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古
事
記
私
解
二

　
　
　
（

「

し
、

’

大
久
間
喜
一
郎

は
　
し
　
が
　
き

　
前
回
の
最
初
に
、
　
「
古
事
記
の
ー
あ
る
意
味
で
ー
手
前
勝
手
な
注
釈
を
書
い
て
み
た
い
…
…
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
趣

．
旨
は
今
回
も
変
っ
て
い
な
い
。
今
回
は
「
大
国
主
神
の
国
譲
り
」
ぐ
ら
い
ま
で
は
書
き
た
か
っ
た
が
、
他
の
用
事
に
妨
げ
ら
れ
て
、
辛
う
じ
て
こ

こ
ま
で
書
い
た
次
第
で
あ
る
。
前
回
と
同
様
、
倉
野
憲
司
博
士
の
「
古
事
記
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
を
、
本
文
に
つ
い
て
も
注
釈
に
つ
い

て
も
、
底
本
の
よ
う
な
形
で
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
し
て
、
筆
者
の
注
釈
に
つ
い
て
も
、
倉
野
博
士
の
頭
注
の
趣
旨
に
特
に
異
見
が
な
い
時

は
、
そ
の
件
に
は
触
れ
な
い
で
先
へ
進
む
こ
と
に
し
た
点
も
前
回
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
系
本
の
注
釈
が
簡
単
す
ぎ
て
著
書
の
真
意
が
掴

み
難
い
時
は
、
同
博
士
の
『
古
事
記
全
註
釈
』
を
参
照
し
た
こ
と
を
言
い
添
え
て
置
く
。

　
今
回
扱
っ
た
分
は
、
大
系
本
『
古
事
記
』
の
書
き
下
し
文
で
四
頁
半
弱
で
あ
る
。
最
初
の
予
定
「
国
譲
り
」
の
末
尾
ま
で
は
、
あ
と
二
十
五
頁

半
あ
る
。
今
回
は
到
底
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
今
回
の
分
の
中
に
は
昨
年
十
一
月
の
学
会
発
表
の
内
容
が
関
連
項
目
と
な
る
故
に
、

そ
の
発
表
を
簡
略
に
書
き
上
げ
て
一
章
と
し
て
収
め
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
置
き
た
い
。
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黄
泉
の
国
（
続
き
）

こ
こ
に
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
、
そ
の
妹
伊
邪
那
美
命
、
「
吾
に
辱
見
せ
つ
。
」
と
言
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
み
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
び
か
づ
ら
の
み
な

て
追
は
し
め
き
。
こ
こ
に
伊
邪
那
岐
命
、
黒
御
塁
を
取
り
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
す
な
は
ち
蒲
子
生
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
み
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

く
を
な
ほ
追
ひ
し
か
ば
、
ま
た
そ
の
右
の
御
角
髪
に
刺
せ
る
湯
津
津
間
櫛
を
引
き
閾
き
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、

む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。

　
　
　
　
よ
も
つ
し
こ
め

す
な
は
ち
黄
泉
醜
女
を
遣
は
し

　
　
ひ
ろ

こ
を
撫
ひ
食
む
間
に
、
逃
げ
行

　
た
か
む
な

乃
ち
筆
生
り
き
。
是
を
抜
き
食

変
身
謹
の
要
素
　
前
節
に
お
い
て
「
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
」
と
い
う
タ
ブ
ー
の
こ
と
ば
を
残
し
て
殿
の
内
に
入
っ
た
ま
ま
姿
を
見
せ
な
い
伊
邪
那

美
命
を
待
ち
佗
び
て
、
一
つ
火
を
燭
し
て
奥
へ
這
入
っ
た
伊
邪
那
岐
命
は
、
そ
こ
に
は
蛆
が
た
か
っ
て
転
が
り
合
い
、
全
身
に
雷
が
取
り
着
い
た

伊
邪
那
美
の
姿
を
見
た
。
そ
れ
が
黄
泉
の
国
で
の
伊
邪
那
美
命
の
正
体
で
あ
っ
た
。

　
正
体
を
知
ら
れ
た
伊
邪
那
美
命
は
「
吾
に
辱
見
せ
つ
」
と
言
っ
て
怒
る
。
さ
て
、
そ
の
「
辱
見
せ
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
類
似
の
条

件
の
下
で
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
正
体
を
知
ら
れ
た
こ
と
で
恥
辱
を
感
ず
る
場
合
は
、
大
方
は
そ
れ
が
夫
婦
別
れ
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
く

る
。
今
、
二
・
三
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
ω
綿
津
見
神
の
女
、
豊
玉
毘
売
命
は
海
宮
を
訪
れ
た
火
遠
理
命
の
妻
と
な
り
、
海
宮
よ
り
こ
の
国
に
来
て
御
子
を
産
ん
だ
が
、
出
産
に
際
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
ま
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
き
か

　
　
八
尋
和
遍
の
姿
と
な
っ
た
の
を
良
人
に
伺
見
さ
れ
た
こ
と
を
恥
じ
て
海
坂
を
塞
い
で
海
宮
へ
帰
っ
た
。
　
（
古
事
記
）

　
日
本
書
紀
も
大
筋
に
お
い
て
は
同
じ
で
、
古
事
記
の
「
八
尋
和
魎
」
が
本
文
で
は
「
龍
」
と
な
っ
て
い
る
。
古
事
記
の
伝
承
は
書
紀
一
書
第
二

・
一
書
第
三
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。
但
し
、
記
の
海
坂
を
塞
ぐ
と
い
う
伝
承
は
な
い
が
、
豊
玉
毘
売
が
自
ら
の
意
志
で
夫
婦
の
縁
を
切
っ
た
と

い
う
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
れ
ば
、
話
の
筋
は
大
体
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
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回
倭
　
々
日
百
襲
姫
命
を
妻
と
し
た
大
物
主
神
は
、
昼
は
妻
に
そ
の
姿
を
見
せ
ず
、
姿
を
見
せ
て
く
れ
と
の
妻
の
願
い
に
よ
っ
て
、
神
は
小
蛇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　
　
の
形
と
な
っ
て
妻
の
櫛
笥
の
中
に
い
た
。
姫
が
驚
い
て
叫
ん
だ
の
で
、
神
は
「
吾
れ
に
差
み
せ
つ
」
と
言
っ
て
御
諸
山
に
隠
れ
た
。
　
（
日
本

　
　
書
紀
、
巻
五
）

　
姫
は
己
れ
の
振
舞
を
悔
い
て
尻
居
に
倒
れ
た
と
き
、
神
に
恥
を
見
せ
た
報
い
と
し
て
、
箸
で
陰
部
を
突
い
て
嘉
じ
た
と
い
う
。

　
囚
丹
後
の
国
、
比
治
山
の
頂
の
井
に
天
女
八
人
が
降
っ
て
水
浴
び
を
し
た
。
土
地
の
老
夫
婦
が
一
人
の
天
女
の
衣
裳
を
奪
っ
て
隠
し
た
の
で
、

　
　
彼
女
だ
け
は
天
界
へ
帰
る
こ
と
を
得
ず
、
水
中
に
身
を
隠
し
て
独
り
恥
じ
て
い
た
。
　
（
丹
後
国
風
土
記
逸
文
）

　
こ
の
白
鳥
処
女
説
話
の
前
段
で
、
処
女
が
水
中
に
身
を
隠
し
て
恥
じ
て
い
た
と
い
う
叙
述
は
、
処
女
が
衣
裳
を
奪
わ
れ
た
た
め
に
裸
体
で
あ
っ

