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じ
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淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
は
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
大
八
嶋
国
の
う
ち
で
最
初
に
生
ん
だ
嶋
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
嶋
に
つ
い
て
は
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
嶋
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、﹁
亦
の
名
﹂
な
ど︶

1
︵

と
い
う
形
で
示
さ
れ
る

神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
神
名
の
併
記
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
嶋
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
立
場
と
、
神
名

の
併
記
と
い
う
の
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
男
女
の
神
が
生
ん
だ
以
上
、
す
べ
て
の
嶋
が
神
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
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う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
併
記
が
な
い
と
い
う
の
は
本
来
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
何
ら
か
の

特
別
な
事
情
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
立
場
と
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

前
者
の
立
場
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
嶋
々
に
神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
張
も
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
は
な
い

が
、
そ
う
な
る
と
、
日
本
の
国
土
を
構
成
す
る
同
じ
嶋
で
あ
り
な
が
ら
、
神
で
あ
る
も
の
と
神
で
な
い
も
の
と
が
混
在
す
る
と
い
う
、
物

語
の
構
想
上
、
致
命
的
と
も
言
え
る
大
き
な
支
障
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
は
神
で
は
な
い
が
、
隠
伎
之

三
子
嶋
は
神
で
あ
る
と
し
て
区
別
す
る
理
由
を
示
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
二
神
が
自
ら
の
子
と
し
て
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
嶋
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

れ
は
神
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
嶋
に
神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
後
者
の
立
場
の
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
古
事
記
神
話
の
実
際
の
記
述
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
生
み
に
登
場
す
る
大
八
嶋
国
と
そ
れ
以
外
の
嶋
の
数

は
十
四
あ
る
が
、
伊
予
之
二
名
嶋
と
筑
紫
嶋
の
よ
う
に
、
嶋
の
面お

も

に
つ
い
て
個
別
に
記
述
し
て
い
る
も
の
を
、
各
々
独
立
さ
せ
て
数
え
挙

げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
数
は
二
十
と
な
る
。
そ
の
う
ち
で
、﹁
亦
の
名
﹂、
あ
る
い
は
、﹁
亦
の
名
﹂
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に

神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
数
え
挙
げ
る
と
、
十
八
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の

嶋
々
に
神
名
の
併
記
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
よ
り
、
す
べ
て
の
嶋
々
に
神
名
を
併
記
し
よ
う
と
す
る
明
確

な
意
図
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
と
佐
度
嶋
に
つ
い
て
は
、
そ
の
神
名
が
失
わ
れ
て
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し
ま
っ
た
と
考
え
る
方
が
は
る
か
に
自
然
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
な
が
ら
、
以
下
で
は
、
古
事
記
神
話
に
お
け
る
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
観
点

か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い︶

2
︵

。

一　

古
事
記
神
話
、
日
本
書
紀
神
話
に
お
け
る
淡
島
と
淡
路
島
の
交
錯

　

ま
ず
は
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
が
古
事
記
神
話
に
登
場
し
て
き
た
背
景
を
探
る
と
い
う
意
図
を
込
め
て
、
淡
島
と
淡

路
島
に
関
わ
る
記
述
が
伝
承
と
し
て
一
つ
の
形
に
は
定
ま
ら
ず
、
か
な
り
交
錯
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
古
事
記
神
話
と
日

本
書
紀
神
話
の
記
述
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
古
事
記
神
話
で
は
﹁
淡
嶋
﹂
と
﹁
淡
道
之
穂
之
狭

別
嶋
﹂
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
書
紀
神
話
で
は
﹁
淡
洲
﹂
と
﹁
淡
路
洲
﹂
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
各
神
話
に
個
別

に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
を
用
い
る
が
、
両
神
話
に
ま
た
が
る
形
で
言
及
す
る
場
合
に
は
。﹁
淡
島
﹂
と
﹁
淡
路
島
﹂

と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
︵﹁
大
八
島
国
﹂
に
つ
い
て
も
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
︶。

　

淡
道
嶋
に
関
連
す
る
古
事
記
神
話
の
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る︶

3
︵

。
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然
あ
れ
ど
も
、
く
み
ど
に
興
し
て
生
む
子
は
水
蛭
子
な
り
。
此
の
子
は
葦
船
に
入
れ
て
流
し
去
る
。
次
に
淡
嶋
を
生
む
。
是
も
亦
、

子
の
例つ

ら

に
入
れ
ず
。・
・
・
如か此
く
言
ひ
竟
り
て
、
御
合
し
て
生
み
し
子
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
と
は
別
な
も
の
と
し
て
淡
嶋
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
淡
嶋
の
誕
生
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ

ザ
ナ
ミ
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
子
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
か
ら
数

え
上
げ
ら
れ
る
、
日
本
の
国
土
を
構
成
す
る
八
つ
の
重
要
の
嶋
で
あ
る
大
八
嶋
国
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
淡
嶋

と
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
対
比
さ
れ
て
い
る
の
が
古
事
記
神
話
の
記
述
の
特
色
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
書
紀
神
話
に
は
実
に
多
様
な
伝
承
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
神
話
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お
そ
ら
く
豪

族
た
ち
な
ど
が
保
持
し
て
き
た
様
々
な
伝
承
を
収
集
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
︵
こ
の
点
は
古
事
記
神
話
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
︶、
そ

れ
ら
を
比
較
し
て
、
最
も
妥
当
と
判
断
し
た
伝
承
を
中
心
に
据
え
、
そ
れ
以
外
の
伝
承
を
参
考
資
料
と
し
て
併
記
す
る
と
い
う
独
特
な
編

纂
方
法
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
伝
承
は
実
際
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
形
で
︵
表
現
の
統
一

な
ど
と
い
っ
た
多
少
の
改
変
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
︶
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
日
本
書
紀
神
話
に

見
ら
れ
る
、
そ
の
多
様
な
伝
承
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う︶

4
︵

。

先
づ
淡
路
洲
を
以
て
胞
と
為
す
。
意
に
快
び
ざ
る
所
な
り
。
故
、
名
け
て
淡
路
洲
と
曰
ふ
。︵
第
四
段
の
本
文
︶

4（　）
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次
に
淡
洲
を
生
む
。
此
も
児
の
数
に
充い

れ
ず
。・
・
・
然
し
て
後
に
、
宮
を
同
じ
く
し
て
共
に
住
ま
ひ
て
児
を
生
ま
た
ま
ひ
、
大
日

本
豊
秋
津
洲
と
号ま

を

す
。
次
に
淡
路
洲
。︵
第
四
段
の
第
一
書
︶

二
の
神
、
合

ま
ぐ
は
ひし
て
夫
婦
と
為
り
、
先
づ
淡
路
洲
・
淡
洲
を
以
ち
て
胞
と
為
し
、
大
日
本
豊
秋
津
洲
を
生
む
。︵
第
四
段
の
第
六
書
︶

先
づ
淡
路
洲
を
生
む
。︵
第
四
段
の
第
七
書
︶

磤
馭
慮
嶋
を
以
ち
て
胞
と
為
し
、
淡
路
洲
を
生
む
。︵
第
四
段
の
第
八
書
︶

淡
路
洲
を
以
ち
て
胞
と
為
し
、
大
日
本
豊
秋
津
洲
を
生
む
。
つ
ぎ
に
淡
洲
。︵
第
四
段
の
第
九
書
︶

遂
に
夫
婦
と
為
り
、
淡
路
洲
を
生
む
。
次
に
蛭
児
。︵
第
四
段
の
第
十
書
︶

　

こ
の
よ
う
に
、
淡
路
洲
に
関
わ
る
伝
承
が
七
つ
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
淡
路
洲
と
は
別
な
形
で
淡
洲
が
登
場
す
る

伝
承
と
登
場
し
な
い
伝
承
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

淡
洲
が
登
場
す
る
伝
承
の
う
ち
で
、
第
四
段
の
第
一
書
は
、
大
八
洲
国
の
順
番
が
違
う
点
を
除
け
ば
、
古
事
記
神
話
の
記
述
と
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
四
段
の
第
六
書
は
淡
路
洲
と
淡
洲
を
並
べ
て
﹁
胞え

﹂
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
大
八
洲
国
の

な
か
に
含
ま
せ
て
は
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
﹁
胞
﹂
と
は
胞え

な衣
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
胞
衣
は
胎
児
を
包
み
、
保
護
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
胎
児
の
兄
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︵﹁
え
﹂
は
干
支
の
﹁
え
﹂
に
通
じ
る
と
さ
れ
る︶

5
︵

︶。
こ
こ
で
は

嶋
を
生
み
出
す
た
め
の
基
盤
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
第
四
段
の
第
九
書
で
は
、
大
八
洲
国
に
は
、
胞

5（　）
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と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
淡
路
洲
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
淡
洲
の
方
が
含
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

