂︶
と
﹁
事
﹂
は
互
換
可
能
な
の
で
あ
る
︶、
そ
れ
は
両
者
が
単
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。﹁
机
﹂

と
い
う
言
葉
と
机
そ
の
も
の
が
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
一
般
的
な
事
実
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
代
人
に
お
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い
て
も
同
様
で
あ
る
。
言
葉
と
事
柄
が
一
体
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
は
、言
葉
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
を
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
対
応
す
る
何
ら
か
の
事
柄
が
指
し
示
さ
れ
る
と
い
う
言
葉
の
も
つ
不
思
議
な

働
き
こ
そ
、
言
霊
の
力
な
の
で
あ
る
、
と
言
い
替
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
﹁
言
挙
げ
﹂
の
禁
忌
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
事
記
神
話
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
を

取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い︶

26
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。
た
と
え
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が

生
ん
だ
大
八
嶋
国
な
ど
の
嶋
々
は
国
土
で
あ
る
と
同
時
に
、
性
別
を
伴
う
神
と
し
て
も
表
さ
れ
て
い
る
し
、
海
、
山
、
風
、
火
な
ど
の
自

然
物
や
自
然
現
象
は
も
と
よ
り
、
船
、
食
料
、
農
耕
に
関
わ
る
も
の
、
宗
教
に
関
わ
る
も
の
の
よ
う
な
文
化
現
象
、
さ
ら
に
は
、
お
ぞ
ま

し
さ
や
恐
怖
、
世
界
の
中
心
、
生
成
の
力
な
ど
と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
、
観
念
的
な
も
の
で
す
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
神
が
現
れ
た
と

い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
事
柄
を
神
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
発
想
は
﹁
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
宗
教
的
な
観
念
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
発
想
は
結
局
、
す
べ
て
の
事
柄
が
神
の
領
域
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
ゆ
き
つ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
言
葉
は
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
対
応
す
る
様
々
な
事
柄
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
柄
が
神
の
領
域
に

あ
る
と
す
れ
ば
、
言
霊
の
力
は
神
の
領
域
に
近
づ
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
向
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

言
霊
の
力
を
行
使
す
る
よ
う
な
言
語
活
動
が
誤
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
神
の
領
域
に
土
足
で
踏
み
込
む
危
険
を
犯
す
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
言
霊
が
潜
在
的
に
も
つ
そ
の
よ
う
な
危
険
性
に
対
す
る
認
識
が
、
言
葉
を
慎
ん
で
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
い
う
観
念
を
生
み
だ
し
、﹁
言
挙
げ
﹂
の
禁
忌
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
言
葉
を
慎
ん
で
用
い
る
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
資
料
①

の
記
述
で
あ
る
。

　

倭
建
命
は
正
気
を
失
い
、
そ
れ
が
も
と
で
や
が
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
至
っ
た
原
因
は
二
つ
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
一
つ
は
神
を
神
の
使
者
で
あ
る
と
誤
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
事
柄
と
は
異
な
る
虚
偽
の
発
言
を
し
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
神
の
使
者
だ
と
思
い
込
ん
だ
白
い
猪
に
対
し
て
、
今
は
相
手
を
す
る
必
要
は
な
い
、
帰
り
に

で
も
殺
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
侮
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
慢
心
に
基
づ
い
た
発
言
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
た
事
柄
が
神
の
領
域
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
事
実
誤
認
の
発
言
や
慢
心
に
基
づ
く
発
言

は
、神
に
対
す
る
冒
涜
、神
威
へ
の
反
抗
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
倭
建
命
は
神
の
怒
り
を
買
い
、神
罰
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、﹁
こ
ん
な
小
さ
な
海
な
ど
、
飛
び
越
え
て
で
も
渡
れ
る
﹂
と
慢
心
に
基
づ
い
た
発
言
を
し
た
た
め
、
海
の
神
が
怒
っ
て
、
忽
ち

暴
風
が
吹
き
荒
れ
、
大
波
が
船
を
飲
み
込
も
う
と
し
た
と
記
し
て
い
る
の
が
資
料
⑧
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、﹁
言
挙
げ
﹂
は
、
第
一
と
し
て
、
事
実
に
反
す
る
よ
う
な
発
言
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、そ
の
発
言
は
そ
れ
相
応
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
に
言
霊
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

何
で
も
発
言
す
れ
ば
そ
の
通
り
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
何
の
根
拠
に
も
基
づ
か
ず
、
言
葉
を
不
正
に
用
い
る

な
ら
ば
、
逆
に
言
霊
を
通
し
て
、
禍
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
と
し
て
、
た
と
え
事
実
に
反
し
て
い
な
い
と
し
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て
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
神
の
領
域
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
常
に
神
威
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
も
ち
、
謙
虚
な
態
度
で
言
葉
を
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
ら
の
力
を
過
信
し
た
慢
心
に
基
づ
く
発
言
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
を
侮
る
行
為
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
も

ま
た
言
霊
を
通
し
て
、
禍
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
が
神
威
を
畏
れ
て
、﹁
言
挙
げ
﹂
に
慎
重
に
な
る
と
い
う
の
は
よ
い
が
、
資
料
②
～
⑦
の
よ
う
に
、
神
が
﹁
言
挙
げ
﹂

を
す
る
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
前
編
で
言
及
し
た
よ
う
に︶

27
︵

、
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
神
も
人
と
同
様
に
呪
術
的
な

行
為
を
お
こ
な
い
、
神
を
祭
る
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
神
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
超
越
し
た
神
︱
︱
こ
の
場
合
の
神
は
同
じ
次

元
の
別
な
神
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
神
を
在
ら
し
む
る
よ
う
な
特
別
な
力
と
言
い
替
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
︱
︱
に
従
わ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、﹁
言
挙
げ
﹂
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
、﹁
言
挙
げ
﹂
に
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
も
の
す

べ
て
が
含
ま
れ
う
る
の
で
、
古
事
記
神
話
に
お
け
る
﹁
言
挙
げ
﹂
の
事
例
は
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
﹁
言
挙
げ
﹂

の
形
態
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
思
う
が
、﹁
言
挙
げ
﹂
に
関
し
て
、
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
で
言
霊
の
力
を
発
動
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

事
柄
に
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
と
い
う
点
は
す
べ
て
の
事
例
で
共
通
す
る
が
、
そ
の
言
葉
と
事
柄
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る

か
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
形
態
に
大
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
一
の
形
態
は
、
言
葉
が
事
柄
に
先
行
す
る
よ
う
な
﹁
言
挙
げ
﹂
で
あ
る
。
言
葉
を
ま
ず
発
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
柄
が
あ
と
か

ら
出
現
し
た
り
、成
立
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
﹁
言
挙
げ
﹂
を
﹁
言
葉
先
行
型
﹂
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
二
の
形
態
は
、
第
一
の
形
態
と
は
逆
に
、
事
柄
が
言
葉
に
先
行
す
る
よ
う
な
﹁
言
挙
げ
﹂
で
あ
る
。
何
ら
か
の
事
柄
が
す
で
に
出
現
し

て
い
る
か
、
成
立
し
て
い
る
か
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
﹁
言

挙
げ
﹂
を
﹁
事
柄
先
行
型
﹂
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
次
節
以
降
で
は
、
こ
の
二
つ
の
型
を
考
察
す
る
際
の
補
助
線
と
し
な
が
ら
、

古
事
記
神
話
に
見
ら
れ
る
﹁
言
挙
げ
﹂
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
い
）
言
葉
先
行
型
の
「
言
挙
げ
」
の
事
例

　

言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
は
、
言
葉
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
お
こ
な
う
行
為
を
明
確
に
位
置
づ
け
、
確
実
に

遂
行
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
事
記
神
話
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
に
属
す
る
と
思
わ
れ

る
発
言
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
イ
ザ
ナ
キ
が
桃
の
実
に
対
し
て
述
べ
た
発
言
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
つ
国
の
お
ぞ
ま
し
さ
に
触
れ
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う

と
し
た
が
、
魔
物
の
よ
う
な
存
在
が
次
々
と
追
い
か
け
て
き
た
。
イ
カ
ヅ
チ
た
ち
の
追
撃
を
か
わ
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
つ
比
良
坂
に

到
着
し
た
と
き
、
そ
こ
に
成
っ
て
い
た
桃
の
実
を
三
つ
と
っ
て
、
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
︵
桃
の
実
を
持
っ
て
、
直
接
、
相
手
に
打
ち
つ
け

た
と
い
う
読
み
方
も
あ
る
︶、
イ
カ
ヅ
チ
た
ち
は
退
散
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ザ
ナ
キ
は
そ
の
桃
の
実
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