た
か
ら
、
女
ら
し
く
裸
体
が
人
目
に
触
れ
る
の
を
恐
れ
て
恥
じ
て
い
た
と
考
え
ら
る
の
は
、
現
代
風
の
常
識
的
推
察
に
過
ぎ
な
い
。
か
つ
て
筆
者

が
「
白
鳥
処
女
説
話
の
原
型
と
類
型
」
（
『
古
代
文
学
の
源
流
』
所
収
）
と
い
う
小
論
で
論
じ
た
よ
う
に
、
天
界
へ
戻
る
た
め
の
衣
裳
と
い
う
の

は
、
い
わ
ゆ
る
羽
衣
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
原
形
に
遡
れ
ば
白
鳥
の
姿
に
変
身
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
白
鳥
が
正
体
で
あ
る
の
か
、

裸
体
姿
の
処
女
が
正
体
で
あ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
に
せ
よ
、
劣
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
姿
の
方
が
恥
ず
べ
き
姿
と
考
え
て
、
処
女
は
水
中
に
身

を
隠
し
て
恥
じ
て
い
た
と
分
析
す
る
の
が
、
こ
の
説
話
の
正
し
い
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
回
の
例
は
、
夫
婦
の
一
方
が
そ
の
正
体
を
相
手
に
知
ら
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
夫
婦
の
縁
が
絶
え
る
話
で
あ
る
。
先
程
触
れ
た
よ
う
に
、
正
体

と
い
う
言
い
方
は
正
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
姿
（
神
も
人
間
の
姿
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
来
の
在
り
方
で
あ
る
。
異
類
神

と
い
う
も
の
は
、
下
級
の
神
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
変
身
の
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
）
と
異
類
の
姿
と
二
つ
の
姿
を
交
互
に
見
せ
る
場
合
は
、
異

類
の
姿
を
劣
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
が
本
体
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
話
の
基
盤
が
置
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
こ
う
し
た
恥
の
意
識
が
、
一
身
同
体
で
あ
る
は
ず
の
夫
婦
関
係
に
決
定
的
な
破
局
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
は
、
現
代
の
社
会
制
度
の
中
で
は

ど
う
考
え
て
も
納
得
が
ゆ
か
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
日
本
の
古
代
に
お
け
る
特
殊
現
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
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リ
ュ
ル
が
挙
げ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
ニ
ュ
：
・
ギ
ニ
ア
の
伝
承
の
中
に
、
人
間
と
動
物
と
の
双
方
に
変
身
す
る
こ
と
が
可
能
な
存
在

も
、
動
物
に
変
身
し
て
い
る
時
の
存
在
を
恥
じ
て
い
て
、
人
間
の
姿
と
な
っ
て
い
て
も
、
恐
ら
く
そ
の
本
来
の
形
だ
と
思
わ
れ
る
動
物
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

出
自
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
本
人
は
耐
え
が
た
い
侮
辱
感
か
ら
人
間
の
世
界
を
脱
し
て
、
本
来
の
動
物
の
世
界
へ
戻
っ
て
ゆ
く
、
と
い
っ
た
伝
承
が

い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
　
「
恥
」
の
感
情
は
、
男
或
い
は
女
の
二
重
性
が
、
例
え
ば
失
態
を
招
く
よ
う
な
場
合
に
は
、
規
則
正
し
く
現
れ
る
。
侮
辱
を
受
け
る
と
、
彼

　
　
等
は
実
際
に
は
彼
等
の
属
し
て
い
な
い
社
会
集
団
か
ら
去
る
。
何
物
も
彼
等
を
止
め
え
な
い
。
一
度
去
る
と
、
何
物
も
彼
等
を
戻
し
え
な

　
　
い
。
　
（
邦
訳
『
原
始
神
話
学
』
第
七
章
）

　
動
物
と
し
て
の
出
自
を
指
摘
さ
れ
た
り
、
そ
の
点
を
侮
辱
さ
れ
た
り
し
な
く
と
も
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
も
人
間
の
世

界
か
ら
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
日
本
霊
異
記
に
み
え
る
信
田
妻
の
原
形
と
さ
れ
る
説
話
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
囚
の
例
で
は
、
天
女
か
ら
人
間
の
処
女
へ
変
身
し
た
姿
を
恥
じ
て
も
、
人
間
社
会
か
ら
説
出
で
き
な
い
要
因
が
最
初
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
こ
の
処
女
は
一
種
の
奴
隷
的
存
在
と
し
て
人
間
社
会
に
奉
仕
せ
ざ
る
を
得
な
い
運
命
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
が
、
黄
泉
の
国
に
お
け
る
伊
邪
那
美
命
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
例
の
変
身
課
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

は
多
少
問
題
が
残
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
伝
承
者
の
意
図
に
は
明
ら
か
に
変
身
諺
の
意
識
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
故
に
夫
婦
の
別
離
が
行

わ
れ
、
二
人
は
二
度
と
逢
う
こ
と
も
な
く
、
神
世
七
代
の
最
後
に
置
か
れ
た
夫
妻
神
と
し
て
設
定
さ
れ
な
が
ら
、
妻
に
は
有
限
の
身
と
し
て
の
葬

地
を
、
良
人
に
は
不
死
の
身
と
し
て
祭
地
を
与
え
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
を
異
に
す
る
と
い
う
結
末
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
次
に
、
変
身
諌
で
は
な
い
が
、
伊
邪
那
岐
命
が
予
母
都
志
許
売
（
泉
津
醜
女
）
に
追
わ
れ
て
逃
走
す
る
際
に
、
投
げ
た
黒
御
婁
が
蒲
子
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
の
こ

り
、
又
、
右
の
美
豆
良
に
刺
し
た
湯
津
々
間
櫛
を
閾
い
て
投
げ
る
と
筍
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
変
生
潭
を
倉
野
憲
司
博
士
は
、
　
「
模
倣
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呪
術
に
基
い
た
話
」
と
説
明
さ
れ
て
居
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
模
倣
呪
術
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
模
倣
呪
術
の
思
考
原
理
が
根
底
に

作
用
し
て
い
る
話
柄
で
あ
る
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
‘

　
こ
の
話
は
模
倣
呪
術
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
私
が
言
う
の
は
、
変
生
課
だ
か
ら
で
あ
る
り
　
（
但
し
、
変
生
謳
で
は
な
い
と
い
う
な
ら
話
は
別
で

あ
る
。
）
模
倣
呪
術
と
い
う
の
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
考
え
方
を
借
り
る
な
ら
、
「
類
似
は
類
似
を
呼
ぶ
」
と
い
う
反
合
理
的
な
原
理
に
基
い
て
い
る

の
で
、
類
似
が
類
似
に
変
生
し
た
り
転
成
七
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ウ
ロ
の
よ
う
な
も
の
で
旱
魅
の
畑
の
或
る
部
分
に
水
を
撒
く
と
い

う
古
代
イ
ン
ド
地
方
の
雨
乞
の
呪
術
（
グ
ロ
ー
セ
『
芸
術
の
始
源
』
）
も
、
ジ
ョ
ウ
ロ
の
水
そ
の
も
の
が
雨
に
変
ず
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ

が
国
の
「
丑
の
刻
詣
り
」
の
蕎
入
形
は
、
呪
誼
の
対
象
た
る
人
間
に
変
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
空
を
隔
て
て
の
類
似
現
象
に
期
待
を
寄
せ
る
の