淡
洲
が
登
場
し
な
い
伝
承
も
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
登
場
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
推
測
さ
れ
る
の
は
、
①
淡
洲
と
淡
路
洲
は
元
々

別
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
伝
承
過
程
で
混
同
さ
れ
て
、
淡
路
洲
の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
︵
淡
路
洲
が
登
場
し
な
い
淡
洲

単
独
の
伝
承
は
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
︶、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
②
元
々
淡
洲
は
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
淡
路
洲
を
胞
と
す
る
か
ど
う
か
、
大
八
洲
国
に
入
れ
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
誕
生
を
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
望
ま
し
く

思
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
違
い
か
ら
、
淡
路
洲
が
淡
洲
と
淡
路
洲
に
分
離
し
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
伝
承
に
対
す
る
考
察
は
、
古
事
記
神
話
で
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
神
名
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
直
接
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
淡
島
と
淡
路
島
に
関
わ
る
伝
承
が
一
つ
に
定
ま
ら
ず
、
か
な
り
交
錯
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
確
認

さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
が
古
事
記
神
話
に
登
場
し
て
き
た︶

6
︵

背
景
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
筆
者
は
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　
「
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
」
と
い
う
名
称
の
問
題
点
①
―
語
義
解
釈

　

つ
ぎ
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
語
義
解
釈
に
関
わ
る
問
題
点
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　

最
初
の
﹁
淡
道
﹂
が
淡
路
嶋
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
直
後
に
﹁
之
﹂
と
漢
字
表
記
さ

6（　）
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れ
る
格
助
詞
﹁
の
﹂
が
続
い
て
い
て
、﹁
淡
道
之
﹂
は
そ
の
ま
ま
後
続
の
語
句
に
掛
か
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
掛
か
る
の
か
は
、
後
続
す
る
語
句
を
検
討
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
う
の
で
、﹁
淡
道
之
﹂
に

つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
保
留
に
し
て
お
き
た
い
。

　
﹁
穂
﹂
は
穀
物
の
茎
先
に
花
や
実
が
つ
い
た
状
態
を
指
す
語
で
あ
る
。
本
居
宣
長
が
﹃
古
事
記
伝
﹄
で
そ
れ
を
稲
の
穂
で
あ
る
と
捉
え

た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
は
同
意
せ
ず
、
粟
の
穂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
先
行
研
究
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る︶

7
︵

。﹁
淡
道
之
穂
﹂
で
あ
る

か
ら
、そ
れ
は
粟
の
穂
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹁
淡
道
﹂
は
け
っ
し
て
﹁
粟
﹂

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
粟
の
国
︵
阿
波
国
︶
に
至
る
た
め
の
道
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
淡
路
嶋
そ

の
も
の
が
粟
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹁
淡
道
﹂
と
い
う
語
に
連
な
る
﹁
穂
﹂
と
い
う
こ
と
で
、

言
葉
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
こ
の
﹁
穂
﹂
を
粟
の
穂
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
の
根
拠
で
、
稲
の
穂
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
の
﹁
穂
﹂
が
稲
の
穂
な
の
か
、
粟
の
穂
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
容
易
に
断
定
で
き
な
い
の
で
あ

る
が
、
古
事
記
神
話
の
そ
の
後
の
展
開
を
見
る
か
ぎ
り
、
地
上
の
国
土
に
お
い
て
稲
が
成
育
し
て
実
り
豊
か
な
大
地
に
な
る
こ
と
こ
そ
が

も
っ
と
も
重
要
な
点
な
の
で
あ
る
か
ら
、
地
上
の
国
土
で
一
番
最
初
に
登
場
す
る
嶋
が
粟
の
穂
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
必
然
性
は
特
に
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
﹁
穂
﹂
を
粟
の
穂
で
あ
る
と
断
定
す
る

こ
と
に
対
し
て
同
意
で
き
な
い
と
い
う
点
を
こ
こ
で
は
明
示
し
て
お
き
た
い
。

7（　）
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さ
て
、
こ
の
﹁
穂
﹂
の
後
に
﹁
之
狭
﹂
と
い
う
語
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、﹁
狭
﹂
と
い
う
語︶

8
︵

の
意
味
と
、﹁
穂
﹂

と
﹁
狭
﹂
を
つ
な
ぐ
﹁
之
﹂
と
漢
字
表
記
さ
れ
る
格
助
詞
﹁
の
﹂
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
﹁
狭
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
居
宣
長
が
﹁
穂
之
狭
﹂
を
﹁
穂
之
早
﹂
と
捉
え
、
出
始
め
た
穂
、
す
な
わ
ち
、
初
穂
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
主
張
し
て︶

9
︵

以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
よ
う
な
主
張
は
現
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
続
い
て
、﹁
穂
﹂
と
﹁
狭
﹂
を
つ
な
ぐ
﹁
之
﹂
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
古
事
記
神

話
に
は
﹁
穂
之
邇
邇
芸
﹂
と
い
う
神
名
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
﹁
穂
之
﹂
と
同
一
の
表
現
が
表
れ
て
い
る
。﹁
邇

邇
芸
﹂
は
﹁
に
ぎ
や
か
﹂﹁
に
ぎ
は
ふ
﹂
の
よ
う
に
、豊
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹁
に
ぎ
﹂
が
重
ね
ら
れ
た
﹁
に
ぎ
に
ぎ
﹂
が
縮
ま
っ

た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る︶

10
︵

。﹁
穂
﹂
は
﹁
之
﹂
と
い
う
語
を
介
し
て
、
こ
の
﹁
邇
邇
芸
﹂
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
之
﹂

と
漢
字
表
記
さ
れ
る
格
助
詞
﹁
の
﹂
に
は
様
々
な
用
法
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
﹁
穂
﹂
と
﹁
邇
邇
芸
﹂
を
主
語
・
述
語
と
し
て
関

係
づ
け
て
い
る
と
し
て
、﹁
穂
が
た
わ
わ
で
あ
る
﹂
と
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
神
名
に
な
っ
た
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
穂
之
狭
﹂
に
つ
い
て
も
同
様
に
、﹁
之
﹂
は
﹁
穂
﹂
と
﹁
狭
﹂
を
主
語
・
述
語
と
し
て
関
係
づ
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。﹁
之
﹂
と
い
う
漢
字
を
わ
ざ
わ
ざ
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
格
助
詞
﹁
の
﹂
が
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
に
二
つ
の
語
を
主
語
・
述
語
と
し
て
関
係
づ
け
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る︶

11
︵

。

　

し
た
が
っ
て
、﹁
穂
之
狭
﹂
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
﹁
早
い
穂︶

12
︵

﹂
で
は
な
く
、﹁
穂
が
早
い
﹂︵
そ
れ
は
穂
を
つ
け
る
の
が
早

8（　）
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い
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
︶
と
い
う
一
つ
の
状
況
に
対
す
る
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
最
初
に
目
を
出
し
た
穂

と
い
う
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
考
慮
す
べ
き

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る︶

13
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
狭
﹂
を
早
い
と
い
う
意
味
で
捉
え
た
場
合
、
豊
穣
な
国
土
の
成
立
を
願
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
国
生
み
を
し
、

最
初
に
誕
生
し
た
嶋
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
穂
を
つ
け
る
の
が
早
い
こ
と
を
意
味
す
る
名
前
を
つ
け
て
、
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
居
宣
長
以
来
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
対
し
て
、
筆
者
は
別
の
捉
え
方
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ

れ
は
﹁
早0

苗
﹂
や
﹁
早0

乙
女
﹂
な
ど
に
表
れ
る
﹁
さ
﹂
の
よ
う
に
、﹁
狭
﹂
を
稲
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
古
事
記

神
話
に
は
登
場
し
て
い
な
い
が
、
日
本
書
紀
神
話
に
登
場
す
る
﹁
事
勝
国
勝
長
狭
﹂
と
い
う
神
名
の
﹁
狭
﹂
が
従
来
、
そ
の
よ
う
な
意
味

で
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も︶

14
︵

、
そ
の
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

た
だ
し
、﹁
狭
﹂
を
稲
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
と
、﹁
穂
之
狭
﹂
は
﹁
穂
の
稲
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹁
稲
の
穂
﹂
と
い
う
表

現
は
ご
く
普
通
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
た
﹁
穂
の
稲
﹂
と
い
う
表
現
は
少
々
意
味
が
通
り
に
く
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、

例
え
ば
﹁
大
き
な
穂
の
稲
﹂
と
い
う
言
い
方
は
普
通
に
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
、
大
き
な
穂
を
つ
け
た
稲
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、﹁
穂
の
稲
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、穂
を
つ
け
た
稲
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

﹁
之
﹂
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
格
助
詞
﹁
の
﹂
は
、
こ
の
場
合
、
先
程
示
し
た
よ
う
な
用
法
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