発
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

汝
、
吾
を
助
け
し
如
く
、
葦
原
の
中
つ
国
に
有
ゆ
る
う
つ
し
き
青
人
草
の
、
苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患
へ
惚
む
時
に
、
助
く
べ
し
。
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こ
の
場
合
、
青
人
草
を
助
け
る
と
い
う
行
為
の
主
体
は
桃
の
実
で
あ
る
が
、
イ
ザ
ナ
キ
の
こ
の
よ
う
な
発
言
に
よ
っ
て
、
桃
の
実
が
こ

れ
か
ら
は
葦
原
の
中
つ
国
に
住
ん
で
い
る
青
人
草
を
邪
悪
な
も
の
か
ら
守
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
直
接
の
起
源
に
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
桃
が
邪
悪
な
も
の
を
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
う
信
仰
が
日
本
に
存
在
し
て

き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
イ
ザ
ナ
キ
が
ミ
ソ
ギ
を
お
こ
な
う
と
き
の
発
言
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
、
黄
泉
つ
国
に
赴
い
た
こ
と
で
身
体
に
付
着
し
た
ケ
ガ

レ
を
取
り
除
く
た
め
、
阿
波
岐
原
と
い
う
場
所
の
水
辺
で
ミ
ソ
ギ
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
述
べ
た
の
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
発

言
で
あ
る
。

　
　

吾
は
、
い
な
し
こ
め
し
こ
め
き
穢
き
国
に
到
り
て
在
り
け
り
。
故
、
吾
は
御
身
の
禊
為
む
。

　

こ
の
発
言
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
水
の
な
か
に
入
ろ
う
と
す
る
行
為
が
ケ
ガ
レ
を
取
り
除
く
た
め
の
ミ
ソ
ギ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
発
言
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
水
浴
び
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
発
言
で
、
子
の
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
葦
原
の
中
つ
国
を
統
治
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
古
事

記
神
話
で
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
る
国
作
り
の
記
述
の
あ
と
に
、
場
面
の
描
写
が
葦
原
の
中
つ
国
か
ら
高
天
原
へ
と
切
り
替
わ
り
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
と
記
述
し
て
い
る
。

　
　

豊
葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
は
、
我
が
御
子
、
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
の
知
ら
す
国
な
り
。

　

葦
原
の
中
つ
国
の
こ
と
を
﹁
豊
葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
﹂
と
仰
々
し
く
表
現
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
事
柄
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先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
の
と
こ
ろ
で
扱
う
こ
と
に
し
て
、
こ
の
発
言
で
は
、
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
そ
の
国
の
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
宣
言
し
て
お
り
、
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︵
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
ア
マ
ノ
オ

シ
ホ
ミ
ミ
の
そ
の
後
の
発
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
で
あ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
統
治
者
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︶。

　

し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
こ
の
発
言
は
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
が
完
成
す
る
や
い
な
や
、
そ
れ
を
待
ち
構

え
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
子
が
そ
の
国
の
統
治
者
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
築
き
上
げ
た
国
を
横
取

り
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
言
葉
に
す
れ
ば
、
何
で
も
実
現
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
正
当
な
理
由
に
基
づ
か
な
い
﹁
言
挙
げ
﹂
は
神
に
対

す
る
冒
涜
、
神
威
へ
の
反
抗
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
突
な
よ
う
に
見
え
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
こ
の
発
言
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
宣
言
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
触
れ
な
い
が︶

28
︵

、
①
葦
原
の
中
つ
国
は

天
つ
神
の
命
令
に
基
づ
い
た
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
葦
原
の
中
つ
国
と
高
天
原
は
、
天
の

石
屋
籠
も
り
の
際
に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
の
明
暗
を
共
有
す
る
分
か
ち
が
た
い
運
命
共
同
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
②
ヤ
マ
タ

ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
こ
と
で
得
た
、
地
上
世
界
を
支
配
す
る
強
大
な
力
を
象
徴
す
る
草
な
ぎ
の
剣
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
に

献
上
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
③
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
ス
サ
ノ
ヲ
︱
︱
地
上
の
世
界
を
支
配
す
る
力
を
高
天
原
に
も
た
ら
し
、
地
上
に

農
耕
を
成
り
立
た
せ
た
最
大
の
功
労
者
で
あ
る
神
︱
︱
の
生
ん
だ
子
で
あ
る
と
と
も
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ウ
ケ
ヒ
に
よ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス

︱
︱
高
天
原
の
統
治
者
に
し
て
、
地
上
の
世
界
を
支
配
す
る
力
を
も
保
持
す
る
に
至
っ
た
神
︱
︱
の
子
に
な
っ
た
と
い
う
特
異
な
位
置
づ
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け
が
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
三
点
を
主
な
理
由
と
し
て
想
定
で
き
る
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
④
葦
が
生
い
茂
っ
た
大
地
が
、

稲
穂
に
満
た
さ
れ
た
実
り
豊
か
な
大
地
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
葦
原
の
中
つ
国
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
の
は
、

稲
穂
に
関
わ
る
神
を
措
い
て
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
葦
原
の
中
つ
国

を
統
治
す
る
正
当
性
は
幾
重
に
も
理
論
武
装
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
前
述
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
︵
ひ
い
て
は
そ
の
子
孫
︶

が
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
不
動
の
事
実
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
神
話
の

構
想
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
発
言
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
の
最
後
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
ホ
デ
リ
が
弟
の
ホ
ヲ
リ
に
貸
し
て
い
た
釣
り
針
を

返
し
て
も
ら
う
た
め
に
述
べ
た
発
言
で
あ
る
。

　
　

山
さ
ち
も
、
己
が
さ
ち
さ
ち
、
海
さ
ち
も
、
己
が
さ
ち
さ
ち

　

こ
の
発
言
は
、
単
に
釣
り
針
を
返
し
て
も
ら
う
に
し
て
は
奇
異
な
表
現
で
あ
り
、
あ
た
か
も
呪
文
の
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
ホ
デ
リ
が
元
々
貸
す
の
を
嫌
が
っ
て
い
た
サ
チ
︱
︱
こ
の
場
合
は
獲
物
を
と

る
道
具
を
指
す
︱
︱
が
二
度
と
ホ
ヲ
リ
に
渡
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
呪
文
め
い
た
も
の
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
ホ
ヲ
リ
は
借
り
て
い
た
ホ
デ
リ
の
釣
り
針
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
す
で
に
な
く
し
て
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し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
ホ
デ
リ
か
ら
返
す
よ
う
に
散
々
責
め
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
三
年
の
歳
月
を
経
て
、
こ
の
呪
文
め
い
た
発
言
に

内
在
す
る
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
、
釣
り
針
は
ホ
デ
リ
の
元
に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
一
章
で
扱
っ
た
﹁
他
者
に
幸
禍
を
も

た
ら
す
発
言
﹂
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ヲ
リ
が
呪
文
を
唱
え
る
こ
と
で
、
そ
の
釣
り
針
に
呪
い
が
か
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

ホ
デ
リ
は
戻
っ
て
き
た
こ
の
釣
り
針
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
天
つ
神
が
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
﹁
是
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修
め
理つ

く

り
固
め
成
せ︶

29
︵

﹂
と
命
じ
た
発
言
、
イ
ザ
ナ
キ

が
イ
ザ
ナ
ミ
に
﹁
汝
は
右
よ
り
廻
り
逢
へ
、
我
は
左
よ
り
廻
り
逢
は
む
﹂
と
提
案
し
た
発
言
、
イ
ザ
ナ
キ
が
三
貴
子
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、﹁
汝

が
命
は
高
天
原
を
知
ら
せ
﹂な
ど
の
よ
う
に
、統
治
先
を
指
定
し
た
発
言
、フ
ト
タ
マ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
の
石
屋
に
戻
す
ま
い
と
し
て﹁
此

れ
よ
り
以う

ち内
に
、
還
り
入
り
ま
す
こ
と
得
じ
﹂
と
禁
じ
た
発
言
、
ア
シ
ナ
ヅ
チ
と
テ
ナ
ヅ
チ
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
素
性
を
知
っ
て
、
娘
の
ク
シ

ナ
ダ
ヒ
メ
を
嫁
が
せ
る
こ
と
を
了
承
し
た
﹁
然
坐
ま
さ
ば
恐
し
。
立
奉
ら
む
﹂
と
い
う
発
言
、
国
譲
り
に
関
し
て
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
父
の

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
対
し
て﹁
恐
し
。
此
の
国
は
、天
つ
神
の
御
子
に
立
奉
ら
む
﹂と
答
え
た
発
言
、ホ
ヲ
リ
に
苦
し
め
ら
れ
た
ホ
デ
リ
が﹁
僕

は
今
よ
り
以
後
、
汝
命
の
昼
夜
の
守
護
人
と
為
り
て
仕
へ
奉
ら
む
﹂
と
誓
っ
た
発
言
な
ど
、
お
よ
そ
未
来
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
へ
の
発

言
は
す
べ
て
言
葉
先
行
型
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
古
事
記
神
話
の
な
か
に
多
く
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
言
葉
が
先
行
し
て
示
さ
れ
、
そ
の
言
葉
に
内
在
す
る
言
霊
の
力
が
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
柄
も
定
ま