が
こ
の
呪
術
の
特
色
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
思
考
原
理
を
こ
の
話
に
認
め
る
な
ら
、
湯
津
々
間
櫛
の
材
質
は
、
こ
れ
も
倉
野
博
士
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
竹
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
櫛
の
材
質
に
つ
い
て
述
べ
た
文
献
は
多
い
が
、
古
く
は
竹
製
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
私
の
乏
し
い
知
識
で
は
「
和
漢
三

才
図
会
」
だ
け
で
あ
る
。
竹
製
で
あ
る
か
ら
こ
そ
前
段
’
（
「
私
解
」
H
）
に
掲
げ
た
よ
う
に
二
つ
火
燭
し
て
」
と
い
う
こ
と
も
可
能
な
の
だ
と

思
う
。

　
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
は
、
予
母
都
志
許
売
が
甚
し
く
餓
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
黄
泉
の
国
に
は
食
物
が
乏
し

い
と
想
像
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
黄
泉
戸
喫
と
い
う
語
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
豊
か
な
食
生
活
が
あ
る
と
は
誰
も
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
地
下
の
国
に
は
太
陽
が
照
ら
な
い
か
ら
、
農
作
物
が
存
在
し
な
い
と
考
え
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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い
や
は
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
は

最
後
に
、
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、
身
自
ら
追
ひ
来
り
き
。
爾
に
千
引
の
石
を
其
の
黄
泉
比
良
坂
に
引
き
塞
へ
て
、
其
の
石
を
中
に
置
き
て
、

　
む
か
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ど
　
　
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
く
　
　
　
　
　
な
せ
　
　
　
　
　
か
く
せ

各
対
か
立
ち
て
、
事
戸
を
農
す
時
に
、
伊
邪
那
美
命
一
一
一
戸
ひ
し
《
、
　
「
愛
し
き
我
が
那
勢
の
命
、
如
此
為
ば
、
汝
の
国
の
人
草
、
一
日
に
千
頭



く
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
に
　
も
　
　
　
　
　
　
　
し
か
せ

絞
り
殺
さ
む
。
」
爾
に
伊
邪
那
岐
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
那
遍
妹
の
命
、
汝
然
為
ば
、
吾
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
立
て
む
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
い
　
ほ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
、
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、
一
日
に
必
ず
千
五
百
入
生
ま
る
な
り
。
故
其
の
伊
邪
那
美
命
を
号
け
て
黄
泉

津
大
神
と
謂
ふ
。

黄
泉
比
良
坂
　
紀
で
は
泉
津
平
坂
と
い
う
文
字
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
世
界
と
黄
泉
の
国
と
の
境
に
あ
る
傾
斜
地
の
意
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
比
良
」
の
意
は
元
来
は
崖
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
確
め
て
い
な
い
。
紀
で
は
「
平
」
の
意
に
理
解
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
多
分
古
事
記
に
お
い
て
も
同
様
な
理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
古
く
遡
れ
ば
崖
の
よ
う
な
形
で
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
境

を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
。
そ
の
点
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
も
、
後
世
の
潤
色
に
違
い
な
い
に
せ
よ
、
冥
府
へ
下
る
の
に
坂
を

考
え
て
い
る
。

　
比
良
を
「
平
」
の
意
で
捉
え
る
な
ら
、
辞
書
的
に
は
「
平
ら
」
の
意
味
が
最
も
多
い
。
あ
る
い
は
、
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
の
意
と
す
る
。
後
世
の

用
法
な
が
ら
「
平
瀬
」
「
平
山
」
「
平
敷
」
「
平
城
」
な
ど
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
民
俗
語
と
し
て
は
山
の
斜
面
を
い
う
場
合
が
多
く
、
急
な
斜
面

の
意
味
で
使
う
地
方
と
、
ゆ
る
や
か
な
斜
面
の
意
味
で
使
う
地
方
と
が
あ
る
ら
し
い
。
坂
が
境
と
同
根
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
か
ら
、
　
「
平
坂
」
は
平
ら
な
坂
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
し
、
　
「
海
坂
」
の
例
の
よ
う
に
「
坂
」
を
境
の
意
に
と
れ
ば
、
こ
れ
も
平
坦
地
で

は
境
界
の
意
味
は
生
ま
れ
て
来
そ
う
も
な
い
の
で
、
平
坦
地
と
接
す
る
斜
面
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
何
に
せ
よ
、
そ
の
斜
面
が
急
峻
で
あ
っ
た

か
平
坦
に
近
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
明
白
で
は
な
い
。

伊
邪
那
美
の
呪
誼
　
千
引
の
石
を
中
に
し
て
、
死
者
と
な
っ
た
妻
と
良
人
と
が
向
い
合
い
、
良
入
の
口
か
ら
事
度
が
渡
さ
れ
た
時
、
妻
は
激
怒
す

る
。
　
「
事
戸
」
と
い
う
の
は
、
書
紀
本
文
で
は
絶
妻
之
誓
と
書
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
離
縁
と
同
義
で
あ
ろ
う
が
、
一
書
第
十
に
お
い
て
伊
邪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
が
ら

那
岐
が
伊
邪
那
美
に
向
っ
て
「
族
離
れ
な
む
」
　
「
族
負
け
じ
」
と
宣
言
し
た
こ
と
は
、
単
に
妻
を
離
別
す
る
目
的
で
の
言
立
て
で
は
な
か
ろ
う
と
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思
わ
れ
る
。
　
「
族
」
が
血
縁
を
中
心
と
し
た
集
団
を
さ
す
も
の
と
考
え
た
場
合
、
古
代
の
社
会
で
は
男
が
結
婚
相
手
の
女
の
血
縁
集
団
へ
這
入
り

込
ん
で
ゅ
く
と
い
う
形
を
取
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
族
離
れ
な
む
」
「
族
負
け
じ
」
が
離
縁
の
宣
告
で
あ
る
と
し
た
ら
、
良
人
の
方
が
「
妻
の

族
か
ら
離
れ
て
し
ま
お
う
」
と
い
う
意
味
と
、
「
妻
の
血
縁
の
者
に
は
負
け
ま
い
」
と
言
っ
た
意
味
に
な
り
、
「
族
離
れ
な
む
」
が
離
婚
の
意
味
に

は
な
る
と
し
て
も
、
ど
う
も
弱
す
ぎ
る
宣
告
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
族
負
け
じ
」
の
方
は
何
と
し
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
は
死
者
が
嘗

て
属
し
て
い
た
血
縁
集
団
の
立
場
に
立
っ
て
死
者
と
の
絶
縁
を
宣
言
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
死
者
は
常
に
生
者
に
対
し

て
敵
意
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
敵
意
を
最
も
恐
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
近
親
者
で
あ
り
、
次
い
で
血
縁
者
で

あ
っ
た
。
更
に
死
の
直
後
が
死
者
の
敵
意
は
最
も
強
い
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
死
者
の
機
嫌
を
で
き
る
だ
け
損
わ
な
い
よ
う
に
気

を
遣
う
必
要
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
受
身
の
手
段
だ
け
で
死
者
の
も
た
ら
す
害
が
避
け
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
恐
ら
く

積
極
的
な
絶
縁
儀
礼
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
「
族
負
け
じ
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
死
者
の
敵
意
に
対
し
て
血
縁
者
も
負
け
て
い
な

い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
そ
う
し
た
こ
と
ば
を
良
人
で
あ
る
伊
邪
那
岐
が
宣
言
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
場
合
で
は
死
者
に
一
番