9（　）
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稲
は
稲
で
も
、
穂
を
つ
け
た
稲
と
い
う
形
で
、
前
の
体
言
が
状
態
を
表
し
、
そ
れ
が
後
の
体
言
を
修
飾
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、﹁
狭
﹂
を
稲
と
い
う
意
味
で
捉
え
た
場
合
、
豊
穣
な
国
土
の
成
立
を
願
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
国
生
み
を
し
、

最
初
に
誕
生
し
た
嶋
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
穂
を
つ
け
た
稲
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
名
前
を
つ
け
て
、
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
狭
﹂
を
早
い
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
か
、
稲
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
か
、
そ
れ
を
断
定
で
き
る
よ
う
な
明
確
な
根
拠
が
存
在
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
捉
え
う
る
の
で
あ
る
が
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
は
、
豊
穣
な
国
土
を
意
図
し
て
生
み
出

さ
れ
る
大
八
嶋
国
と
い
う
嶋
々
の
中
で
最
初
に
登
場
す
る
嶋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
捉
え
て
も
、
実
り
に
至
る
最
初

の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、そ
の
後
に
続
く
の
が
﹁
別
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
﹁
別
﹂︵﹁
和
気
﹂
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︶
は
、﹁
沼ぬ

た
ら
し帯
別
命
﹂︵﹃
日

本
書
紀
﹄
で
は
鐸ぬ

て
し石
別
命
。
垂
仁
天
皇
の
皇
子
︶﹁
大お
ほ
と
も鞆
和
気
命
﹂︵
ま
た
の
名
は
品ほ
む
だ陀
和
気
命
。﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
誉
田
別
尊
。
仲
哀

天
皇
の
皇
子
で
後
の
応
神
天
皇
︶
な
ど
の
よ
う
に
、
古
代
の
一
時
期
に
、
皇
族
の
男
子
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
の
ち
に
は
姓か

ば
ねと
し

て
も
用
い
ら
れ
て
い
る︶

15
︵

。﹁
比
古
︵
ひ
こ
︶﹂
や
﹁
男
︵
を
︶﹂
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
男
子
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ

た
語
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
語
句
を
解
釈
し
た
上
で
、
先
程
保
留
し
て
い
た
、﹁
淡
道
之
﹂
が
ど
の
よ
う
に
掛
か
っ
て
い
る
の

10（　）
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か
と
い
う
点
に
戻
る
が
、前
述
し
た
﹁
穂
之
狭
﹂
の
﹁
之
﹂
と
同
様
に
、こ
の
﹁
淡
道
之
﹂
の
﹁
之
﹂
も
格
助
詞
﹁
の
﹂
で
あ
り
、﹁
淡
道
﹂

と
﹁
穂
之
狭
﹂
と
い
う
二
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
、﹁
淡
道
﹂
を
場
所
と
し
、﹁
穂
之
狭
﹂
を
そ
れ
に
属
す
る
も
の
と
い
う
形
で
捉
え
、﹁
淡

道
に
あ
る
穂
が
早
い
﹂﹁
淡
道
に
あ
る
穂
を
つ
け
た
稲
﹂
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
は
淡

道
嶋
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
名
称
な
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
淡
道
に
あ
る
﹂
と
い
う
形
で
淡
道
の
内
部
に
限
定
し
て
ゆ
く
よ
う
な
表
現
と
し

て
捉
え
る
よ
り
は
、﹁
淡
道
と
い
う
﹂
と
い
う
形
で
、﹁
淡
道
﹂
全
体
が
後
の
体
言
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
同
格
的
な
用
法
と
し
て
捉
え
る
方

が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、﹁
淡
道
﹂
と
い
う
実
際
に
存
在
す
る
場
所
が
﹁
穂
之
狭
﹂
に
掛
か
る
と
い
う
の
は
、
神
話
上
の
表
現
と
し

て
は
、
幾
分
不
自
然
な
感
じ
が
し
な
く
も
な
い︶

16
︵

。
大
倭
豊
秋
津
嶋
の
神
名
で
あ
る
﹁
天
之
御
虚
空
豊
秋
津
根
別
﹂
の
﹁
秋
津
﹂
に
つ
い
て

は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
神
名
に
お
い
て
は
、
実
際
に
存
在
す
る
場
所
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る︶

17
︵

。

　

最
後
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
﹁
嶋
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
名

称
が
嶋
の
名
前
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
﹁
嶋
﹂
と
い
う
一
語
の
存
在
が
淡
道
之
穂

之
狭
別
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
大
き
な
問
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
検
討
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
名

称
は
﹁
淡
道
と
い
う
、︵
稲
︶
穂
が
早
く
つ
い
た
男
子
と
い
う
嶋
﹂、
あ
る
い
は
、﹁
淡
道
と
い
う
、
穂
を
つ
け
た
稲
の
男
子
と
い
う
嶋
﹂

と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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三　
「
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
」
と
い
う
名
称
の
問
題
点
②
―
嶋
名
・
国
名
と
神
名
の
関
係

　

つ
ぎ
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
特
に
嶋
名
・
国
名
と
神
名
の
関
係
に
関
わ
る
問
題
点
を
検
討
し
た
い
と

思
う
。

　

本
稿
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
ん
だ
嶋
々
︵
便
宜
的
に
嶋
の
一
部
で
あ
る
国
も
含
ま
せ
る
︶

の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
嶋
名
や
国
名
だ
け
で
は
な
く
、
神
名
が
﹁
亦
の
名
﹂
な
ど
と
い
う
形
で
併
記
さ
れ
て
い
る
。
古
事
記
神
話
に
お
け
る

登
場
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
、そ
れ
ら
と
、神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
な
い
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
と
佐
度
嶋︶

18
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を
示
し
て
お
こ
う
。
な
お
、カ
ッ

コ
︹　

︺
の
中
は
神
名
が
登
場
す
る
際
に
ど
う
い
う
表
記
が
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
、︹
謂
︺
は
﹁
・
・
・
と
謂
ふ
﹂、︹
亦
名
︺

は
﹁
亦
の
名
は
・
・
・
﹂、︹
亦
名
謂
︺
は
﹁
亦
の
名
は
・
・
・
と
謂
ふ
﹂
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　

淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
︱
神
名
な
し

　
　

伊
予
之
二
名
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
伊
予
国
︱
︹
謂
︺
愛
比
売

　
　

伊
予
之
二
名
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
讃
岐
国
︱
︹
謂
︺
飯
依
比
古

　
　

伊
予
之
二
名
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
粟
国
︱
︹
謂
︺
大
宜
都
比
売

　
　

伊
予
之
二
名
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
土
左
国
︱
︹
謂
︺
建
依
別

　
　

隠
伎
之
三
子
嶋
︱
︹
亦
名
︺
天
之
忍
許
呂
別
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筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
筑
紫
国
︱
︹
謂
︺
白
日
別

　
　

筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
肥
国
︱
︹
謂
︺
建
日
向
日
豊
久
士
比
泥
別

　
　

筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
豊
国
︱
︹
謂
︺
豊
日
別

　
　

筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
熊
曽
国
︱
︹
謂
︺
建
日
別

　
　

伊
岐
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
比
登
都
柱

　
　

津
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
狭
手
依
比
売

　
　

佐
度
嶋
︱
神
名
な
し

　
　

大
倭
豊
秋
津
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
之
御
虚
空
豊
秋
津
根
別

　
　

吉
備
児
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
建
日
方
別

　
　

小
豆
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
大
野
手
比
売

　
　

大
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
大
多
麻
流
別

　
　

女
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
一
根

　
　

知
訶
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
之
忍
男

　
　

両
児
嶋
︱
︹
亦
名
謂
︺
天
両
屋

　

前
述
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
一
覧
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
嶋
も
し
く
は
嶋
の
一
部
で
あ
る
国
と
し
て
固
有
の
名
称
が
与
え
ら
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れ
て
い
る
二
十
の
陸
地
の
う
ち
で
、
実
に
十
八
も
の
陸
地
に
お
い
て
神
名
が
併
記
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
嶋
名
・
国
名
と

神
名
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
全
体
像
を
見
据
え
て
上
で
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
は
﹁
嶋
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、現
存
す
る
﹃
古
事
記
﹄
の
諸
写
本
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、

こ
の
名
称
が
嶋
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
名
称
を
嶋
名
と
捉
え
る
と
大
き
な
問
題
に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
性
別
の
明
示
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
一
覧
に
見
ら
れ
る
嶋
名
や
国
名
は
性
別
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
従
来
、
伊
予
之
二
名

嶋
に
つ
い
て
は
、﹁
二
名
﹂
を
﹁
二
並
﹂
と
捉
え
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
を
男
女
一
対
と
し
て
、
四
国
は
上
も
下
も
、
男
神
と
女
神
が
並
ぶ