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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（
う
）
事
柄
先
行
型
の
「
言
挙
げ
」
の
事
例

　

事
柄
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
と
言
っ
て
も
、
事
柄
に
ど
の
よ
う
に
言
及
す
る
の
か
と
い
う
言
及
の
仕
方
か
ら
様
々
な
形
を
と
り
う
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
最
も
標
準
的
な
も
の
と
言
え
る
の
は
、
事
柄
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
発
言
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
古
事
記
神
話
に
は
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
表
現
が
出
て
こ
な
い
の
で
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ミ
ソ
ギ
を
お
こ
な
う
際
に
水
の
流
れ
に
つ

い
て
﹁
上
つ
瀬
は
瀬
速
く
、
下
つ
瀬
は
瀬
弱
し
﹂
と
発
言
し
た
こ
と
が
﹁
言
挙
げ
﹂
で
あ
る
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︱
︱
た
だ
し
、

言
葉
に
表
す
こ
と
が
﹁
言
挙
げ
﹂
で
あ
る
以
上
、こ
の
発
言
が
﹁
言
挙
げ
﹂
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
よ
う
の
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
︱
︱
、

資
料
②
で
示
し
た
日
本
書
紀
別
伝
神
話
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
﹁
言
挙
げ
﹂
す
る
と
い
う
形
で
、﹁
上
つ
瀬
は
是
太
だ
疾
し
、
下
つ
瀬
は
是

太
だ
弱
し
﹂
と
発
言
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
水
の
流
れ
に
対
す
る
客
観
的
な
状
態
の
説
明
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に

言
葉
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
柄
の
状
態
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
何
ら
の
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
は
、
上
瀬
と
下
瀬
は
ミ
ソ
ギ
を
お
こ
な
う
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
、
中
瀬
で
ミ
ソ
ギ
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
﹁
言
挙
げ
﹂
と
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ザ
ナ
キ
が
各
々
、
自
分
の
身
体
の
形
状
に
つ
い
て
﹁
吾
が
身
は
、
成
り
成
り
て
、

成
り
合
は
ぬ
処
、一
処
在
り
﹂﹁
我
が
身
は
、成
り
成
り
て
、成
り
余
れ
る
処
、一
処
在
り
﹂
と
説
明
す
る
発
言
、ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
に
昇
っ

て
き
た
と
き
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
そ
の
理
由
に
つ
い
て
﹁
我
が
な
せ
の
命
の
上
り
来
る
由
は
、
必
ず
善
き
心
に
あ
ら
じ
。
我
が
国
を
奪
は

む
と
欲お

も

ふ
ぞ
﹂
と
推
測
す
る
発
言
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
を
﹁
汝
は
手
弱
き
女
人
に
有
れ
ど
も
、
い
む
か
ふ
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神
と
面
む
き
て
勝
つ
神
な
り
﹂
と
い
う
よ
う
に
評
価
し
た
と
き
の
発
言
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
が
妊
娠
し
た
と
き
に
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

が
﹁
佐
久
夜
毘
売
、
一
宿
に
や
妊
み
ぬ
る
。
是
れ
は
我
が
子
に
非
じ
。
必
ず
国
つ
神
の
子
に
あ
ら
む
﹂
と
疑
っ
た
発
言
な
ど
、
多
く
の
事

例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
前
編
で
扱
っ
た
﹁
詔
り
別
き
﹂
や
﹁
詔
り
直
し
﹂
の
発
言
も
こ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
の
型
に
属
す
る
発
言
の
な
か
で
、
言
霊
の
力
を
強
く
意
識
し
た
、
い
か
に
も
﹁
言
挙
げ
﹂
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
事

柄
を
褒
め
称
え
よ
う
と
す
る
発
言
で
あ
る
。
言
霊
信
仰
に
お
い
て
は
言
葉
と
事
柄
は
言
霊
の
力
を
通
じ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、

言
葉
で
飾
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
柄
も
そ
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
輝
き
を
放
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下

で
は
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
結
婚
す
る
際
に
お
こ
な
っ
た
発
言
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
で
は
、実
際
に
何
か
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、

男
と
女
が
結
ば
れ
る
と
い
う
形
で
具
現
化
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
自
ら
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
を
観
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
古
代
の
日
本
人
の
実
感
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
国
土
な
ど
を
生
成
す
る
た
め
に
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ

ナ
キ
と
い
う
一
対
の
男
女
の
神
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
二
柱
の
神
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
た
。

　
　

イ
ザ
ナ
ミ
︱
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
。

　
　

イ
ザ
ナ
キ
︱
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
。

　

女
神
が
最
初
に
発
言
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
の
ち
に
男
神
が
先
に
発
言
す
る
と
い
う
形
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て︶

30
︵

、
お
互
い
が
﹁
な
ん
と
ま
あ
愛
し
い
女
、
愛
し
い
男
で
あ
る
こ
と
よ
﹂
と
相
手
を
褒
め
称
え
て
い
る
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の
で
あ
る
。﹁
イ
ザ
ナ
﹂︵﹁
い
ざ
な
ふ
﹂
の
語
幹
﹂︶
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
々
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
お
互
い
を

強
く
求
め
合
い
、
結
び
つ
き
合
う
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
相
手
を
褒
め
称
え
る
こ
と
で
、
そ
の
結
び
つ
き
を

さ
ら
に
強
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
へ
の
人
身
御
供
と
な
る
定
め
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ

こ
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
現
れ
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
と
い
う
約
束
を
そ
の
父
母
と
交
わ
し
て
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た
。
そ
し

て
、
結
婚
し
て
暮
ら
す
新
居
と
な
る
宮
を
建
て
た
と
き
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　

や
く
も
た
つ　

い
づ
も
や
へ
が
き　

つ
ま
ご
み
に　

や
へ
が
き
つ
く
る　

そ
の
や
へ
が
き
を

　

こ
の
歌
は
古
事
記
神
話
で
最
初
に
登
場
す
る
歌
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
十
七
文
字
と
い
う
短
い
言
葉
の
な
か
に
、﹁
や
へ
が
き
﹂
と
い
う

表
現
が
三
回
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
八
重
垣
﹂、す
な
わ
ち
、幾
重
に
も
巡
ら
し
た
垣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、妻
を
大
切
に
守
り
、

慈
し
む
た
め
、
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
垣
を
巡
ら
し
た
宮
を
建
て
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
宮
と
そ
の

宮
に
住
む
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
し
て
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
褒
め
称
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
、
先
ほ
ど
保
留
に
し
て
い
た
﹁
豊
葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
上
に
あ
る
葦
原
の

中
つ
国
︱
︱
葦
の
生
い
茂
る
、
地
上
の
中
心
に
あ
る
国
︱
︱
を
褒
め
称
え
た
も
の
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
表
現
の
意
味

は
、
豊
か
な
葦
が
生
い
茂
る
、
永
遠
に
多
く
の
瑞
穂
が
実
り
続
け
る
国
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
葦
と
い
う
植
物
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が︶

31
︵

、
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
と
思
わ

40（　）

九
一
〇



れ
る
の
は
、
葦
が
稲
の
育
つ
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
古
代
に
お
い
て
葦
が
生
え
る
湿
地
帯
は
稲
の

栽
培
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
水
辺
で
自
然
に
生
え
る
葦
と
違
っ
て
、
稲
は
自
然
に
は
育
つ

わ
け
で
は
な
い
。
も
し
何
も
手
を
か
け
ず
に
勝
手
に
育
つ
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
の
最
も
重
要
な
食
料
を
何
の
苦
労
も
す
る
こ
と
な
く
手

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
稲
を
実
際
に
育
て
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
熟
知
し
た
者
が

十
分
に
手
を
か
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
話
上
の
表
現
と
し
て
は
、
稲
に
関
わ
る
神
に
よ
る
国
土
の
統
治
が

必
要
な
の
で
あ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
こ
そ
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
な
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
の
発
言
は
、
言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
の
箇
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
の
子
が
葦
原
の
中
つ
国
の
正
当
な
統
治
者
で

あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
統
治
す
る
国
が
永
遠
に
栄
え
て
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
褒
め
称
え
た
表
現
を
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

褒
め
称
え
よ
う
と
す
る
発
言
と
し
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
結
婚
し
た
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
住
む
宮
を
立
て
る
場
所
を
﹁
吾

は
此
の
地
に
来
て
、
我
が
御
心
す
が
す
が
し
﹂
と
述
べ
た
発
言
、
天
降
り
を
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
定
住
で
き
る
場
所
を
見
つ
け
て
、﹁
朝

日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
な
り
。
故
、
此
の
地
は
甚い

と

吉
き
地
な
り
﹂
と
述
べ
た
発
言
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
褒
め
称
え
る
発
言
が
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
扱
き
下
ろ
す
発
言
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
扱
き
下
ろ
す
行
為
は
慢
心
に
つ
な
が
る