近
い
近
親
者
で
あ
っ
た
ら
だ
と
考
え
た
い
。

　
自
己
が
所
属
す
る
血
縁
集
団
か
ら
の
追
放
と
い
う
苛
酷
な
処
置
が
伊
邪
那
美
命
を
激
怒
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
が
「
汝
の
国
の
人
草
、
一
日
に
千

頭
絞
り
殺
さ
む
」
と
い
う
呪
誼
に
な
っ
て
は
ね
返
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
神
代
史
の
体
系
の
中
で
は
、
人
間
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
起

源
説
話
を
、
や
や
不
完
全
な
形
な
が
ら
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
創
造
神
が
己
れ
の
創
り
あ
げ
た
は
ず
で

あ
る
創
造
物
を
自
ら
の
手
で
抹
殺
す
る
と
い
う
伝
承
は
、
そ
れ
が
人
間
に
死
と
い
う
も
の
が
免
れ
ぬ
宿
命
と
し
て
付
き
纒
う
よ
う
に
な
っ
た
起
源

を
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
異
常
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
も
、
血
縁
集
団
か
ら
放
逐
さ
れ
た
恨
み
が
そ
う
し
た

行
動
を
さ
せ
る
の
だ
と
考
え
る
時
、
こ
の
伝
承
が
如
何
に
巧
み
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

　
死
の
起
源
説
話
と
い
う
も
の
も
、
神
話
伝
承
の
中
に
は
何
と
し
て
も
必
須
な
要
素
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
死
に
た
く
な
い
と
い
う
願
い
は
、
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動
物
一
般
の
本
能
的
な
死
へ
の
恐
怖
心
を
除
外
し
て
考
え
た
時
も
、
人
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
精
神
文
化
を
展
開
さ
せ
た
。
筆
者
の
見
解
で
は
、
霊
魂

の
発
見
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
本
来
は
不
死
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
死
と
い
う
宿
命
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
原
初
に
お
け
る
何
者
か
の
呪
誼
に
よ
る
と
す
る
神
話
伝
承
が
未
開
社
会
に
も
存
在
す
る
し
、
モ
ー
タ
ル
（
ヨ
。
誹
鼻
死
ス
ベ
キ
モ
ノ
）
と
い

う
語
が
人
間
と
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
も
、
人
間
に
お
い
て
死
と
い
う
も
の
が
如
何
に
不
本
意
な
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
人
間
は
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
霊
魂
が
あ
れ
ば
ま
た
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
魂
は
植
物
に
お
け
る
種
子
の
役
割

に
相
当
す
る
。
し
か
も
人
間
の
生
命
が
短
い
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
霊
魂
を
種
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
人
間
と
い
う
も
の
は
原
初
に
出
現
し
た
人
間
の
数
よ
り
も
殖
え
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
何
ら
か
の
法
則
に
よ
っ

て
新
た
な
霊
魂
の
発
生
を
説
明
で
き
れ
ば
別
の
話
と
な
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
人
間
の
数
は
原
初
の
と
き
の
数
よ
り
増
加
す
る
こ
と
は

な
い
。
未
開
社
会
に
は
そ
う
し
た
考
え
が
あ
る
と
い
う
報
告
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
神
話
伝
承
と
し
て
こ
の
場
合
、
一
日
に
千
人

ず
つ
殺
し
て
や
る
と
い
う
伊
邪
那
美
の
呪
誼
に
対
し
て
、
一
日
に
千
五
百
人
ず
つ
産
も
う
と
い
う
伊
邪
那
岐
の
こ
と
ば
は
、
人
口
増
殖
の
起
源
説

話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
古
代
的
思
考
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
伝
承
と
も
言
え
る
。
と
に
か
く
日
本
の
あ
る
時
代
に
お
け
る
人
口
増
加

の
現
実
を
踏
ま
え
た
新
し
い
伝
承
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
・

＿8一

伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
原
郷

　
　
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
神
話
の
性
格
　
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
と
い
う
男
女
の
二
神
が
共
に
最
初
に
出
現
す
る
の
は
、
古
事
記
に
お
け
る
神

世
七
代
の
双
神
五
代
の
末
尾
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
次
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
比
地
瀧
神
、
次
に
妹
須
比
智
魎
神
。
次
に
角
代
神
、
次
に
妹
活
代
神
。
次
に
意
斗
能
地
神
、
次
に
妹
大
斗
乃



　
　
辮
神
。
次
に
於
母
陀
流
神
、
次
に
妹
阿
夜
詞
志
古
泥
神
。
次
に
伊
邪
那
岐
神
、
次
に
妹
伊
邪
那
美
神
。
　
（
古
事
記
・
双
神
五
代
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り
が
み

　
こ
の
双
神
五
代
の
前
に
は
国
之
常
立
神
と
豊
雲
野
神
と
が
各
独
神
と
し
て
存
在
し
、
併
せ
て
神
世
七
代
と
称
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
　
「
次
に
角
拭

神
」
　
「
次
に
妹
活
代
神
」
と
い
う
形
で
叙
述
さ
れ
て
は
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
男
女
神
は
併
せ
て
一
代
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
当
然
で
、
書
紀
本

文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
男
女
神
を
そ
れ
ぞ
れ
一
と
組
に
し
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
独
神
も
双
神
も
系
譜
関
係
を
有
た
な
い
神
々
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
双
神
五
代
の
末
尾
に
置
か
れ
た
伊

邪
那
岐
神
．
伊
邪
那
美
神
の
二
神
も
忽
然
と
し
て
出
現
し
た
わ
け
で
、
別
々
に
生
活
し
て
い
た
男
女
神
が
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
神
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
ま
じ
　
　
　
　
　
な

態
を
と
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
、
書
紀
本
文
に
見
え
る
「
乾
坤
の
道
、
相
参
り
て
化
る
。
所
以
に
、
此
の
男
女
を
成
す
。
」
と
い
う
解

説
の
通
り
で
、
男
女
二
神
で
は
あ
っ
て
も
、
男
神
・
女
神
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
人
格
（
神
格
と
い
う
と
却
っ
て
誤
解
を
生
ず
る
の
で
人
格
と
し

た
。
）
を
有
す
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ
な
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な
　
き

　
　
一
書
に
日
は
く
、
国
常
立
尊
、
天
鏡
尊
を
生
む
。
天
鏡
尊
、
天
万
尊
を
生
む
。
天
万
尊
、
沫
蕩
尊
を
生
む
。
沫
蕩
尊
、
伊
　
諾
尊
を
生
む
。

　
　
（
書
紀
、
一
書
第
二
）

　
こ
の
血
縁
系
譜
型
と
も
言
う
べ
き
書
紀
一
書
の
伝
承
は
、
人
間
社
会
の
系
譜
に
類
し
て
い
て
甚
だ
理
解
し
や
す
い
が
、
こ
れ
で
は
双
神
の
一
方

　
　
　
い
ぎ
な
み

で
あ
る
伊
突
再
尊
の
出
現
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
も
女
神
を
妻
と
し
て
子
を
生
ん
だ
と
理
解
し
て
は
い
け
な
い
ら
し
い
か
ら
、
国
常
立
尊
以
下

い
ず
れ
も
独
神
に
類
し
て
い
な
が
ら
子
を
生
む
と
あ
る
故
に
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
両
性
具
有
神
で
単
独
生
殖
が
可
能
な
神
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
何
に
せ
よ
伊
　
再
尊
が
存
在
す
る
余
地
の
な
い
伝
承
で
あ
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
さ
て
古
事
記
で
は
、
こ
の
伊
邪
那
岐
神
．
伊
邪
那
美
神
が
伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美
命
と
多
少
の
呼
称
を
変
え
て
、
男
女
の
人
格
神
と
し
て
、