嶋
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
も
な
さ
れ
て
い
る
が︶
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、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
併
記
さ
れ
た
神
名
に
基
づ
い
て
、
男
神
で
あ
る
と
か
、
女
神
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
嶋
名
の
﹁
二
並
﹂
そ
の
も
の
か
ら
男
女
が
一
対
で
並
ぶ
と
い
う
意
味
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
四
つ
の
国
か
ら
な
る
四
国
が
上
と
下
で
二
つ
国
が
並
び
立
っ
て
い
る
嶋
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
だ
け
な
の

で
あ
っ
て
、
性
別
そ
の
も
の
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
唯
一
例
外
な
も
の
と
し
て
女
嶋
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
嶋
が
古
事
記
神
話
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
名
称
を
与
え

ら
れ
て
、
女
性
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
女
嶋
は
お
そ
ら
く
古
事
記
神
話

成
立
以
前
か
ら
元
々
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
国
東
半
島
か
ら
北
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
姫
島
が
そ

れ
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、﹁
姫︵
あ
る
い
は﹁
女
﹂︶島
﹂と
い
う
島
名
自
体
は
日
本
の
各
地
に
点
在
し
て
い
る
︶。
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こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
み
て
、
嶋
名
や
国
名
自
体
は
古
事
記
神
話
に
お
い
て
性
別
の
明
示
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
嶋
や
国
に
元
々
性
別
な
ど
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
嶋
や
国
に
対
し
て
性
別
を
明
示
す
る
の
は
神
名
の
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
嶋
や
国
は
古
事
記
神
話
と
い
う
世
界
の
な
か
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ

ミ
と
い
う
一
対
の
男
女
の
神
に
よ
り
、
出
生
と
い
う
形
で
地
上
の
国
土
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
嶋
や
国
は
そ
の
子
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
嶋
や
国
が
同
時
に
神
名
を
伴
う
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
を
神
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る

古
事
記
神
話
の
構
想︶
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か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
や
佐
度
嶋
の
よ
う
に
、
神
名
を
伴
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
実
は
異
常
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
神
名
が
な
け
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
と

イ
ザ
ナ
ミ
の
子
と
は
な
り
え
ず
、
そ
の
存
在
は
神
話
的
な
世
界
の
な
か
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。

　

淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
は
前
述
の
よ
う
に
嶋
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
嶋
名
が
性
別
の
明
示
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
判
断
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
男
性
を
思
わ
せ
る
﹁
別
﹂
と
い
う
語
が
、
元
々
の
嶋
名
に
付
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、

そ
の
よ
う
な
表
現
は
か
な
り
不
自
然
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
嶋
名
で
は
な
く
、他
の
嶋
や
国
の
神
名
で
あ
る﹁
建
依
別0

﹂﹁
天

之
忍
許
呂
別0

﹂﹁
白
日
別0

﹂﹁
建
日
向
日
豊
久
士
比
泥
別0

﹂﹁
豊
日
別0

﹂﹁
建
日
別0

﹂﹁
天
之
御
虚
空
豊
秋
津
根
別0

﹂﹁
建
日
方
別0

﹂
と
同
様
に
、
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神
名
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
不
自
然
さ
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︵
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
嶋
名
を
ど
う
す

る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
︶、
現
存
す
る
﹃
古
事
記
﹄
の
諸
写
本
の
記
述
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
﹁
淡
道
之
穂
之

狭
別
嶋
﹂
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
嶋
と
し
て
し
か
捉
え
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
は
、
性
別
の
明
示
を
含
ん
で
い
る
が
た
め
に
、
嶋
名
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

問
題
点
が
あ
り
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
神
名
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
『
先
代
旧
事
本
紀
』『
神
皇
正
統
記
』
の
記
述
、
お
よ
び
、『
校
訂
古
事
記
』
の
改
訂

　

こ
の
よ
う
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
の
は
問
題
の
あ
る
不
安
定
な
名
称
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
﹃
古
事
記
﹄
以
外
の
書
物
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
名
称
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

嶋
名
と
神
名
を
併
記
す
る
と
い
う
古
事
記
神
話
の
記
述
方
法
は
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
は
も
と
よ
り
、
多
様
な
伝
承
を
収
め
て
い
る
日

本
書
紀
別
伝
神
話
に
も
見
ら
れ
な
い
が
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
と
い
う
書
物
で
記
述
さ
れ
る
神
話
に
見
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず

は
こ
の
書
物
の
記
述
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
は
聖
徳
太
子
と
蘇
我
馬
子
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
か
つ
て
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
よ
り
も
古
い
歴
史
書

で
あ
る
と
重
要
視
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
偽
撰
説
が
相
次
い
で
提
示
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
重
要
性
は
大
き
く
低
下
し
て
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し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
と
言
え
な
く
も
な
い
こ
と
で
、
神
話
の
部
分
を
見
て
も
、
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
の
記
述
を
寄
せ

集
め
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
、
そ
の
杜
撰
さ
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
述
の
一
部
︵
た
と
え

ば
﹁
神
代
本
紀
﹂
に
登
場
す
る
神
名
な
ど
︶
に
は
、
古
事
記
神
話
、
日
本
書
紀
神
話
、
あ
る
い
は
、﹃
古
語
拾
遺
﹄
で
述
べ
ら
れ
る
神
話

に
も
見
出
さ
れ
な
い
独
自
の
伝
承
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
﹁
偽
書
﹂
と
は
言
い
切
れ
な
い
、﹁
奇
書
﹂

の
類
と
言
え
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
の
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
に
嶋
名
と
神
名
を
併
記
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
独
自
の
伝
承
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
は

な
く
、
古
事
記
神
話
の
記
述
を
取
り
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
記
述
に
注
目
す
べ
き
一
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る︶
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。

　
　

先
づ
大
八
州
を
生
む
。
兄
と
し
て
淡
路
州
を
生
む
。
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
と
謂
ふ
な
り
。

　

こ
の
記
述
は
明
ら
か
に
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
の
記
述
が
混
在
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
生

ん
だ
主
要
な
陸
地
を
﹁
州
﹂
と
呼
ぶ
の
は
日
本
書
紀
神
話
の
記
述
方
法
に
基
づ
い
て
お
り
︵
た
だ
し
、
日
本
書
紀
神
話
で
は
﹁
洲
﹂
で
あ

る
︶、
す
べ
て
を
﹁
嶋
﹂
と
表
現
す
る
古
事
記
神
話
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。﹁
兄え

﹂
と
い
う
の
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に︶

22
︵

、﹁
胞
﹂
に
通
じ
る
も
の
で
、
日
本
書
紀
神
話
の
複
数
の
伝
承
︵
前
述
し
た
第
四
段
の
本
文
、
第
六
書
、
第
九
書
︶
に
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見
ら
れ
る
、
淡
路
洲
を
胞
と
捉
え
る
解
釈
に
つ
な
が
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う︶

23
︵

。
こ
れ
も
古
事
記
神
話
に
は
み
ら
れ
な
い
発
想
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
は
日
本
書
紀
神
話
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
、
古
事
記
神

話
の
記
述
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
の
記
述
を
寄
せ
集
め
て
編
纂
さ
れ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
、﹁
淡
路0

﹂
と
﹁
淡
道0

﹂
が
併
存
す
る
と
い
う
異
様
な
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、古
事
記
神
話
だ
け
に
見
ら
れ
る
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、そ
れ
を
﹁
淡

路
州
﹂
と
い
う
名
称
と
結
び
付
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
事
記
神
話
で
は
嶋
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
と
は
別
に
、﹁
淡
路
州
﹂
と
い
う
名
称
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
、﹁
淡
路
州
﹂
を
嶋

名
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
を
神
名
と
し
て
区
別
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
古
事
記
神
話
と
同
様
に
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋0

﹂
と
し
て
お
り
、﹁
淡
路
州
﹂︵
州
名
︶
を
示
し
た

あ
と
に
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂︵
嶋
名
︶
を
示
す
と
い
う
中
途
半
端
な
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄

に
お
け
る
国
生
み
の
記
述
で
他
の
陸
地
に
つ
い
て
は
、
州
名
を
示
し
た
あ
と
に
神
名
を
示
す
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
か
な
り
異
質
な
記
述
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
古
事
記
神

話
の
記
述
に
従
い
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋0

﹂
と
は
し
て
い
る
が
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
編
纂
者
は
こ
れ
を
神
名
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

と
い
う
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
記
述
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
を
寄
せ
集
め
て
編

18（　）
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纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
を
淡
路
州
と
結
び
つ
け
る
と
い
う

発
想
に
は
至
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
編
纂
者
が
古
事
記
神
話
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
嶋
名
と
神
名
を
併
記

し
よ
う
と
し
た
と
き
、
お
そ
ら
く
接
し
た
﹃
古
事
記
﹄
の
写
本
に
は
、
現
存
し
て
い
る
諸
写
本
と
同
様
に
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
対
応
す

る
嶋
名
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
編
纂
者
は
日
本
書
紀
神
話
の
記
述
を
援
用
し
て
、
淡
路
州
が
﹁
淡
道
之
穂