恐
れ
も
あ
る
が
、
意
外
に
も
古
事
記
神
話
に
は
そ
の
事
例
が
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。
ス
セ
リ
ビ
メ
が
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
一
目
見
て
気
に
入
っ

て
、﹁
甚い

と

麗
し
き
神
来
ぬ
﹂
と
父
ス
サ
ノ
ヲ
に
知
ら
せ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
は
娘
が
別
の
男
性
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
臍
を
曲
げ
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た
ス
サ
ノ
ヲ
が
﹁
此
は
葦
原
の
色
許
男
の
命
と
謂
ふ
﹂︵
こ
の
場
合
の
﹁
し
こ
﹂
は
醜
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︶
と
貶
し
た
発
言
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が
葦
原
の
中
つ
国
に
い
る
神
々
に
対
し
て
﹁
此
の
国
に
道
速
振
る
荒
振
る
国
つ
神
等
が
多
く
在
る
と
所お

も
ほ為
す
﹂
と
野
蛮
視
し
た

発
言
、
使
い
と
し
て
や
っ
て
来
た
ナ
キ
メ
を
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
﹁
此
の
鳥
は
、
其
の
鳴
音
甚
悪
し
﹂
な
ど
と
評
し
て
、
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

を
唆
そ
う
と
し
た
発
言
、
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
が
海
の
生
き
物
た
ち
を
集
め
て
、
天
つ
神
の
御
子
に
仕
え
る
か
ど
う
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ナ

マ
コ
だ
け
が
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
﹁
此
の
口
や
、
答
へ
ぬ
口
﹂
と
貶
し
た
発
言
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
言
葉
先
行
型
、
事
柄
先
行
型
と
い
う
二
つ
の
形
態
に
区
別
し
て
、﹁
言
挙
げ
﹂
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

こ
の
区
別
は
あ
く
ま
で
も
考
察
す
る
際
の
一
つ
の
補
助
線
に
す
ぎ
な
い
。
古
事
記
神
話
の
実
際
の
記
述
で
は
、
事
柄
に
つ
い
て
状
態
の
説

明
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
発
言
し
、
行
動
を
お
こ
す
と
い
う
形
で
、
こ
の
二
つ
の
形
態
の
﹁
言
挙
げ
﹂
が
結
び
つ
い
て
現
れ
る

場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
さ
き
ほ
ど
保
留
に
し
て
い
た
、﹁
言
挙
げ
﹂
は
神
威
を
配
慮
し
て
慎
重
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
こ
と
は
神
が
お
こ
な
う
場
合
で
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
二
つ
の
事
例
を
交
え
て
、
考
察
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
そ
の
二
つ
の
事
例
と
は
、
神
あ
る
い
は
神
的
な
存
在
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
発
言
し
た
り
、
慢
心
に
基
づ
い
て
発
言
し
た
り

し
た
た
め
、
最
終
的
に
は
禍
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
と
い
う
神
の
発
言
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
あ
る
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
よ
る
葦
原
の
中
つ
国
統
治
を
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実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
と
い
う
神
が
使
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
。
こ
の
神
は
そ
れ
ま
で
の
使
者
と
は
違
い
、
武
闘
神

的
な
性
格
を
強
く
も
っ
て
お
り
、
交
渉
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
場
合
、
武
力
行
使
も
あ
り
う
る
と
い
う
威
嚇
を
全
面
に
押
し
出
し
た
使

者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
現
れ
た
の
が
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
と
い
う
神
で
あ
る
。

　
﹁
タ
ケ
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
の
﹁
タ
ケ
﹂
と
同
様
に
、
勇
猛
で
あ
る
こ
と
を
表
す
美
称
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り

に
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
も
勇
猛
な
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
が
天
降
っ
て
き
て
、
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
を
タ
ケ

ミ
ナ
カ
タ
が
聞
き
つ
け
て
、
巨
大
な
岩
石
を
軽
々
と
手
に
抱
え
て
自
ら
の
腕
力
を
誇
示
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

誰
ぞ
我
が
国
に
来
て
、
忍
ぶ
忍
ぶ
如
此
く
物
言
ふ
。
然
あ
ら
ば
、
力
競
べ
為
む
と
欲
ふ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
が
実
際
に
﹁
忍
ぶ
忍
ぶ
﹂、
す
な
わ
ち
、
小
声
で
ひ
そ
ひ
そ
と
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
の
行
動
に
対
す
る
状
態
の
説
明
と
い
う
こ
と
で
事
柄
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
に
属
す
る
で

あ
ろ
う
が
、
事
実
を
ね
じ
曲
げ
た
発
言
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
声
で
ひ
そ
ひ
そ
と
、
つ
ま
り
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
か
ら
す
れ
ば
、

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
が
腕
力
の
あ
る
自
分
を
畏
れ
て
、
知
ら
れ
ま
い
と
し
て
、
ひ
そ
か
に
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
決
め
つ
け
て
い
る

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
相
手
を
侮
り
、
挑
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
自
信
満
々
で
あ
っ
た
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
勝
負
を
挑
も
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
の
﹁
然
あ
ら
ば
、
力
競
べ
為
む
﹂
と
い
う
発

言
は
言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
と
力
競
べ
を
し
て
み
る
と
、

歴
然
と
し
た
力
の
違
い
が
あ
り
、
ま
っ
た
く
勝
負
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
遥
か
遠
く
に
あ
る
科
野
の
国
の
州
羽
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に
逃
げ
込
ん
だ
が
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、﹁
恐
し
。
我
を
な
殺
そ
。
此
の
地
を
除
き
て
は
、
他
の

処
に
行
か
じ
﹂
な
ど
と
命
乞
い
の
発
言
し
た
。
こ
の
発
言
も
言
う
ま
で
も
な
く
言
葉
先
行
型
の
﹁
言
挙
げ
﹂
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
発
言

の
通
り
に
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
そ
こ
に
ず
っ
と
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
諏
訪
大
社
の
祭
神
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
一
見
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
ヲ
の
圧
倒
的
な
強
さ
を
讃
え
る
武
勇
譚
の
よ
う
で
あ
る
が
、﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

自
ら
の
力
を
過
信
し
、
慢
心
し
た
上
で
﹁
言
挙
げ
﹂
し
た
た
め
に
、
言
霊
の
力
を
通
し
て
、
逆
に
自
ら
が
禍
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
は
、
神
話
記
述
の
順
序
か
ら
す
る
と
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
﹁
稲
羽
の
素
ウ
サ
ギ
﹂
が
和
邇
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た

発
言
で
あ
る
。
元
い
た
場
所
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
ウ
サ
ギ
が
何
と
か
帰
る
た
め
に
、
和
邇
に
ウ
サ
ギ
の
種
族
と
和
邇
の
種
族
の
ど
ち
ら
の

数
が
多
い
か
確
認
し
て
み
よ
う
と
偽
り
の
提
案
を
し
、
和
邇
の
数
を
数
え
る
ふ
り
を
し
て
、
島
か
ら
陸
地
へ
、
和
邇
た
ち
を
橋
替
わ
り
に

跨
い
で
帰
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
匹
の
上
を
跨
ぎ
終
わ
り
、
陸
地
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
発

言
し
た
。

　
　

汝
は
我
に
欺
か
え
ぬ
。

　

こ
れ
は
ま
ん
ま
と
策
略
に
は
ま
っ
た
和
邇
を
愚
弄
し
た
発
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
騙
さ
れ
た
こ
と
に
怒
っ
た
和
邇
は
ウ
サ
ギ
に
噛
み
つ

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ウ
サ
ギ
は
傷
を
負
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
、
日
本
の
昔
話
に
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
ず
る
賢
い
者
は
最
後
に
ひ
ど
い
目
に
遭
う
と
い
う
、
正
直
さ
を
尊
ぶ
も
の
の
よ
う
に
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捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、﹁
言
挙
げ
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、自
分
の
方
が
知
恵
で
優
っ
て
い
る
と
い
う
ウ
サ
ギ
の
慢
心
の
た
め
に
、

言
霊
の
力
を
通
し
て
、
禍
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ウ
サ
ギ
は
古
事
記
神
話
で
、
の
ち
に
﹁
兔
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
ウ
サ

ギ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
神
的
な
存
在
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う︶

32
︵

。

　

こ
の
二
つ
の
事
例
は
、
通
常
で
は
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、﹁
言
挙
げ
﹂
の
特
色
と
い
う
点
か

ら
、
た
と
え
神
や
神
的
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
慢
心
し
て
﹁
言
挙
げ
﹂
を
す
る
な
ら
ば
、
言
霊
の
力
を
通
し
て
、
禍
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
形
で
読
み
解
く
こ
と
も
十
分
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に

　

以
上
の
よ
う
に
、﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
﹂
と
題
し
て
、
前
編
、
後
編
に
わ
け
て
、
言
霊
信
仰
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
る
古