国
土
の
修
理
固
成
・
大
八
島
国
の
生
成
・
神
々
の
生
成
と
い
っ
た
創
造
神
と
し
て
の
仕
事
を
展
開
す
る
。
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
の
伊
邪
那
美
命
は
神
々
の
生
成
の
最
後
に
火
之
迦
具
土
神
を
生
ん
だ
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
死
ぬ
。
そ
の
伊
邪
那
美
の
死
と
葬
地
に
つ
い
て
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は
、
　
「
私
解
H
」
に
既
に
述
べ
た
。
葬
地
と
し
て
は
古
事
記
で
は
出
雲
と
伯
支
の
境
の
比
婆
の
山
で
あ
り
、
書
紀
一
書
第
五
で
は
紀
伊
国
の
熊
野

の
有
馬
村
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
創
造
神
が
自
己
の
創
造
し
た
国
土
の
中
に
埋
葬
地
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
神
話
の
世
界

で
あ
っ
て
も
矛
盾
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
男
神
の
伊
邪
那
岐
命
の
方
は
三
貴
子
を
生
ん
だ
後
「
其
の
伊
邪
那
岐
大
神
は
淡
海
の
多
賀
に

坐
す
な
り
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
命
」
で
は
な
く
て
「
大
神
」
と
し
て
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
か
ら
神
話
的
次
元
の
違
い
は
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
創
造
神
な
ら
こ
の
よ
う
な
形
で
叙
述
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
思
う
に
、
伊
邪
那
美
命
の
場
合
は
記
紀
倶
に
埋
葬

地
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
伊
邪
那
美
が
創
造
神
に
格
上
げ
さ
れ
て
記
紀
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
そ
の
埋
葬
地
と
称
す
る
も
の

が
た
ま
た
ま
伝
承
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

　
こ
の
伊
邪
那
美
命
の
本
来
の
姿
は
、
そ
の
埋
葬
地
の
叙
述
か
ら
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
伊
邪
那
美
命
・
伊
邪
那
岐

命
の
出
自
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

出
雲
国
風
土
記
に
お
け
る
地
縁
性
　
記
紀
と
は
異
な
っ
た
姿
で
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
の
は
出
雲
国
風
土
記
で
あ
る
。

　
　
い
　
ざ
　
な
　
き

　
　
伊
舞
奈
枳
の
真
愛
児
に
ま
す
熊
野
加
武
呂
の
命
と
、
五
百
津
組
の
鉗
な
ほ
取
り
取
ら
し
て
天
の
下
造
ら
し
し
大
穴
持
の
命
と
、
二
所
の
大
神

　
　
等
に
依
さ
し
奉
り
き
、
故
、
神
戸
と
い
ふ
。
（
出
雲
の
神
戸
）

　
　
伊
鼻
奈
枳
の
命
の
御
子
、
都
久
豆
美
の
命
、
こ
の
処
に
坐
せ
り
。
然
れ
ば
都
久
豆
美
と
い
ふ
べ
き
を
、
今
の
人
猶
千
酌
と
号
く
る
の
み
。

　
　
（
千
酌
の
駅
）

　
伊
邪
那
岐
命
に
関
す
る
こ
の
出
雲
国
風
土
記
の
記
事
で
は
、
記
紀
に
は
片
鱗
す
ら
見
せ
な
か
っ
た
二
人
の
子
供
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
居
り
、

そ
の
子
供
た
ち
は
明
ら
か
に
出
雲
国
に
地
縁
を
も
つ
神
々
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
出
雲
国
の
伝
承
の
中
で
伊
邪
那
岐
命
の
姿
は
現
実
味
を
帯
び
た

存
在
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
子
供
二
人
が
出
雲
国
に
地
縁
を
有
す
る
有
力
な
神
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
父
親
の
伊
邪
那
岐
命
も
出
雲
国
に
地

縁
性
を
も
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
伊
邪
那
岐
命
は
出
雲
国
の
神
と
し
て
祖
神
的
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
神
で
は
な
か
っ
た
か
と
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思
う
。
一
方
、
伊
邪
那
美
命
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
出
雲
国
風
土
記
、
神
門
の
郡
・
古
志
の
郷
の
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ど

　
　
伊
弊
那
弥
の
命
の
時
、
日
淵
川
を
も
て
池
を
築
造
り
給
ひ
き
。
そ
の
時
古
志
の
国
人
等
、
到
来
り
て
堤
を
為
り
て
、
や
が
て
宿
居
り
し
処
な

　
　
り
。
故
、
古
志
と
い
ふ
。
　
（
岩
波
文
庫
本
）

と
あ
る
。
な
お
、
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
原
文
で
は
「
築
造
池
之
」
と
な
っ
て
い
て
、
　
「
給
ひ
き
」
と
い
う
敬
語
を
付
け
る
か
付
け
な
い
か
は
、

日
淵
川
を
塞
き
止
め
て
池
を
作
っ
た
の
を
伊
鼻
那
弥
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
古
志
の
国
人
で
あ
る
と
考
え
る
か
に
依
る
。
伊
鼻
那
弥
命
が
日
淵

川
を
塞
き
止
め
て
池
を
造
っ
た
と
解
釈
す
る
な
ら
神
話
的
伝
承
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
私
を
こ
れ
を
神
話
的
伝
承
と
し
て
伊
弊
那
弥
命
が
日
淵
川
を
塞
き
止
め
て
池
を
造
り
、
古
志
（
越
の
国
）
か
ら
来
た
人
々
が
堤
を
作
っ
た
と
解

し
た
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
冒
頭
の
「
伊
弊
那
弥
の
命
の
時
」
と
炉
う
句
が
、
統
治
年
紀
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
以
下
の
句

は
、
日
淵
川
を
以
て
池
を
造
る
と
い
う
工
事
が
行
わ
れ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
出
雲
国
に
お
い
て
伊
鼻
那
弥
命
の
治
世
が
存
在

し
た
と
か
、
伊
鼻
那
弥
命
と
い
う
神
が
君
臨
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
は
、
素
直
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
そ

れ
に
類
し
た
意
味
な
ら
ば
、
伊
鼻
奈
枳
命
で
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
の
冒
頭
の
句
は
「
伊
弊
那
弥
命
が
居
ら
れ

た
時
代
に
、
伊
鼻
那
弥
命
が
」
の
意
味
に
理
解
す
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
伊
弊
那
弥
命
が
川
を
塞
き
止
め
て
池
を
造
っ
た
と
す
る
と
、
記
紀
に
見
え
る
伊
邪
那
美
命
の
よ
う
な
偉
大

な
創
造
神
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
何
の
た
め
に
越
の
国
人
が
出
雲
に
来
て
伊
弊
那
弥
の
工
事
を
手
伝
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
伊
弊
那
弥
命
と
越
の
国
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
結
論
を
急
げ
ば
、
伊
鼻
那
弥
命
は
越
の
国
の
出
身

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
神
話
伝
承
に
な
り
切
ら
な
い
よ
う
な
こ
の
叙
述
か
ら
み
て
、
こ
の
伝
承
は
右
の
よ
う
に
現
実
的
な
解
釈
を
す

る
余
地
が
十
分
に
あ
る
。
越
の
国
人
が
持
ち
込
ん
だ
神
で
あ
ろ
う
か
な
ど
と
考
慮
す
る
よ
う
な
次
元
で
は
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
伊
鼻
那
弥
は
越