之
狭
別
嶋
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
記
述
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る︶

24
︵

。

　

さ
ら
に
、
嶋
名
と
神
名
の
併
記
と
い
う
記
述
は
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
と
い
う
書
物
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
書
物
の
記

述
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

北
畠
親
房
が
著
し
た
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
は
、
日
本
を
神
国
と
捉
え
、
神
代
か
ら
人
代
へ
と
連
続
す
る
歴
史
へ
の
洞
察
を
通
し
て
、
皇
統

の
正
し
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
代
の
部
分
で
は
日
本
の
神
話
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
神
話
の
記
述
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
北
畠
親
房
が
最
も
高
く
評
価
す
る
﹃
日
本
書
紀
﹄、
そ
れ
に
次
い
で
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄﹃
古

語
拾
遺
﹄
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
が
多
く
、﹃
古
事
記
﹄
に
対
す
る
言
及
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
嶋
名
と
神
名
を
併
記
す
る
記
述

方
法
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
や
﹃
古
語
拾
遺
﹄
に
は
見
ら
れ
ず
、﹃
古
事
記
﹄
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
に

は
そ
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
事
記
神
話
の
記
述
を
取
り
入
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
北
畠
親
房
は
﹃
先
代
旧
事

本
紀
﹄
を
通
し
て
、
言
及
し
た
と
い
う
自
覚
も
な
い
ま
ま
に
、
嶋
名
と
神
名
の
併
記
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
依
拠
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
結
果
と
し
て
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
に
も
、
古
事
記
神
話
の
記
述
を
取
り
入
れ
た
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
に
見
ら
れ
る
、
嶋
名
と
神
名

を
併
記
す
る
記
述
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
は
親
房
が
自
ら
の
言
葉
で
書
き
上
げ
た
書
物
な
の
で
、

そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
神
話
は
、
依
拠
し
た
書
物
の
原
文
と
完
全
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る︶

25
︵

。

　
　

先
、
淡
路
ノ
洲
ヲ
ウ
ミ
マ
ス
。
淡
路
之
穂
之
狭
別
ト
云
。

　

日
本
書
紀
神
話
に
由
来
す
る
﹁
淡
路
ノ
洲
﹂
を
古
事
記
神
話
に
由
来
す
る
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
結
び
つ
け
て
い
る
点
は
、﹃
先
代

旧
事
本
紀
﹄
と
同
様
で
あ
る
が
︱
︱
と
い
う
よ
り
は
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
が
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︱
︱
、こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、古
事
記
神
話
や
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
記
述
に
は
存
在
し
て
い
た
﹁
嶋
﹂

と
い
う
語
が
欠
落
し
て
、単
に
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る︶

26
︵

。
こ
れ
は
ま
さ
に
、嶋
名
の
﹁
淡
路
洲
﹂
に
対
し
て
、﹁
淡

道
之
穂
之
狭
別
﹂
を
神
名
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
古
事
記
神
話
の
本
来
の
記
述
に
は
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄

の
編
纂
者
が
見
た
﹃
古
事
記
﹄
の
写
本
は
、現
存
す
る
諸
写
本
と
同
様
に
、お
そ
ら
く
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
の
み
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
佐
度
嶋
を
除
く
他
の
嶋
に
は
神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
、
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つ
ま
り
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
が
本
当
に
嶋
名
な
の
か
、
も
し
か
し
た
ら
、
本
来
は
神
名
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な

違
和
感
を
抱
い
た
人
が
、
古
事
記
神
話
の
実
際
の
記
述
と
い
う
制
約
を
超
え
て
、
独
自
の
記
述
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
あ
り
、
そ
し
て
、
本
来
は
古
事
記
神
話
の
記
述
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
い

ま
ま
に
︵
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
に
お
け
る
神
代
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で
﹃
古
事
記
﹄
に
言
及
し
た
で

あ
ろ
う
か
ら
︶、
北
畠
親
房
が
そ
の
記
述
を
よ
り
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄﹃
神
皇
正
統
記
﹄
と
い
う
﹃
古
事
記
﹄
以
外
の
書
物
に
お
い
て
、
嶋
名
を
﹁
淡
路
洲
﹂、
神
名
を
﹁
淡

道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
捉
え
て
明
確
に
区
別
す
る
解
釈
が
生
ま
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、そ
れ
か
ら
か
な
り
の
時
を
経
た
近
代
に
な
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
解
釈
を
承
け
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
そ
の
も
の
を
見
直
し
て
、
大
胆
な
改
訂
を
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
そ

れ
は
田
中
頼
庸
が
校
訂
し
た
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
と
い
う
書
物
の
出
版
で
あ
る
。
田
中
頼
庸
は
神
道
家
と
し
て
活
躍
し
、伊
勢
神
宮
大
宮
司
、

神
道
神
宮
教
管
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
が
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
以
外
に
も
、﹃
校
訂
日
本
紀
﹄
と
い
っ
た
校
訂
本
や
神
道
関
係
の
研
究
書

を
多
く
著
し
て
い
る
。

　

こ
の
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
特
色
は
様
々
な
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋

と
い
う
本
稿
が
主
題
と
す
る
一
点
に
し
ぼ
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
校
訂
本
で
は
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

述
し
て
い
る
の
で
あ
る︶

27
︵

。
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・
・
・
、
子み
こ

淡
道
嶋
を
生
み
ま
す
。
亦
の
名
は
淡
道
之
穂
之
狭
別
と
謂ま
を

す
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
文
章
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
頭
注
を
付
し
て
い
る
。

﹁
生
子
﹂
の
下
に
諸
本
は
﹁
淡
道
嶋
亦
名
謂
﹂
の
六
字
无
し
。
元
々
集
、
旧
本
及
び
正
統
記
を
引
き
、﹁
先
生
淡
道
洲
謂
淡
道
之
穂
之

狭
別
﹂
に
作
る
。
凡
そ
旧
本
の
例
、﹁
亦
名
謂
﹂
の
三
字
、略
し
て
﹁
謂
﹂
の
字
に
作
る
。﹁
隠
岐
三
子
之
嶋
は
天
之
忍
許
呂
別
と
謂
す
﹂

の
類
の
如
き
是
な
り
。
忌
部
氏
亦
、﹁
狭
別
﹂
を
以
て
淡
路
神
号
と
為
す
。
当
に
﹁
亦
名
﹂
の
二
字
を
定
ん
で
補
ふ
べ
し
。
但
し
﹁
狭

別
﹂
の
下
の
﹁
嶋
﹂
の
字
は
衍
文
な
り
。
今
、
旧
一
本︶

28
︵

及
び
忌
部
氏
の
説
に
拠
り
、
削
去
す
。

　

こ
の
頭
注
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
①
北
畠
親
房
編
著
﹃
元
元
集
﹄︵
頭
注
で
は
﹃
元
々

集
﹄︶
は
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
と
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
を
引
用
し
て
、﹁
先
生
淡
道
洲
謂
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
し
て
い
る︶

29
︵

。
②
﹃
先
代
旧
事

本
紀
﹄
は
古
事
記
神
話
に
見
ら
れ
る
﹁
亦
名
謂
﹂
を
略
し
て
﹁
謂
﹂
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、古
事
記
神
話
で
﹁
隠
岐
三
子
之
嶋
、

亦
名
謂
天
之
忍
許
呂
別
﹂
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
﹁
隠
岐
三
子
之
嶋
、
謂
天
之
忍
許
呂
別
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
謂
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
は
古
事
記
神
話
の
記
述
と
し
て
は
﹁
亦
名
謂
淡
道
之
穂
之

狭
別
嶋
﹂
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
③
﹁
忌
部
氏
﹂︵
南
北
朝
時
代
頃
の
神
道
思
想
家
で
あ
る
忌
部
正
通
の
こ
と
で
、
そ
の
著
作
で
あ
る
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﹃
神
代
巻
口
訣
﹄
の
内
容
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︶
は
、﹁
狭
別
﹂
を
淡
路
の
神
名
と
捉
え
て
い
る︶

30
︵

。
④
﹁
狭
別
嶋
﹂
の
﹁
嶋
﹂
は
誤
っ

て
混
入
し
た
語
な
の
で
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄︵
そ
の
一
つ
の
校
訂
本
と
思
わ
れ
る
︶
と
﹃
神
代
巻
口
訣
﹄
の
記
述
に
基
づ
い
て
取
り
除
く

べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
四
点
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
関
す
る
位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

改
訂
に
よ
り
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
お
い
て
、
嶋
名
と
し
て
の
﹁
淡
道
嶋
﹂、
神
名
と
し
て
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
区
別
が
明

確
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
関
す
る
記
述
が
佐
度
嶋
を
除
く
他
の
嶋
々
と
同
様
の
記
述
を
も
つ
も