事
記
神
話
の
記
述
を
考
察
し
て
き
た
。
前
編
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
お
こ
な
っ
た
﹁
詔
り
別
き
﹂﹁
詔
り
直
し
﹂
と
、
宣
誓
の
提
示
と
い

う
形
で
言
葉
と
結
び
つ
く
こ
と
の
多
い
ウ
ケ
ヒ
と
い
う
呪
術
に
つ
い
て
扱
い
、
後
編
で
は
他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
す
発
言
と
﹁
言
挙
げ
﹂

に
つ
い
て
扱
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
古
事
記
神
話
の
様
々
な
記
述
が
、
言
葉
に
言
霊
が
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
力
が
言
葉
と
事
柄
を
結
び
つ
け

る
の
で
あ
る
と
い
う
言
霊
信
仰
を
前
提
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
と
、
一
見
、
平
板
な
記
述
で
あ
っ
て
も
、
言
霊
信
仰
と
い
う
観
点
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に
よ
っ
て
、
別
の
角
度
か
ら
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
極
論
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
神
々
の
活
躍
す
る
神
話
的
世
界
を
含
め
て
、
古
き
事
柄
を
言
葉
に
よ
っ
て
書
き
記
そ
う
と
す
る
﹃
古
事
記
﹄
と
い
う

書
物
自
体
が
、﹁
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
﹂
と
呼
ば
れ
る
日
本
に
ふ
さ
わ
し
く
、
言
霊
の
集
大
成
な
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注︵
1
︶﹃
日
本
書
紀
﹄
の
場
合
、
本
文
神
話
で
は
イ
ザ
ナ
キ
は
死
な
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
別
伝
神
話
を
見
る
と
、
第
五
段
の
第
二
書
で
﹁
終
﹂、
同

段
の
第
三
書
で
﹁
神
退
﹂、
同
段
の
第
五
書
で
﹁
神
退
去
﹂、
同
段
の
第
六
書
で
﹁
化
去
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
﹁
か
む
さ
る
﹂
と
読
ま
せ

て
い
る
。

︵
2
︶
古
代
日
本
で
は
、
特
に
貴
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
亡
骸
を
﹁
喪
屋
﹂
と
い
う
建
物
に
仮
安
置
し
て
、
死
者
の
復
活
を
願
う
と
と
も
に
、
そ

の
亡
骸
が
腐
敗
し
て
変
容
す
る
様
子
を
見
届
け
、
そ
の
死
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
﹁
モ
ガ
リ
︵
殯
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
儀
式
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
古

事
記
神
話
で
も
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
死
ん
だ
際
に
モ
ガ
リ
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
に
関
し
て
も
、
モ
ガ
リ
が
お
こ
な

わ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
神
話
で
は
、
横
た
わ
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
亡
骸
の
枕
元
や
足
下
で
イ
ザ
ナ
キ
が
慟
哭

し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
、
出
雲
の
国
と
伯
伎
の
国
の
境
に
あ
る
比
婆
の
山
に
葬は

ぶ

っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
を
モ

ガ
リ
の
記
述
、
後
者
を
埋
葬
の
記
述
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
な
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ら
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
が
訪
ね
た
黄
泉
つ
国
も
当
然
、
埋
葬
さ
れ
た
場
所
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
日
本
書
紀
別

伝
神
話
︵
第
五
段
の
第
九
書
︶
の
記
述
と
の
整
合
性
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
記
述
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
モ
ガ
リ
を
お
こ
な
っ

て
い
る
場
所
を
訪
ね
る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
様
子
で
応
対
す
る
。
そ
の
際
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
﹁
私
を
見
な
い
で
く
だ
さ
い
﹂
と

頼
む
が
、
辺
り
が
暗
い
の
で
、
イ
ザ
ナ
キ
が
明
か
り
を
灯
し
て
見
て
み
る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
は
膨
張
し
、
あ
ち
こ
ち
に
﹁
八
色
の
雷
公
﹂
が
い
た

︵
こ
れ
は
死
体
が
腐
敗
す
る
様
子
を
描
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︶。
そ
の
お
ぞ
ま
し
い
姿
を
見
て
イ
ザ
ナ
キ
は
逃
げ
帰
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
記
述
は
古
事
記
神
話
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
つ
国
訪
問
の
記
述
と
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
対
応
関
係
か
ら
、
黄
泉
つ
国
の
原
型

は
イ
ザ
ナ
ミ
の
モ
ガ
リ
を
お
こ
な
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
死
者
が
赴
く
べ
き
世
界
な
ど
実
際
に
は
存
在
し
な

い
と
い
う
合
理
的
な
発
想
か
ら
、
黄
泉
つ
国
と
い
う
世
界
を
否
定
し
て
、
そ
れ
を
、
モ
ガ
リ
を
お
こ
な
っ
た
場
所
に
置
き
換
え
た
と
い
う
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
日
本
書
紀
別
伝
神
話
の
記
述
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
訪
ね
た
の
は
モ
ガ
リ
を
お
こ
な
っ
た
場
所
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
つ
い
て
、
埋
葬
し
た
場
所
を
黄
泉
つ
国
と
し
、
そ
こ
に
イ
ザ
ナ
キ
が
訪
ね
た
と
理
解
す
る
な

ら
ば
、両
者
で
齟
齬
を
来
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
点
を
ど
う
整
合
的
に
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
が
、

本
稿
で
こ
れ
以
上
論
じ
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
別
に
機
会
に
改
め
て
扱
い
た
い
。

︵
3
︶
こ
の
﹁
事
戸
﹂
も
言
霊
の
存
在
が
前
提
と
な
っ
た
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
﹃
時
代
別

国
語
大
辞
典　

上
代
篇
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
、
第
一
版
第
二
刷
、
三
省
堂
︶
も
未
詳
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
﹁
こ
と
ど
︵
事
戸
︶﹂
の
﹁
こ
と
﹂
は

﹁
別
天
つ
神
﹂
の
﹁
こ
と
﹂
に
通
じ
る
も
の
、﹁
ど
﹂
は
﹁
の
り
と
﹂﹁
ち
く
ら
の
お
き
と
﹂
の
﹁
と
﹂
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
呪
術
的
な
力
を
前
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提
に
し
て
、
夫
婦
の
離
別
を
宣
言
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、﹁
事
戸
﹂
の
用
例
は
、
こ
の
古
事
記
神
話
の
記
述
と
日
本
書
紀
別
伝
神
話
︵
第
五
段
の

第
六
書
︶
に
あ
る
﹁
絶こ

と

ど

妻
之
誓
を
建わ
た

す
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
だ
け
な
の
で
、確
定
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、坂
本
太
郎
、

家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
﹃
日
本
書
紀　

上
﹄︵
昭
和
四
十
四
年
、
第
一
版
第
三
刷
、
日
本
古
典
文
学
大
系
67
、
岩
波
書
店
︶
の
九
十
三

頁
の
注
35
を
参
照
。

︵
4
︶
本
文
に
お
け
る
書
き
下
し
の
表
記
に
関
し
て
、﹃
古
事
記
﹄
は
沖
森
卓
也
、佐
藤
信
、矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
平
成
二
十
七
年
、第
一
版
第
一
刷
、

お
う
ふ
う
︶、﹃
日
本
書
紀
﹄
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
︵
小
学
館
︶、﹃
風
土
記
﹄
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︶、﹃
万
葉
集
﹄
は
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶
に
基
づ
い
た
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

︵
5
︶
益
田
勝
実
著
﹃
古
事
記　

古
典
を
読
む
﹄︵
昭
和
五
十
九
年
、
第
一
版
第
一
刷
、
岩
波
書
店
︶
の
百
十
五
頁
～
百
十
六
頁
、
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話

と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄︵
平
成
十
三
年
、
新
訂
版
第
一
刷
、
岩
波
書
店
︶﹄
の
八
十
一
頁
～
八
十
二
頁
を
参
照
。

︵
6
︶﹃
日
本
書
紀
﹄
で
古
事
記
神
話
の
﹁
青
人
草
﹂﹁
人
草
﹂
に
対
応
し
て
い
る
表
現
は
、本
文
神
話
で
は
﹁
人ひ

と
く
さ民
﹂︵
第
五
段
︶、別
伝
神
話
で
は
﹁
国
く
に
の
ひ
と
く
さ
民
﹂︵
同

段
の
第
二
書
︶、﹁
国ひ
と
く
さ民
﹂︵
同
段
の
第
六
書
︶、﹁
蒼
あ
を
ひ
と
く
さ
生
﹂︵
同
段
の
第
十
一
書
︶
で
あ
る
が
、﹁
蒼
生
﹂
以
外
は
す
べ
て
死
ぬ
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、﹁
あ
を
﹂
の
付
い
た
﹁
蒼
生
﹂
だ
け
は
こ
れ
か
ら
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
古
事
記
神
話
と
一