の
国
の
豪
族
の
娘
で
あ
っ
た
と
迄
極
論
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
伊
弊
那
弥
が
故
国
の
支
配
地
か
ら
人
々
を
呼
び
寄
せ
て
池
を
造
ら
せ
た
と
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い
う
出
来
事
が
、
半
ば
神
話
伝
承
化
し
て
こ
の
叙
述
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
伊
弊
奈
枳
命
と
は
別
個
の
伝
承
と
し
て
記
述
さ
れ
た
の
も
以
上

の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

記
紀
と
の
関
連
　
出
雲
国
風
土
記
に
見
え
る
神
名
を
基
準
に
し
て
記
紀
と
関
連
あ
る
も
の
を
系
譜
化
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

伊
鼻
奈
枳
命

（
伊
鼻
那
弥
命
）

お
　
き
　
つ
　
く
　
し
　
い

意
支
都
久
辰
為

〈
高
志
の
神
〉

熊
野
加
武
呂
ム
叩

1
都
久
豆
美
命

ぬ
　
な
　
が
　
は
　
ひ
　
め

奴
奈
宜
波
比
売
命

　
　
ー
伽
脚
穂
循
塊
々
飽
天
A
叩

大
穴
持
命
・
…
・
・
…
・
…

（
協
力
関
係
）

一12一

’

須
佐
能
蓑
命

和
加
須
世
理
比
売
命

　
熊
野
加
武
呂
命
と
都
久
豆
美
命
と
は
伊
弊
奈
枳
命
の
御
子
で
あ
る
が
、
伊
弊
那
弥
命
と
の
関
連
は
分
か
ら
な
い
。
大
穴
持
命
は
記
紀
に
見
え
る

大
国
主
神
に
相
当
す
る
。
須
佐
能
衰
命
は
そ
の
ま
ま
の
名
で
記
紀
に
見
え
る
。
古
事
記
で
は
伊
邪
那
岐
命
が
生
ん
だ
三
貴
子
の
一
人
で
あ
り
、
書

紀
本
文
で
は
諾
再
二
神
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
須
佐
之
男
命
に
須
勢
理
毘
売
と
い
う
娘
が
あ
っ
て
、
大
国
主
神
の
嫡
妻
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
め
さ

な
っ
て
い
る
こ
と
は
古
事
記
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
風
土
記
の
和
加
須
世
理
比
売
に
つ
い
て
は
、
神
門
の
郡
・
滑
狭
の
郷
の
条
に
、
　
「
須
佐
能
震

の
命
の
御
子
、
和
加
須
世
理
比
売
の
命
坐
し
き
。
」
と
あ
っ
て
、
古
事
記
の
須
勢
理
毘
売
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
風
土
記
の
場
合
に
は
「
和
加
」

の
語
を
冠
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
姿
・
容
貌
の
若
々
し
い
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
須
勢
理
毘
売
と
同
一
人
物
か
も
知
れ
な
い
が
、
書
紀
一
書



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
ひ
る
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ひ
る
め
の
む
ち

に
素
箋
鳴
尊
の
悪
業
に
依
っ
て
、
斎
機
殿
に
い
た
稚
日
女
尊
が
死
ん
だ
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
て
、
天
照
大
神
を
大
日
嚢
貴
あ
る
い
は
天
照
大
日

襲
尊
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
元
来
は
、
母
系
制
社
会
に
お
い
て
や
が
て
跡
取
り
と
な
る
若
い
娘
に
「
和
加
」
　
（
若
）
と
い
う

語
を
冠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
男
子
は
あ
る
程
度
成
長
す
れ
ば
父
親
に
属
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
そ
の
場
合
も

子
供
の
方
に
は
「
若
」
を
付
け
て
区
別
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
出
雲
国
風
土
記
、
秋
鹿
の
郡
・
大
野
の
郷
の
条
に
見
え
る
和
加
布
都
努
志

命
な
ど
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
に
か
く
、
須
世
理
比
売
命
と
い
う
の
は
須
佐
能
蓑
命
の
娘
と
称
す
る
系
譜
を
も
っ
た
家
柄
の
名
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
和
加
須
世
理
比
売
を
妻
と
す
る
大
穴
持
命
は
、
一
方
で
は
越
の
国
出
身
の
奴
奈
宜
波
比
売
命
を
妻
と
し
て
い
た
。
古
事
記
で
は
沼
河
比
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ば

の
表
記
で
現
れ
、
八
千
矛
神
が
遙
々
と
高
志
個
ま
で
婚
い
に
行
く
話
が
あ
り
、
　
「
神
語
」
と
称
す
喝
五
首
の
歌
謡
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
誰
も

知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
八
千
矛
神
が
い
つ
か
大
国
主
神
と
こ
重
映
し
に
な
っ
て
く
乃
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
前
の
系
譜
に
戻
る
こ
と
に
な
る
ガ
、
図
表
で
見
る
よ
う
に
大
穴
持
命
と
熊
野
加
武
呂
命
と
は
協
力
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
こ
の
項
の
初
め
に
引
用
し
た
「
出
雲
の
神
戸
」
の
記
述
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
伊
舞
奈
枳
命
も
恐
ら
く
は
伊
弊
那
弥
命
も
、
大
穴

持
命
よ
り
も
世
代
の
古
い
神
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

出
雲
の
国
と
高
志
の
国
　
出
雲
の
国
と
高
志
の
国
と
は
極
め
て
古
い
時
代
か
ら
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
八
千
矛
神
が
高
志
の
沼

河
比
売
へ
求
婚
を
す
る
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
越
の
国
征
服
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
説
は
尤
も
で
あ
る
。
出
雲
国
風

土
記
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

↑
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
、
越
の
八
国
を
平
け
賜
ひ
て
還
り
ま
し
し
時
〈
下
略
〉
（
意
宇
の
郡
・
母
理
の
郷
）
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は
や
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
デ

天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
、
越
の
八
国
を
平
け
む
と
し
て
幸
ま
し
し
時
、
此
の
処
の
樹
林
茂
盛
れ
り
き
。

　
　
　
　
　
は
や
し

（
意
宇
の
郡
・
拝
志
の
郷
）



　
文
化
の
東
漸
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
文
化
の
発
達
史
の
上
か
ら
見
て
、
大
方
法
則
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
わ
が
日
本
に
お
い
て
も
例

外
で
は
な
い
。
太
古
か
ら
人
々
は
東
方
の
未
開
の
地
に
夢
を
求
め
て
探
索
の
手
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
高
文
化
を
保
持
す
る
人
々
が
低
文
化
の
地

へ
足
を
踏
み
入
れ
る
に
際
し
て
、
手
取
り
早
い
手
段
は
武
力
に
依
る
制
圧
で
あ
っ
た
。
八
千
矛
神
が
高
志
の
沼
河
比
売
を
手
中
に
入
れ
た
話
は
、

出
雲
国
風
土
記
で
大
穴
持
命
が
高
志
の
意
支
都
久
辰
為
神
の
娘
、
奴
奈
宜
波
比
売
命
を
妻
に
し
て
い
る
記
述
か
ら
み
て
、
恐
ら
く
事
実
を
踏
ま
え

た
伝
承
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
沼
河
と
い
う
の
は
、
越
後
の
国
頸
城
郡
を
流
れ
る
今
の
姫
川
だ
と
も
言
い
、
あ
る
い
は
布
川
だ
と
も
言
う
。
布
川
は
今
の
田
海
川
で
あ
る
。
そ