の
と
し
て
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
で
お
こ
な
わ
れ
た
改
訂
は
画
期
的
な
も
の
と
言
え

る
で
あ
ろ
う︶

31
︵

。

　

し
か
し
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
が
お
こ
な
っ
た
こ
の
改
訂
に
対
し
て
は
問
題
点
も
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
改
訂
の
根
拠
が
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
や
そ
れ
を
継
承
し
た
北
畠
親
房
、
忌
部
正
通
の
著
作
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
一
次

資
料
、
す
な
わ
ち
、﹃
古
事
記
﹄
の
写
本
の
記
述
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
隠
伎
嶋
を
例
に
出
し
て
、﹃
古
事
記
﹄

で
﹁
亦
名
謂
﹂
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
﹁
謂
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
事
実
誤

認
の
指
摘
と
思
わ
れ
、隠
伎
嶋
に
つ
い
て
は
、﹃
古
事
記
﹄
で
は
﹁
亦
名
謂
﹂
で
は
な
く
、﹁
亦
名
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る︶

32
︵

。
仮
に
﹁
亦

名
謂
﹂
と
﹁
亦
名
﹂
の
違
い
を
度
外
視
す
る
に
し
て
も
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
が
取
り
入
れ
た
古
事
記
神
話
の
元
々
の
記
述
が
﹁
謂
﹂
で

は
な
く
、﹁
亦
名
謂
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
亦
名
﹂︶
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、論
理
的
に
飛
躍
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、た
し
か
に
﹁
狭
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別
嶋
﹂
の
﹁
嶋
﹂
と
い
う
語
こ
そ
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
に
対
す
る
理
解
を
混
乱
さ
せ
る
元
凶
な
の
で
あ
る
が
、
第
一
の
問
題
点
の
場
合
と

同
様
に
、
一
次
資
料
の
裏
付
け
が
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
を
﹁
衍
文
﹂
と
断
定
し
、
削
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
改
訂
は
、
本
来
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を
具
現
化
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
の
改
訂
の
根
拠
は
、
そ
れ

に
先
行
す
る
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
考
え
た
人
々
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
あ
る
べ
き
と
考
え
た
人
の
解
釈
に
基
づ
い

て
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
改
訂
す
る
こ
と
は
、
古
事
記
神
話
の
記
述
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
原
動
力
と
は
な
り
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄﹃
神
皇

正
統
記
﹄
の
記
述
、
お
よ
び
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
提
示
し
た
改
訂
に
注
目
し
、
考
察
し
た
。
た
し
か
に
、
嶋
名
と
も
神
名
と
も
つ
か
な

い
こ
の
不
安
定
な
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
を
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
は
、
方
向
性
と
し
て
正

し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
や
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
の
よ
う
に
、
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
、
最
終
的
に
﹁
淡
道
之

穂
之
狭
別
嶋
﹂
を
嶋
名
と
神
名
の
二
つ
に
分
離
し
て
捉
え
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
古
事
記
神
話
解
釈
の
展
開
と
し
て
十
分
意
義
の
あ
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
結
論
と
し
て
正
し
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
解
釈
だ
け
を
根
拠

と
し
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
そ
の
も
の
を
改
訂
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
方
法
的
に
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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む
す
び
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
古
事
記
神
話
に
登
場
す
る
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
淡
嶋
と
も
交
錯
し
、
諸
伝
承
に
お

い
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
点
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
の
語
義
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
点
、
さ
ら
に
そ
の
名
称
が
性

別
の
明
示
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
嶋
名
、
神
名
の
い
ず
れ
に
理
解
す
る
に
し
て
も
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
点
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄﹃
神
皇

正
統
記
﹄
の
記
述
、
お
よ
び
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
提
示
し
た
改
訂
が
そ
の
不
安
定
さ
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
点

と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
、
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
古
事
記
神
話
の
記
述
に
お
い
て
、
佐
度
嶋
を
除
く
ほ
と
ん
ど
嶋
々
に
神
名
が
併
記
さ

れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
は
明
ら
か
に
異
様
な
も
の
で
あ
り
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂

は
嶋
名
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
神
名
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄﹃
神
皇
正
統
記
﹄、
そ
し
て
、
そ
れ
を
承
け
た
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂

を
嶋
名
と
し
て
の
﹁
淡
道
嶋
﹂、
神
名
と
し
て
の
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂︵﹁
淡
道
之
﹂
は
不
要
で
、﹁
穂
之
狭
別
﹂
だ
け
の
方
が
望
ま
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
︶
と
い
う
形
で
分
離
さ
せ
る
の
が
正
し
い
方
向
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
改
訂
が
﹃
古
事
記
﹄
の
諸
写
本
か

ら
は
ま
っ
た
く
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
致
命
的
と
も
言
え
る
弱
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
淡
道
之
穂
之
狭
別

嶋
と
い
う
一
点
に
限
定
し
た
考
察
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
の
﹃
古
事
記
﹄
テ
キ
ス
ト
が
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
て
、

し
か
も
、
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
が
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
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注︵
1
︶
神
名
は
嶋
名
に
続
い
て
﹁
亦
の
名
﹂
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
場
合
と
、
伊
予
之
二
名
嶋
や
筑
紫
嶋
の
よ
う
に
、﹁
面
毎
に
名
あ
り
﹂
と
い
う
形
で
示

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
神
名
提
示
の
表
現
方
法
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
両
者
を
本
質
的
に
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

︵
2
︶
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
言
及
し
て
い
る
。
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
、
二
十
四
頁
、
二
百
一
頁
の
注
︵
20
︶︶
を
参
照
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
改
め
て
主
題
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

︵
3
︶
本
稿
に
お
け
る
古
事
記
神
話
の
書
き
下
し
の
表
記
に
つ
い
て
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
︶
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

︵
4
︶
本
稿
に
お
け
る
日
本
書
紀
神
話
の
書
き
下
し
の
表
記
に
つ
い
て
は
、小
島
憲
之
、西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
1
﹄︵
平
成
十
八
年
、第
一
版
・

第
四
刷
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
、
小
学
館
︶
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

︵
5
︶
胞
衣
に
つ
い
て
は
、
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
、
五
百
五
十
二
頁
の
補
注
1
︱
二
九
︶
を
参
照
。

︵
6
︶
こ
れ
は
﹃
古
事
記
﹄
の
編
纂
者
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
可
能
性
は
か
な
り
低
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本

文
に
お
け
る
そ
の
後
の
考
察
で
も
触
れ
る
が
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
名
称
は
か
な
り
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
古
事
記
神
話
の
記
述
が
初
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め
か
ら
そ
の
よ
う
な
名
称
を
用
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
意
図
し
た
か
、
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
か

は
別
と
し
て
、﹃
古
事
記
﹄
の
伝
承
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︵
7
︶
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
、
百
八
十
六
頁
︶、
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注
釈　

第

一
巻
﹄︵
昭
和
五
十
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
平
凡
社
、
の
百
二
十
頁
︶、
倉
野
憲
司
著
﹃
古
事
記
全
注
釈　

第
二
巻
上
巻
篇
︵
上
︶﹄︵
昭
和
五
十
一
年
、

第
一
版
・
第
一
刷
、
三
省
堂
、
百
二
十
四
頁
︶、
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
、

三
百
二
十
九
頁
の
十
九
番
の
神
名
︶
を
参
照
。

︵
8
︶﹁
狭
﹂
の
部
分
に
関
し
て
は
、
写
本
に
お
い
て
二
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
昭
和

五
十
六
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
勉
誠
社
、
十
三
頁
︶
を
参
照
。
そ
の
一
つ
は
﹁
狭
﹂
で
は
な
く
、﹁
使
﹂
や
﹁
俠
﹂
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
も
う

一
つ
は
﹁
狭
﹂
と
い
う
語
が
存
在
し
な
い
も
の
︵
つ
ま
り
、﹁
淡
道
之
穂
之
別
嶋
﹂
と
な
っ
て
い
る
︶
で
あ
る
。
な
ぜ
﹁
使
﹂
や
﹁
俠
﹂
と
い
う
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、﹁
狭
﹂
の
旧
字
体
で
あ
る
﹁
狹
﹂
は
、
書
き
方
に
よ
っ
て
は
﹁
使
﹂
や
﹁
俠
﹂
に
似
た
形
に
な
る
の
で
、

そ
の
混
同
に
よ
る
交
替
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
﹁
狹
﹂
↓
﹁
使
﹂﹁
俠
﹂
と
い
う
誤
写
な
の
か
、﹁
使
﹂﹁
俠
﹂
↓
﹁
狹
﹂
と
い
う

誤
写
な
の
か
は
、
安
易
に
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
で
あ
る
真
福
寺
本
を
見
る
と
、﹁
狹
手
依
﹂﹁
狹
土
﹂﹁
狹
霧
﹂﹁
狹