致
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
ゆ
く
人
草
に
は
若
々
し
さ
を
示
す
﹁
あ
を
﹂
が
付
さ
れ
、
枯
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
人
草
に
は
﹁
あ
を
﹂

が
付
さ
れ
な
い
と
い
う
区
別
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
神
話
の
み
な
ら
ず
、
日
本
書
紀
神
話
に
お
い
て
も
、

人
が
常
に
﹁
ひ
と
く
さ
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
も
、
そ
れ
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
神
話
に
お
い
て
は
、
人
は
あ
く
ま
で
も
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草
で
あ
り
、
成
長
期
に
は
青
み
を
帯
び
る
し
、
枯
れ
て
く
れ
ば
、
く
す
ん
だ
色
に
な
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

︵
7
︶
た
だ
し
、﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
、
の
ち
に
神
武
天
皇
と
な
る
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
葦
原
の
瑞
穂
の
国
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
先
祖
で

あ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
天
降
り
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
百
七
十
九
万
二
千
四
百
七
十
年
の
歳
月
が
経
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、﹃
日

本
書
紀
﹄
の
編
纂
者
は
、
神
話
に
お
け
る
出
来
事
と
私
た
ち
の
時
間
は
連
続
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
神
話
と
歴
史
と
い
う
形
で

神
の
世
と
人
の
世
を
異
質
な
も
の
と
し
て
区
別
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

︵
8
︶
古
事
記
神
話
で
天
つ
神
が
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
命
じ
た
地
上
国
土
の
修
理
固
成
と
い
う
の
は
、
単
に
嶋
、
海
、
山
、
川
な
ど
を
生
み
出
す
こ

と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
生
み
終
わ
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
つ
国
に
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
を
訪
ね
た
と
き
に
、﹁
吾
と
汝
と

作
れ
る
国
、
未
だ
作
り
竟
ら
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
亡
き
あ
と
、
イ
ザ
ナ
キ
は
自
力
で
統
治
者
に
ふ
さ
わ
し

い
三
貴
子
を
生
ん
で
歓
喜
す
る
が
、
そ
れ
で
も
修
理
固
成
が
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
地
な
ど
が
あ
っ
て
、
統
治
者
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
統
治
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
て
言
え
ば
、
無
人
島
に
人
間
が
一
人
で
住
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
統
治

と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
イ
ザ
ナ
キ
は
三
貴
子
を
生
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
平
成
二
十
六
年
、
第
一
版
第
一
刷
、
晃
洋
書
房
︶
の
五
十
三
頁
～
五
十
七

頁
を
参
照
。
地
上
国
土
の
修
理
固
成
が
完
成
す
る
た
め
に
は
、﹁
人
草
﹂
と
呼
ば
れ
る
人
間
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
人
草
に
よ
っ
て
農
耕
が
お
こ
な
わ

れ
る
集
落
社
会
が
形
成
さ
れ
︵
こ
れ
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
役
割
︶、
複
数
の
集
落
社
会
を
軍
事
的
、
宗
教
的
力
に
よ
っ
て
束
ね
て
、﹁
国
家
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
こ
れ
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
役
割
︶。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
真
の
統
治
者
が
は
じ
め
て
必
要
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に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
上
国
土
の
修
理
固
成
を
命
じ
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ
て
、
古
代
に
お
い
て
﹁
お
ほ
み
た
か
ら
﹂
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
人
草
た
ち
を
育
む
こ
と
は
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
イ
ザ
ナ
ミ
も
そ
の
役
割
を
担
う
べ
き
存
在

で
あ
っ
た
が
、
神
避
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
草
を
死
へ
と
引
き
ず
り
込
む
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

 

︵
9
︶
和
邇
と
い
う
生
き
物
が
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
問
題
に
さ
れ
、
ワ
ニ
や
サ
メ
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
確

定
す
る
根
拠
は
古
事
記
神
話
の
中
に
明
確
な
形
で
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
古
事
記
神
話
の
記
述
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
和
邇
は
海
に
住
む
、
鋭
い
歯

を
も
っ
た
生
き
物
と
い
う
理
解
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ワ
ニ
や
サ
メ
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
シ
ャ
チ
、
ウ
ツ
ボ
、
海

ヘ
ビ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
神
話
に
登
場
す
る
生
き
物
を
そ
の
ま
ま
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
日
常
の
世
界
の
存
在
と
し
て
捉

え
て
よ
い
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
神
話
に
お
け
る
和
邇
は
、
ウ
サ
ギ
と
会
話
を
交
わ
し
た
り
、
ホ
ヲ
リ
を
陸
地
へ

と
送
り
届
け
た
り
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
と
い
う
姿
を
と
っ
て
、
ホ
ヲ
リ
の
妻
と
な
っ
て
、
そ
の
子
を
生
ん
だ
り
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
存
在
が
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
生
き
物
と
同
じ
で
あ
る
と
は
到
底
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
の
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
神
話
に
登

場
す
る
生
き
物
は
、
日
常
と
非
日
常
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
日
常
か
非
日
常
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ

け
に
結
び
つ
け
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︵
10
︶ 

先
行
研
究
で
は
こ
の
﹁
淤
岐
の
嶋
﹂
を
隠
岐
の
島
︵
正
確
に
は
隠
岐
諸
島
︶
で
あ
る
と
捉
え
る
場
合
が
多
い
が
︵
た
と
え
ば
、
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣

長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
、第
一
版
第
一
刷
、筑
摩
書
房
︶
の
四
百
二
十
九
頁
、西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注
釈　

第
二
巻
﹄︵
昭
和
五
十
一
年
、

第
一
版
第
一
刷
、
平
凡
社
︶
の
十
三
頁
、
山
口
佳
紀
、
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
﹃
古
事
記
﹄︵
平
成
十
六
年
、
第
一
版
第
六
刷
、
日
本
古
典
文
学
全
集
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1
、
小
学
館
︶
の
七
十
七
頁
の
注
2
を
参
照
︶、
古
事
記
神
話
の
記
述
か
ら
だ
け
で
は
そ
れ
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹁
淤
岐

の
嶋
﹂
を
沖
合
い
に
あ
る
島
と
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
﹃
塵
袋
﹄
と
い
う
書
物
に
引

用
さ
れ
た
﹃
因
幡
国
風
土
記
﹄
逸
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
記
述
︵
た
だ
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
で
は
こ
の
記
述
を
逸
文
と
は
み
な
さ
ず
、

掲
載
も
省
略
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
と
吉
野
裕
訳
﹃
風
土
記
﹄︵
平
成
二
十
年
、
第
一
版
第
四
刷
、
平
凡
社
︶
に
基
づ
き
、
逸

文
と
し
て
扱
う
︶
に
よ
る
と
、
竹
林
に
住
ん
で
い
た
老
い
た
ウ
サ
ギ
が
洪
水
で
流
さ
れ
て
、
竹
に
つ
か
ま
っ
た
ま
ま
漂
流
し
て
﹁
オ
キ
ノ
シ
マ
﹂
に

た
ど
り
着
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
﹃
因
幡
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
内
容
を
古
事
記
神
話
の
記
述
に
そ
の
ま
ま
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、

そ
の
あ
と
の
和
邇
と
の
や
り
と
り
を
見
て
も
、
両
者
の
記
述
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
古
事
記
神
話
に
載
っ
て
い
る
記
述
と
﹃
因
幡
国
風
土
記
﹄
逸

文
に
載
っ
て
い
る
記
述
は
同
じ
伝
承
に
由
来
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
古
事
記
神
話
に
出

て
く
る
﹁
淤
岐
の
嶋
﹂
を
隠
岐
諸
島
と
捉
え
る
こ
と
に
特
に
大
き
な
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
因
幡
の
﹁
気
多
の
崎
﹂
か
ら
、
隠
岐
諸

島
で
最
も
近
い
場
所
︵
島ど

う
ぜ
ん前
の
東
側
︶
ま
で
約
百
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
が
あ
る
。
そ
の
距
離
を
、
和
邇
を
並
べ
て
橋
の
よ
う
に
す
る
に
は
、

五
万
匹
以
上
は
必
要
で
あ
ろ
う
︵
こ
れ
は
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
和
邇
を
縦
に
並
べ
た
場
合
の
概
算
で
あ
る
。
横
に
並
べ
れ
ば
そ
の
数
倍
の
数
が

必
要
と
な
る
︶。
そ
し
て
、
和
邇
の
数
を
数
え
る
ふ
り
を
し
て
渡
る
と
い
う
の
が
ウ
サ
ギ
の
策
略
な
の
で
、
つ
ぎ
の
和
邇
に
飛
び
移
る
の
に
そ
れ
な
り

の
時
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
匹
数
え
る
の
に
一
秒
か
か
る
と
す
る
と
、
す
べ
て
数
え
上
げ
る
の
に
半
日
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
神
話
的
世