の
流
域
に
古
く
奴
奈
川
庄
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
姫
川
や
布
川
な
ど
の
川
床
か
ら
斐
翠
な
ど
の
原
石
が
多
く
採
取
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
川
の
河
口

付
近
に
は
古
代
の
玉
造
工
場
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
市
村
宏
博
士
が
「
璃
璃
と
窮
翠
－
出
雲
と
越
ー
」
（
『
続
万
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

集
新
論
』
の
巻
頭
論
文
）
に
論
じ
て
居
ら
れ
る
が
、
沼
河
は
や
は
り
真
淵
が
言
う
よ
う
に
「
環
の
川
」
　
（
玉
の
採
れ
る
川
）
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
古
代
に
あ
っ
て
重
要
な
装
身
具
で
あ
っ
た
勾
玉
の
原
石
を
多
く
産
出
し
た
こ
の
地
を
、
出
雲
人
た
ち
は
武
力
に
依
っ
て
手
に
入
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
が
出
雲
国
風
土
記
に
見
え
る
大
穴
持
命
の
越
の
八
国
平
定
の
記
事
で
あ
り
、
そ
の
際
、
征
服
し
た
土
地
の
首
長
の
娘
が
恐
ら
く
沼
河

比
売
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
は
、
そ
の
征
服
者
が
沼
河
比
売
を
手
に
入
れ
た
経
緯
を
求
婚
課
に
す
り
代
え
て
「
神
語
」
五
首
の
伝
承
を

採
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
る
の
に
、
出
雲
国
風
土
記
に
あ
っ
て
は
、
大
穴
持
命
は
「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
創
造
神
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
方
で
は
越
の
八
国
を
平
定
し
た
武
将
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
甚
だ
矛
盾
し
た
記
述

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
話
は
要
す
る
に
、
出
雲
建
国
に
ま
つ
わ
る
諸
々
の
業
績
が
大
穴
持
命
に
習
合
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
越
の
国
征
服
を
大
穴
持
に
だ
け
負
わ
せ
る
理
由
は
な
い
。
出
雲
の
国
に
地
縁
を
も
つ
伊
弊
奈
枳
命
が
越
の
国
征
服
を
断

行
し
な
か
っ
た
と
い
う
反
証
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
際
、
越
の
国
か
ら
妻
を
手
に
入
れ
て
帰
還
し
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
妻
に
伊
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鼻
那
弥
の
名
が
与
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
奴
隷
妻
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
出
雲
国
風
土
記
の
中
で
も
そ
れ
ほ
ど
重

要
視
さ
れ
ず
、
古
事
記
の
中
で
も
伊
邪
那
岐
命
と
共
に
終
り
を
全
う
せ
ず
、
黄
泉
の
国
へ
赴
く
運
命
と
な
る
の
も
、
軽
視
ざ
れ
や
す
い
素
姓
が
あ

っ
た
故
と
考
え
る
の
は
思
い
過
ご
し
で
あ
ろ
う
か
。

補
遺
　
前
に
言
い
残
し
た
、
古
事
記
に
お
け
る
八
千
矛
神
と
大
国
主
命
と
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
多
少
言
及
し
て
置
き
た
い
こ
と
が

あ
る
。

　
八
千
矛
神
は
そ
の
名
か
ら
し
て
越
の
国
の
征
服
者
と
し
て
の
面
影
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
千
矛
の
求
婚
の
相
手
が
沼
河
比
売
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
縁
起
の
部
分
に
そ
う
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
「
神
語
」
の
歌
謡
自
体
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
判
る
の
は
八
千
矛
神
が
越
の
国

の
美
女
に
求
婚
し
た
と
い
う
内
容
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
千
矛
神
が
大
国
主
神
の
別
名
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
出
雲
国
風
土
記
に
あ
る

伝
承
と
重
ね
た
と
き
に
、
初
め
て
割
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
か
ら
大
国
主
神
に
至
る
古
事
記
の
系
譜
の
末
尾
に
、
大
国
主
神

の
五
つ
の
別
名
が
記
さ
れ
て
い
て
、
八
千
矛
神
の
名
も
そ
こ
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
大
国
主
神
の
伝
承
が
整
理
さ
れ
た
際
に
一
括
し
て
記
さ
れ

た
も
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
八
千
矛
神
と
大
国
主
神
の
同
一
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
「
神
語
」
の
第
五
番
歌
に
　
「
八
千
矛
の
神
の

命
や
吾
が
大
国
主
」
と
あ
る
こ
と
が
恐
ら
く
問
題
と
な
ろ
う
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
「
吾
が
大
国
主
」
の
大
国
主
は
、
固
有
名
詞
と
し
て
の
大
国
主

神
で
は
な
い
。
偉
大
な
る
国
土
の
支
配
者
と
い
う
意
味
を
転
じ
て
、
愛
す
る
人
へ
の
敬
称
と
し
て
用
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
に
は
「
あ
が
仏
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
敬
愛
す
る
人
の
称
と
し
た
。
こ
れ
は
多
く
の
例
が
あ
り
、
男
性
か
ら
女
性
へ
、
女
性
か
ら
男

性
へ
、
ど
ち
ら
に
で
も
使
わ
れ
た
。
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
、
仏
は
帝
よ
り
も
形
式
上
は
尊
い
存
在
で
あ
っ
た
。
十
善
の
天
子
自
身
が
三
宝

の
奴
を
称
し
た
の
は
聖
武
天
皇
だ
が
、
平
安
期
に
入
っ
て
も
そ
の
伝
統
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
「
あ
が
仏
」
と
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
大
切

な
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
類
似
す
る
用
法
が
万
葉
時
代
に
も
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
万
葉
集
、
巻
十
三
・
三
三
一
二
の
歌

に
次
の
よ
う
な
歌
句
が
あ
る
。
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こ
も
り
く
の
　
長
谷
小
国
に
　
よ
ば
ひ
す
る
　
わ
が
す
め
ろ
き
よ
　
奥
床
に
　
母
は
睡
た
り
　
外
床
に
　
父
は
寝
た
り
　
起
き
立
た
ば
　
母

　
　
知
り
ぬ
べ
し
　
い
で
行
か
ば
　
父
知
り
ぬ
べ
し
〈
下
略
〉
　
（
作
者
未
詳
）

　
こ
の
歌
は
古
事
記
の
八
千
矛
神
の
唱
和
の
歌
謡
と
は
間
接
的
な
繋
り
を
も
つ
作
品
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
わ
が
す
め
ろ
き
よ
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ば

句
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
す
め
ろ
き
」
は
通
常
は
天
皇
を
指
す
の
だ
が
、
天
皇
が
こ
う
し
た
貧
し
い
庶
民
の
娘
を
婚
う
は
ず
は
な
い
か
ら
、

一
般
的
な
尊
称
に
過
ぎ
な
い
と
か
、
い
や
古
代
の
天
皇
に
は
そ
う
し
た
庶
民
性
が
あ
っ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
説
く
入
は
い
る
が
、
そ
う
し
た
問

題
で
は
な
く
て
、
娘
が
自
分
の
恋
人
を
最
高
の
存
在
と
し
て
、
恐
ら
く
国
家
の
支
配
者
で
あ
る
男
性
の
呼
称
i
「
す
め
ろ
き
」
と
い
う
こ
と
ば

で
待
遇
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
用
法
に
照
ら
し
て
「
吾
が
大
国
主
」
の
句
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
古
事
記
の
編
者
は
恐
ら
く
こ
の
句
を
も
っ