蠅
﹂﹁
狹
依
﹂
な
ど
と
い
っ
た
、
本
来
﹁
狹
﹂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
語
の
部
分
が
す
べ
て
﹁
俠
﹂
か
﹁
使
﹂
に
な
っ
て
い
る
の
で
、﹁
狹
﹂
↓
﹁
使
﹂

﹁
俠
﹂
と
い
う
誤
写
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
八
十
頁
、
九
十
六
頁
、
九
十
七
頁
、

百
八
十
六
頁
、
二
百
七
頁
な
ど
︶
を
参
照
。
も
う
一
つ
の
﹁
狭
﹂
と
い
う
語
が
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
本
文
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
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﹁
別
﹂
は
男
性
を
表
す
一
種
の
符
合
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
符
合
が
な
く
て
も
、
言
葉
の
表
現
自
体
は
成
り
立
っ
て
い

る
必
要
が
あ
る
の
で
、﹁
穂
之
﹂
が
そ
の
よ
う
な
符
合
に
直
接
結
び
つ
く
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
︵
同
じ
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
と
、﹁
福

岡
の
太
郎
君
﹂
と
い
う
の
は
あ
り
え
て
も
、﹁
福
岡
の
君
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。﹁
君
﹂
と
い
う
符
合
を
付
け
る
前
に
、﹁
福

岡
の
太
郎
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
表
現
と
し
て
す
で
に
成
り
立
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、﹁
福
岡
の
﹂
で
は
そ
れ
を
充
足
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
︶。
し
た
が
っ
て
、
単
に
﹁
狭
﹂
と
い
う
語
が
欠
落
し
た
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

︵
9
︶ 

前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
百
八
十
六
頁
︶
を
参
照
。

︵
10
︶
前
掲
の
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
﹃
日
本
書
紀　

上
﹄︵
五
六
七
頁
の
補
注
2
︱
一
︶、
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄

︵
三
九
二
頁
～
三
九
三
頁
の
二
百
七
十
三
番
の
神
名
︶
を
参
照
。

︵
11
︶﹁
根
之
堅
州
国
﹂
の
﹁
根
之
堅
州
﹂
は
﹁
根
を0

固
く
す
る
﹂
で
は
な
く
、﹁
根
が0

固
く
す
る
﹂
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
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
、
七
十
七
頁
︶
を
参
照
。

︵
12
︶
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄︵
三
百
二
十
九
頁
の
十
九
番
の
神
名
︶
で
は
﹁
初
穂
﹂
と
訳
し
て
い
る
。

︵
13
︶﹁
穂
之
邇
邇
芸
﹂
の
場
合
も
同
様
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
は
、
言
霊
信
仰
を
前
提
と
し
て
、
大
地
の
豊
穣
を
願
う
言
挙
げ
的
な
意

味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
す
る
言
挙
げ
に
つ
い
て
は
、
岸
根
敏
幸
著
﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
後
編
︶

︱
︱
他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
す
発
言
、
お
よ
び
、﹁
言
挙
げ
﹂
︱
︱
﹂︵
平
成
二
十
九
年
、﹃
福
岡
大
学
人
文
論
叢
﹄
第
四
十
九
巻
・
第
三
号
、
三
十
九

頁
～
四
十
一
頁
︶
を
参
照
。
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︵
14
︶
こ
の
﹁
狭
﹂
を
稲
と
捉
え
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
﹃
日
本
書
紀　

上
﹄︵
百
四
十
一
頁

～
百
四
十
二
頁
の
頭
注
25
︶、
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
1
﹄︵
百
二
十
一
頁
の
頭
注
14
︶
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
﹁
狭
﹂

を
呪
的
な
意
味
を
も
つ
矢
の
古
語
と
捉
え
、﹁
長
狭
﹂
を
﹁
私
︵
ナ
︶
が
神
聖
な
も
の
﹂
と
捉
え
よ
う
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
角
林
文
雄
著﹃﹃
日
本
書
紀
﹄神
代
巻
全
注
釈
﹄︵
平
成
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
塙
書
房
、

三
百
八
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
15
︶﹁
別
﹂
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
有
清
﹃
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
﹄︵
昭
和
四
十
五
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
三
十
三
頁
～
四
十
三
頁
︶、

前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
百
八
十
六
頁
︶、
前
掲
の
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注
釈　

第
一
巻
﹄︵
百
二
十
頁
～
百
二
十
一
頁
︶、

前
掲
の
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄︵
三
百
二
十
九
頁
の
十
九
番
の
神
名
︶
を
参
照
。

︵
16
︶﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
が
嶋
名
な
の
か
、
神
名
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
の
が
本
来
、

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
名
称
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る

肥
国
に
は
﹁
建
日
向
日
豊
久
士
比
泥
別
﹂
と
い
う
神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
面
に
併
記
さ
れ
た
神
名
に
比
べ
て
、
そ
の
名
称
は
か
な
り
異

様
な
形
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
、
各
々
別
な
神
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
伝
承
の
過
程
で
融
合
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と

い
う
推
測
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
や
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
に
見
ら
れ
る
筑
紫
嶋
の
各
面
に
併
記
さ
れ
た
神
名
は
、
古
事

記
神
話
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
一
致
し
て
お
ら
ず
︵
そ
も
そ
も
面
の
名
前
す
ら
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
︶、
し
か
も
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄

と
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
の
間
で
も
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
筑
紫
嶋
の
面
に
併
記
さ
れ
た
神
名
を
め
ぐ
っ
て
は
、
伝
承
過
程
に
お
い
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て
何
ら
か
の
混
乱
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
が
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
佐
度
嶋
に
神
名
が
併
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
、
筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で
あ
る
熊
襲
国
︵﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
﹁
熊
曽
国
﹂
と

は
表
記
し
て
い
な
い
︶
の
神
名
の
﹁
建
日
別
﹂
を
、
別
伝
と
い
う
形
で
佐
渡
嶋
︵﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
﹁
佐
度
嶋
﹂
と
は
表
記
し
て
い
な
い
︶
の

神
名
と
し
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
で
は
そ
れ
を
佐
度
嶋
の
神
名
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
建
日
別
﹂
は
古
事
記
神
話
で
は
筑
紫
嶋
の
面
の
一
つ
で

あ
る
熊
曽
国
の
神
名
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
上
の
混
乱
が
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
本
来
﹁
淡
道
嶋
﹂
と
﹁
穂
之
狭
別
﹂
は
別
々
の
名
称
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
伝
承
上
の
混
乱
に
よ
っ
て
﹁
淡

道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
と
い
う
一
つ
の
名
称
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
﹁
む
す
び
に
﹂
お

よ
び
注
︵
30
︶
も
参
照
。

︵
17
︶﹁
天
之
御
虚
空
豊
秋
津
根
別
﹂に
お
け
る﹁
秋
津
﹂は
ト
ン
ボ
を
意
味
す
る
蜻
蛉
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。前
掲
の
西
宮
一
民
校
注﹃
古
事
記
﹄

︵
三
百
三
十
一
頁
の
三
十
一
番
の
神
名
︶
を
参
照
。
多
く
の
蜻
蛉
が
飛
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
田
ん
ぼ
や
潅
漑
用
の
溜
池
の
存
在
が
前
提

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
実
り
豊
か
な
大
地
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。﹃
古
事
記
﹄︵
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉

編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
百
四
十
一
頁
︶︶
に
は
、
離
宮
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
吉
野
の
阿
岐
豆
野
に
雄
略
天
皇
が
行
幸
し
た
と
き
、
虻
が
腕
を
噛
も
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
蜻
蛉
が
現
れ
、
そ
の
虻
に
噛
み
つ
い
て
連
れ
去
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
感
動
し
た
雄
略
天
皇
が
歌
を
詠
ん
で
、
倭
の
国
は
そ

の
名
の
通
り
﹁
蜻
蛉
島
﹂
で
あ
る
と
讃
え
た
と
い
う
故
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、そ
の
場
所
が
﹁
阿
岐
豆
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
地
名
の
由
来
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
﹁
阿
岐
豆
﹂
を
﹁
秋
津
﹂
と
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、﹁
天
之
御
虚
空
豊
秋
津
根
別
﹂
と
い
う
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神
名
に
も
、
実
際
に
存
在
す
る
場
所
に
関
わ
る
言
及
が
あ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
や
は
り
﹁
秋
津
﹂
は
蜻
蛉
と
捉
え
て
お
く
だ
け
で
十
分
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︵
18
︶
佐
度
嶋
に
も
な
ぜ
神
名
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
か
が
当
然
、
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
注
︵
16
︶
で
も
多
少
触
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

︵
19
︶前
掲
の
大
野
晋
編﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
百
八
十
六
頁
︶を
参
照
。
た
だ
し
、前
掲
の
倉
野
憲
司
著﹃
古
事
記
全
注
釈　

第
二
巻
上
巻
篇︵
上
︶﹄

︵
百
二
十
五
頁
︶
は
こ
の
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、そ
れ
に
代
わ
る
説
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄

︵
三
十
頁
の
頭
注
四
︶
は
、
四
国
を
代
表
し
て
、﹁
伊
予
﹂
と
も
、﹁
阿
波
﹂
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
か
ら
﹁
二
名
﹂
な
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
提

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、﹁
二
名
﹂
か
ら
﹁
伊
予
﹂
だ
け
を
取
り
出
し
て
、﹁
伊
予
之
二
名
嶋
﹂
と
呼
ん
で
い
る
点
を
ど
う
説
明
し

た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

︵
20
︶
こ
の
点
は
、
同
じ
く
日
本
の
神
話
を
記
し
て
い
る
日
本
書
紀
本
文
神
話
と
で
は
記
述
の
仕
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
日
本
書
紀
本
文
神
話
で
も
、

日
本
の
国
土
を
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
キ
が
生
ん
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
神
名
を
併
記
す
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
古
事
記
神
話
で
は
国
土
は

も
と
よ
り
、
海
、
川
、
山
な
ど
の
自
然
物
も
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
ん
だ
神
と
結
び
つ
け
る
形
で
そ
の
成
立
を
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
あ
く
ま
で
も
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
そ
の
よ
う
な
自
然
物
を
生
ん
だ
と
い
う
記
述
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
の
違
い
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
﹄︵
二
十
三
頁
～
二
十
六
頁
、
三
十
二
頁
～

三
十
九
頁
︶
を
参
照
。
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︵
21
︶
本
稿
に
お
け
る
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
引
用
は
、黒
板
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
7　

古
事
記　

先
代
旧
事
本
紀
、神
道
五
部
書
﹄︵
平
成
十
四
年
、

新
装
版
・
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
︶
に
基
づ
い
た
。
書
き
下
し
は
筆
者
が
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
校
訂
本
の
八
頁
の
頭
注
で
は
、

引
用
中
の
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
が
度
会
延
佳
校
訂
﹃
鼇
頭
旧
事
紀
﹄
で
は
﹁
嶋
﹂
を
欠
い
た
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
。﹁
嶋
﹂
と
い
う
語
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
本
稿
に
お
け
る
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
意
義
づ
け
と
も
関
わ
る
重
大
な
問
題
な
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
容
易
に
判
断
の
つ
か
な
い
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
校
訂
本
の
記
述
に
従
い
、﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

︵
22
︶
前
掲
の
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
﹃
日
本
書
紀　

上
﹄︵
五
百
五
十
二
頁
の
補
注
1
︱
二
九
︶
を
参
照
。

︵
23
︶
日
本
書
紀
神
話
の
場
合
、胞
と
な
っ
て
い
る
洲
︵
た
だ
し
、磤
馭
慮
嶋
は
﹁
嶋
﹂
で
あ
る
︶
は
ど
の
伝
承
に
お
い
て
も
、大
八
洲
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
の
場
合
、
淡
路
州
を
兄
︵
胞
︶
で
あ
る
と
し
て
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
合
計
し
て
八
つ
の
州
に
な
ら
な
い
の
で
、
兄

で
あ
り
な
が
ら
、
大
八
州
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、﹁
兄
﹂
が
﹁
胞
﹂
と
い

う
本
来
の
意
味
を
失
い
、
単
に
一
番
最
初
の
子
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
注
︵
16
︶

で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、佐
渡
嶋
は
別
伝
と
い
う
形
で
登
場
す
る
だ
け
な
の
で
、八
つ
の
州
か
ら
な
る
大
八
州
に
す
る
た
め
に
は
、熊
襲
国
に
替
え
て
、

佐
渡
嶋
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

︵
24
︶﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
が
依
拠
し
た
古
事
記
神
話
に
関
す
る
写
本
に
、
そ
の
よ
う
な
記
述
が
元
々
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
あ
り
う
る
が
、

本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
陸
地
を
﹁
州
﹂
と
呼
ぶ
事
例
は
古
事
記
神
話
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
古
事
記
神
話
で
こ
こ
だ
け
が
﹁
淡
路
州
﹂
に
な
っ
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て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

︵
25
︶
原
文
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
正
、
時
枝
誠
記
、
木
藤
才
蔵
校
注
﹃
神
皇
正
統
記　

増
鏡
﹄︵
昭
和
六
十
年
、
第
一
版
・
第
十
九
刷
、
日
本
古
典
文
学
大

系
87
、
岩
波
書
店
︶
に
基
づ
い
た
。

︵
26
︶
同
じ
く
北
畠
親
房
が
著
し
た
と
さ
れ
る
﹃
元
元
集
﹄
に
も
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
と
謂
ふ
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
、﹁
嶋
﹂
と
い
う
語
が
除
か
れ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
正
宗
敦
夫
編
纂
・
校
訂
﹃
神
皇
正
統
記
・
元
元
集
﹄︵
昭
和
九
年
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
十
五
頁
︶
を
参
照
。

︵
27
︶
田
中
頼
庸
校
訂
﹃
校
訂
古
事
記
﹄︵
明
治
二
十
年
、
神
宮
教
院
、
上
巻
の
四
頁
左
︶
を
参
照
。
原
文
は
本
文
、
頭
注
と
も
に
漢
文
で
あ
る
が
、
筆
者

が
書
き
下
し
文
に
し
、
必
要
に
応
じ
て
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
付
加
し
た
。
な
お
、
カ
タ
カ
ナ
で
付
さ
れ
て
い
る
読
み
方
は
省
略
し
た
。

︵
28
︶﹃
校
訂
古
事
記
﹄
に
お
い
て
﹁
旧
本
﹂
と
い
う
の
は
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
﹁
旧
一
本
﹂
が
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
が
明
瞭
で
な
い
。
凡
例
に
も
記
載
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
脈
上
、﹁
旧
一
本
﹂
で
は
﹁
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
﹂
の
﹁
嶋
﹂
と
い
う
字
が
存
在
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
、
も
し
か
す
る
と
、﹁
旧
一
﹂
と
い
う
の
は
注
︵
21
︶
で
挙
げ
た
﹃
鼇
頭
旧
事
紀
﹄
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
以
下
の
本
文
で
は
そ
の
よ
う
な
推
測
に
基
づ
い
て
い
る
。

︵
29
︶﹃
校
訂
古
事
記
﹄
は
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
も
の
の
、
筆
者
の
調
べ
た
か
ぎ
り
、﹃
元
元
集
﹄
に
は
﹁
先
産
生
淡
路
洲
﹂
と
い
う
記
述
と
﹁
謂
淡
道
之

穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
記
述
が
別
々
な
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
が
、﹁
先
生
淡
道
謂
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
一
文
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、﹃
元
元
集
﹄

は
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
関
し
て
は
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
の
記
述
を
引
用
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

︵
30
︶ 

忌
部
正
通
著
﹃
神
代
巻
口
訣
﹄︵
加
藤
咄
堂
編
﹃
国
民
思
想
叢
書　

国
体
篇
上
﹄︵
昭
和
四
年
、
国
民
思
想
叢
書
刊
行
会
︶
所
収
、
三
十
六
頁
︶
に
は
、
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﹁
淡
路
の
神
を
穂
狭
︵﹃
古
事
記
﹄
で
は
﹁
穂
之
狭
﹂
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
﹁
穂
狭
﹂
と
な
っ
て
い
る
︶
別
と
号
す
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

淡
路
嶋
の
神
名
が
﹁
穂
狭
別
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
以
二
狭
別
一
為
二
淡
路
神
号
一
﹂
と
い
う
﹃
校
訂
古
事
記
﹄
頭
注

の
文
章
は
、
正
し
く
は
﹁
以
二
穂
狭
別
一
為
二
淡
路
神
号
一
﹂
と
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、﹃
神
代
巻
口
訣
﹄
の
こ
の
記
述
を

そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
が
改
訂
し
た
﹁
生
子
淡
道
嶋
。
亦
名
謂
淡
道
之
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
よ
う
な
記
述
に
は
な
ら
ず
に
、

﹁
生
子
淡
道
嶋
。
亦
名
謂
穂
之
狭
別
﹂
と
い
う
記
述
に
な
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

︵
31
︶
高
木
市
之
助
、
富
山
民
蔵
編
﹃
古
事
記
大
成
︵
第
七
巻
︶ 

索
引
篇
Ⅰ
﹄︵
昭
和
三
十
三
年
、
平
凡
社
、
十
四
頁
︶、
前
掲
の
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集

成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
十
三
頁
︶
で
も
、﹃
校
訂
古
事
記
﹄
の
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
に
関
す
る
改
訂
に
つ
い
て
は
、
頭
注
の
記
述
を
含
め
て
詳
細
に
記

載
し
て
お
り
、
そ
の
改
訂
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

︵
32
︶
前
掲
の
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
七
十
六
頁
︶
を
参
照
。

34（　）

二
三
八