界
の
こ
と
な
の
で
、
八
百
万
と
い
う
膨
大
な
神
と
同
様
、
そ
の
よ
う
な
途
方
も
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
話
が
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

︵
11
︶
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄︵
平
成
十
七
年
、
第
一
版
第
十
九
刷
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
︶
の
三
百
七
十
七
頁

51（　）

古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
後
編
︶︵
岸
根
︶

九
二
一



の
百
九
十
蕃
、
百
九
十
一
番
の
神
名
を
参
照
。
こ
の
書
で
は
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
を
因
幡
国
八
上
郡
の
豪
族
の
娘
で
、
巫
女
を
つ
と
め
て
い
た
と
し
、
ウ

サ
ギ
を
そ
の
巫
女
の
神
使
い
の
動
物
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

︵
12
︶
こ
れ
を
﹁
神
託
﹂
で
は
な
く
、予
言
に
対
比
さ
せ
て
、従
来
の
用
例
の
よ
う
に
、﹁
預
言
﹂
と
言
い
表
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
日
本
語
で
は
﹁
予
言
﹂

と
﹁
預
言
﹂
と
い
う
二
つ
の
語
が
あ
た
か
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
、﹃
広
辞
苑
﹄
で
も
、
前
者
は
未
来
に
つ
い
て
語
る

こ
と
、
後
者
は
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
預
か
り
、
そ
れ
を
人
に
伝
え
る
こ
と
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
字
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
な
ら
ば
、

﹁
予
﹂
も
﹁
預
﹂
も
﹁
あ
ず
か
る
﹂
と
訓
じ
る
こ
と
が
で
き
て
、
両
者
に
本
質
的
に
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は

﹁
預
言
﹂
で
は
な
く
、﹁
神
託
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。

︵
13
︶
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
天
降
り
し
た
の
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
は
な
く
、
孫
で
あ
っ
た
と
い
う
古
事
記
神
話
の
記
述
を
、
当
時
の
政
治
状
況
を
反

映
し
た
も
の
と
捉
え
る
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︵
上
山
春
平
著
﹃
続
・
神
々
の
体
系　

記
紀
神
話
の
政
治
的
背
景
﹄︵
昭
和
五
十
年
、
第
一
版

第
十
六
刷
、中
公
文
庫
394
、中
央
公
論
社
︶
の
百
二
十
一
頁
～
百
二
十
四
頁
、梅
原
猛
著
﹁
記
紀
覚
書
﹂︵﹃
梅
原
猛
著
作
集
8　

神
々
の
流
竄
﹄
所
収
、

昭
和
五
十
六
年
、
第
一
版
第
一
刷
、
集
英
社
︶
の
三
百
一
頁
～
三
百
八
頁
を
参
照
︶。
天
降
り
し
た
の
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
は
な
く
、
孫
で
あ
っ
た

と
い
う
記
述
の
理
由
を
古
事
記
神
話
そ
れ
自
身
に
見
出
し
た
上
で
、
そ
の
記
述
を
当
時
の
政
治
状
況
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く

と
し
て
、
そ
の
理
由
を
直
接
、
当
時
の
政
治
状
況
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
、
古
事
記
神
話
は
一
つ
の
物
語
と
し
て
は
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
奈
良
時
代
に
は
﹃
古
事
記
﹄
は
ほ
と
ん
ど
人
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
︵
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注﹃
古
事
記
﹄の
三
百
二
頁
～
三
百
五
頁
を
参
照
︶、﹃
古
事
記
﹄に
祖
母
か
ら
孫
へ
の
統
治
指
名
の
記
述
が
あ
っ
て
も
、
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そ
れ
が
当
時
の
政
治
状
況
に
影
響
に
与
え
、
祖
母
か
ら
孫
へ
の
皇
位
継
承
を
正
当
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
は
考
え
に
く

い
。
な
お
、
古
事
記
神
話
そ
れ
自
身
の
論
理
に
即
し
た
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄
の
百
五
十
四

頁
～
百
五
十
六
頁
を
参
照
。

︵
14
︶
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
根
の
堅
州
国
へ
の
避
難
を
指
示
し
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
は
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
母
︵
サ
シ
ク
ニ
ワ
カ
ヒ
メ
︶
が
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
の
と
こ
ろ
へ
の
避
難
を
指
示
し
、
そ
の
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
も
八
十
の
神
か
ら
の
攻
撃
を
防
ぎ

き
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
い
る
根
の
堅
州
国
へ
の
避
難
を
指
示
し
た
と
い
う
の
が
一
番
順
当
な
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
指
示

を
直
後
に
﹁
詔
る
﹂︵
正
確
に
は
﹁
詔
り
た
ま
ひ
し
﹂
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
敬
語
を
除
き
、
終
止
形
に
改
め
た
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
︶
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
に
お
い
て
、
こ
の
例
以
外
で
、
何
ら
か
の
指
示
を
す
る
発
言
を
﹁
詔
る
﹂
と
い
う
形
で
記
し
て
い
る
の
は
、
イ
ザ
ナ

キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
指
示
を
与
え
た
天
つ
神
、
イ
ザ
ナ
キ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ス
サ
ノ
ヲ
、
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
︵
タ
カ
キ
︶、
ホ
ノ
ニ

ニ
ギ
と
い
っ
た
神
話
上
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
の
発
言
を
﹁
詔
る
﹂
と
記
す
の
は
不
自
然
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
詔
る
﹂
と
い
う
表
記
に
ふ
さ
わ
し
い
神
と
し
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
母
の
願
い
を
聞

き
入
れ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
蘇
ら
せ
た
カ
ム
ム
ス
ヒ
が
想
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
事
記
神
話
で
カ
ム
ム
ス
ヒ
が
そ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た

と
い
う
記
述
は
な
い
し
、さ
ら
に
、あ
と
の
記
述
で
、カ
ム
ム
ス
ヒ
が
子
の
ス
ク
ナ
ビ
コ
に
、オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
る
よ
う
に
命
じ
る
と
き
に
は
、﹁
詔
る
﹂

で
は
な
く
、﹁
告
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
指
示
を
し
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
文
脈

上
、
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
が
一
番
順
当
と
思
わ
れ
る
が
、
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
の
指
示
を
﹁
詔
る
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
神
話
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に
お
け
る
﹁
詔
る
﹂
の
用
例
を
検
討
し
て
、
別
の
機
会
に
扱
い
た
い
。

︵
15
︶
窄
ん
で
い
る
様
子
を
表
す
一
般
的
な
副
詞
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
や
む
を
え
ず
﹁
窄
ん
で
い
る
﹂
と
訳
し
た
。

︵
16
︶
節
分
の
豆
ま
き
の
場
合
、鬼
を
外
に
出
さ
な
い
と
、福
を
招
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、﹁
鬼
は
外
、福
は
内
﹂
と
唱
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
か
と
思
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
逆
の
﹁
福
は
内
、
鬼
は
外
﹂
と
い
う
唱
え
方
も
古
く
か
ら
あ
っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
両
者
は
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

︵
17
︶
本
居
宣
長
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄
の
四
百
五
十
一
頁
を
参
照
。

︵
18
︶
日
本
の
神
話
や
神
を
祭
る
神
社
で
﹁
Ａ
＋
ヒ
コ
﹂﹁
Ａ
＋
ヒ
メ
﹂
と
い
う
形
で
区
別
さ
れ
る
一
対
の
神
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
通
常
、
こ
の
一

対
の
神
は
夫
婦
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
日
本
書
紀
別
伝
神
話
︵
第
十
段
の
第
一
書
︶
に
登
場
す
る
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
コ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
︵
日
本
書
紀

神
話
で
は
﹁
ビ
メ
﹂
と
濁
ら
な
い
︶
は
父
と
娘
の
関
係
に
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
と
ス
セ
リ
ビ
メ
の
場
合
、﹁
Ａ
﹂
の
部
分
が
厳
密
に
は
一
致
し
て
い
な
い

が
︵
一
致
さ
せ
る
と
す
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
﹁
ス
セ
リ
ビ
コ
﹂
と
い
う
名
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、﹁
ス
サ
ノ
ヲ
﹂
と
﹁
ス
サ
ノ
メ
﹂
と
い
う

対
応
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︶、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
で
は
な
く
、
父
娘
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
子
で
あ
っ

て
も
、
父
に
と
っ
て
は
異
性
で
あ
る
娘
が
特
別
な
存
在
に
な
り
う
る
こ
と
︵
母
に
と
っ
て
は
息
子
︶
と
、
そ
の
娘
婿
に
特
別
な
何
か
を
託
す
と
い
う

物
語
上
の
必
然
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

︵
19
︶
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
天
つ
神
の
御
子
に
建
て
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
建
物
や
、
天
降
り
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
定
住
地
を
決
め
て
建
て
た
建
物
に
つ
い
て
も

同
じ
表
現︵
い
ず
れ
も
漢
字
の
表
記
が
一
箇
所
異
な
る
︶が
現
れ
て
い
る
。日
本
書
紀
神
話
に
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、﹃
日
本
書
紀
﹄︵
神

武
天
皇
元
年
一
月
︶
に
﹁
底
つ
磐
の
根
に
宮
柱
太
し
き
立
て
、
高
天
原
に
摶ち

ぎ風
峻た
か
し峙
り
て
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、﹃
延
喜
式
﹄
に
収
録
さ
れ
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て
い
る
祝
詞
に
も
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
が
頻
出
す
る
。

︵
20
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄
の
百
十
三
頁
、
百
二
十
六
頁
を
参
照
。

︵
21
︶
前
掲
の
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄
の
百
七
頁
～
百
八
頁
を
参
照
。

︵
22
︶
こ
の
﹁
言
ほ
く
﹂
を
表
現
形
式
か
ら
①
讃
美
形
式
、
②
命
令
形
式
、
③
予
言
形
式
、
④
願
望
形
式
と
い
う
四
つ
に
分
類
す
る
説
も
あ
る
。
金
子
武
雄

著
﹃
上
代
の
呪
的
信
仰
﹄︵
昭
和
五
十
二
年
、
第
一
版
第
一
刷
、
公
論
社
︶
の
百
十
六
頁
～
百
二
十
七
頁
を
参
照
。

︵
23
︶
ワ
タ
ツ
ミ
の
宮
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
岸
根
敏
幸
著
﹃
日
本
の
神
話
︱
︱
そ
の
諸
様
相
︱
︱
﹄︵
平
成
二
十
六
年
、
第
一
版
第
四
刷
、
晃
洋
書
房
︶

の
三
十
二
頁
～
三
十
四
頁
を
参
照
。

︵
24
︶
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
こ
の
﹁
称
﹂
を
﹁
た
た
へ
て
﹂
と
読
ん
で
い
る
が
︵
た
だ
し
、
資
料
⑦
⑫
で
は
同
じ
﹁
称
﹂
を
﹁
こ
と
あ
げ
し
て
﹂

と
読
ん
で
い
る
︶、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
お
よ
び
国
史
大
系
本
に
基
づ
い
て
、﹁
こ
と
あ
げ
し
て
﹂
と
読
む
こ
と
に
し
た
い
。

︵
25
︶
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
こ
の
﹁
揚
言
﹂
を
﹁
よ
う
げ
ん
し
て
﹂
と
読
ん
で
い
る
が
︵
た
だ
し
、
資
料
⑪
で
は
同
じ
﹁
揚
言
﹂
を
﹁
こ
と
あ
げ

し
て
﹂
と
読
ん
で
い
る
︶、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
お
よ
び
国
史
大
系
本
に
基
づ
い
て
、﹁
こ
と
あ
げ
し
て
﹂
と
読
む
こ
と
に
し
た
い
。

︵
26
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄
の
三
十
二
頁
～
三
十
八
頁
を
参
照
。

︵
27
︶
岸
根
敏
幸
著
﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
前
編
︶
︱
︱
﹁
詔
り
別
き
﹂
と
﹁
詔
り
直
し
﹂、
お
よ
び
、
ウ
ケ
ヒ
︱
︱
﹂︵﹃
福
岡
大
学
人
文
論
叢
﹄

第
四
十
九
巻
第
一
号
、
平
成
二
十
九
年
六
月
︶
の
三
十
六
頁
の
注
15
を
参
照
。

︵
28
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄
の
百
三
十
二
頁
～
百
三
十
三
頁
を
参
照
。
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︵
29
︶﹁
修
理
固
成
﹂
を
ど
の
よ
う
に
書
き
下
す
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
説
に
従
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い

く
つ
か
の
書
き
下
し
の
説
が
あ
る
。
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄
の
二
百
六
頁
の
注︵
48
︶で
、
そ
の
主
な
書
き
下
し
の

説
を
示
し
た
の
で
、
参
照
の
こ
と
。

︵
30
︶
結
婚
の
際
に
イ
ザ
ナ
ミ
が
最
初
に
声
を
か
け
た
た
め
、
や
り
直
し
た
と
い
う
記
述
に
対
し
て
は
、
従
来
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と

い
う
男
尊
女
卑
的
な
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
た
き
た
。
た
し
か
に
、イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
や
り
と
り
す
る
際
に
、イ
ザ
ナ
キ
の
発
言
だ
け
を
﹁
詔
る
﹂

と
表
記
し
て
、
両
者
に
格
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
を
設
け
て
は
い
る
も
の
の
︵
同
様
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
や
り
と
り
す
る
際
に
、
ア
マ

テ
ラ
ス
の
発
言
を﹁
詔
る
﹂と
表
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
格
の
違
い
は
性
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
︶、古
事
記
神
話
全
体
を
見
渡
す
と
、

イ
ザ
ナ
ミ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
、
ス
セ
リ
ビ
メ
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
な
ど
、
女
神
の
活
躍
す
る
記
述
が
非
常

に
目
立
っ
て
い
た
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ウ
ケ
ヒ
で
は
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
女
子
を
子
に
し
た
と
言
っ
て
勝
利
宣
言
し
て
い
た
り
、

日
本
書
紀
本
文
神
話
と
は
異
な
り
、
女
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
皇
家
の
先
祖
神
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
り
と
、
お
よ
そ
男
尊
女
卑
的
な
発
想

と
は
ほ
ど
遠
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
は
甚
だ
疑
問
を
感
じ
る
。
こ
の
世
界
の
生
成
を
男
女
の
生
殖
行
為
と
結
び
つ
け
て

捉
え
て
い
る
点
や
、
黄
泉
つ
国
が
抽
象
的
な
死
の
世
界
で
は
な
く
、
埋
葬
し
た
墓
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
り
続
け
て
い
る
点
な
ど
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
古
事
記
神
話
は
、
様
々
な
出
来
事
に
対
し
て
、
実
際
の
在
り
方
に
基
づ
く
と
い
う
形
で
具
象
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
い
う
多
分
に
抽
象
的
な
性
差
別
的
発
想
か
ら
は
、
あ
る
程
度
、
自
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
結
婚
の
際
に
女
性
が
最
初
に
声
を
か
け
た
の
が
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
男
尊
女
卑
的
な
発
想
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で
は
な
く
、
人
を
含
め
た
生
物
の
求
愛
行
動
に
お
け
る
実
際
の
在
り
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
半
の
生
き
物
に
お
い

て
は
、
オ
ス
が
メ
ス
に
求
愛
し
︵
体
の
大
き
さ
や
美
し
さ
、
力
強
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
、
目
を
引
く
よ
う
な
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
り
、
メ
ス
が
気
に

入
る
よ
う
な
巣
を
こ
し
ら
え
た
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
で
オ
ス
た
ち
は
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
す
る
の
で
あ
る
︶、
メ
ス
に
選
ば
れ
た
オ
ス
の
み
が
生

殖
に
よ
っ
て
自
ら
の
子
孫
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
求
愛
の
成
否
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
は
メ
ス
な
の
で
あ
る
。
女
性
で
あ
る
イ
ザ
ナ

ミ
が
最
初
に
声
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
求
愛
行
動
に
お
け
る
実
際
の
在
り
方
に
背
き
、
そ
の
た
め
に
、
子
を
生
む
こ
と
に
大
き
な

支
障
を
来
す
こ
と
な
る
の
で
︵
事
実
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
最
初
に
声
を
か
け
た
と
き
に
は
、
ヒ
ル
コ
と
ア
ハ
シ
マ
と
い
う
不
本
意
な
子
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ

た
︶、
改
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︵
31
︶
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
日
本
の
神
話
︱
︱
そ
の
諸
様
相
︱
︱
﹄
の
十
六
頁
で
は
、
葦
と
い
う
存
在
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
旺
盛
な
生
命
力

と
邪
気
を
払
う
力
と
い
う
二
つ
を
挙
げ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
水
辺
に
生
え
る
葦
が
草
原
の
よ
う
に
生
い
茂
る
様
子
が
、
あ
た
か
も
水
の
中
か
ら
大

地
が
現
れ
て
く
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
点
か
ら
、
国
土
の
成
り
立
ち
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

︵
32
︶
同
様
に
、
本
文
で
触
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
助
け
た
ネ
ズ
ミ
、
正
体
不
明
の
来
訪
者
に
つ
い
て
ク
エ
ビ
コ
に
聞
け
ば
そ
の
正
体
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
と

助
言
し
た
﹁
タ
ニ
グ
ク
﹂
と
呼
ば
れ
る
ヒ
キ
ガ
エ
ル
な
ど
も
、
神
と
交
流
可
能
な
存
在
で
あ
り
、
単
に
私
た
ち
の
日
常
に
い
る
生
き
物
と
い
う
の
で

は
な
く
、
神
的
な
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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