て
、
八
千
矛
神
は
大
国
主
神
の
別
称
と
決
め
た
に
違
い
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
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〔
付
記
〕
右
の
「
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
原
郷
」
な
る
一
章
は
、
昭
和
五
十
年
十
一
月
九
日
、
佐
賀
女
子
短
期
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
学
院

大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
多
少
の
修
整
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

三
貴
子
誕
生
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
な

是
を
以
ち
て
伊
邪
那
伎
大
神
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
は
い
な
し
こ
め
し
こ
め
き
臓
き
国
に
到
り
て
あ
り
け
り
。
故
、
吾
は
御
身
の
襖
為
む
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
ど

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
に
到
り
坐
し
て
、
硬
ぎ
祓
ひ
た
ま
ひ
き
。

　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
た
つ
ふ
な
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
の
な
が
ち
は
の

故
、
投
げ
棄
つ
る
御
杖
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
衝
立
船
戸
神
。
次
に
投
げ
棄
つ
る
御
帯
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
道
之
長
乳
歯
神
。
次
に
投
げ

　
　
　
み
ふ
く
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
は
か
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
み
け
し
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
づ
ら
ひ
の
う
し
の

棄
つ
る
御
嚢
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
時
量
師
神
。
次
に
投
げ
棄
つ
る
御
衣
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
和
豆
良
比
能
宇
斯
能
神
。
次
に
投
げ
棄
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
う
　
し
　
の

　
み
は
か
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
が
ふ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ぐ
ひ

る
御
樺
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
道
俣
神
。
次
に
投
げ
棄
つ
る
御
冠
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
飽
咋
之
宇
斯
能
神
。
次
に
投
げ
棄
つ
る
左
の
御
手

　
た
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
き
ざ
か
る
の
　
　
　
　
　
　
　
お
き
つ
　
な
　
ぎ
　
き
　
び
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
お
き
つ
　
か
　
ひ
　
べ
ら
の

の
手
纒
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
奥
疎
神
。
次
に
奥
津
那
芸
佐
毘
古
神
。
次
に
奥
津
甲
斐
辮
羅
神
。
次
に
投
げ
棄
つ
る
右
の
御
手
の
手
纒
に

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ざ
か
る
の
　
　
　

へ
つ
な
ぎ
さ
び
こ
の
　
　
　
　
へ
つ
か
ひ
べ
ら
の

成
れ
る
神
の
名
は
、
辺
疎
神
。
次
に
辺
津
那
芸
佐
毘
古
神
。
次
に
辺
津
甲
斐
辮
羅
神
。

　
黄
泉
の
国
か
ら
脱
出
し
た
伊
邪
那
伎
大
神
は
「
い
や
な
、
不
愉
快
な
風
景
の
、
繊
れ
た
国
に
居
た
も
の
だ
。
身
体
を
洗
い
清
め
よ
う
。
」
と
仰

有
っ
て
、
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
に
や
っ
て
来
ら
れ
て
、
旗
ぎ
祓
い
を
な
さ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ふ
　
や

　
こ
の
部
分
の
直
前
に
は
黄
泉
比
良
坂
の
話
が
あ
っ
て
、
　
「
故
、
其
の
謂
は
ゆ
る
黄
泉
比
良
坂
は
、
今
、
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
と
謂
ふ
。
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
古
事
記
の
編
者
は
黄
泉
の
国
の
出
入
口
が
出
雲
国
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
、
伊
邪
那
伎
大
神
は
出
雲
か
ら
日
本

の
西
の
果
て
と
考
え
ら
れ
て
い
た
九
州
ま
で
や
っ
て
来
て
旗
ぎ
祓
い
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
山
陰
の
海
岸
な
ら
近
く
に
あ
る
の
に
、
な
ぜ
竺
紫
ま

で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
。
そ
れ
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
日
向
と
い
う
名
は
、
陽
が
向
う
と
い
う
意
味
で
、
運
行
す
る
太
陽
が
向
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
あ
る
い
は
向
っ
て
ゆ
く
土
地
を
言
う
こ
と
ば
で
あ

る
。
謡
曲
「
景
清
」
の
中
で
景
清
が
「
日
向
と
は
日
に
向
ふ
。
向
ひ
た
る
名
を
ば
呼
び
給
は
で
、
」
と
述
懐
し
て
い
る
の
は
民
間
語
源
に
も
類
し

た
解
釈
で
あ
る
。
太
陽
に
直
対
す
る
と
い
う
の
は
、
方
角
に
も
時
間
に
も
無
縁
な
言
い
廻
し
で
あ
る
。
や
は
り
、
太
陽
が
向
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
明
ら
か
に
方
角
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
は
西
方
の
意
味
を
示
す
。
そ
れ
で
は
何
故
、
伊
邪
那
伎
大
神
は
西

方
の
国
の
果
て
な
る
竺
紫
へ
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
太
陽
は
東
か
ら
出
て
西
へ
没
す
る
。
西
は
太
陽
の
死
滅
す
る
地
で
あ
る
。
太
陽
は
東
の
地
平
線
に
誕
生
し
て
、
西
の
地
平
線
で
死
滅
す
る
も
の

と
長
い
こ
と
人
類
は
考
え
て
き
た
筈
で
あ
る
。
西
へ
没
し
て
光
を
消
し
た
太
陽
は
ど
の
よ
う
に
し
て
東
の
地
平
線
へ
移
動
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
太
陽
は
常
に
東
に
お
い
て
誕
生
し
、
西
に
お
い
て
死
滅
す
る
と
考
え
る
他
は
な
か
っ
た
と
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思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
、
古
事
記
説
話
の
成
立
頃
ま
で
も
人
々
は
懐
き
続
け
て
い
た
な
ど
と
い
う
積
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
方
は

き
わ
め
て
太
古
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
方
に
伴
う
行
動
や
習
俗
は
容
易
に
改
変
さ
れ
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
西
の
果
て
の
国
で
襖
ぎ
祓
い
を
す
れ
ば
、
身
体
か
ら
離
れ
た
臓
れ
は
総
て
死
滅
す
る
太
陽
と
共
に
死
滅
し
て
ゆ
く
に
違

い
な
い
。
そ
の
繊
れ
が
国
土
の
一
部
す
ら
も
冒
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
西
の
国
を
選
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
六
月
祓
の
祝
詞
に
見
る
よ

う
な
、
稼
れ
を
消
化
し
持
ち
去
る
神
々
と
い
っ
た
も
の
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
考
え
方
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
じ
　
ふ
　
る
　
た
　
け

　
さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
天
孫
が
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
久
士
布
流
多
気
に
降
臨
し
た
と
す
る
意
味
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場

合
は
大
和
朝
廷
と
い
う
も
の
が
次
第
に
東
漸
し
て
ゆ
く
起
点
と
し
て
西
国
の
地
が
選
ば
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
地
が
同
じ
く
日
向
の

名
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
東
方
へ
の
憧
憬
は
人
類
の
変
ら
ぬ
夢
で
あ
っ
た
。
東
方
に
未
知
の
国
を
求
め
る

人
々
の
心
の
中
に
は
、
太
陽
の
生
れ
る
国
へ
の
憧
憬
の
念
が
潜
在
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
日
本
の
歴
史
の
中
で
は
神
武
東
征
の
伝
承
が
そ
う
し

た
憧
憬
の
具
体
化
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

神
々
の
化
生
　
伊
邪
那
伎
が
投
げ
棄
た
も
の
か
ら
化
成
し
た
最
初
の
神
は
衝
立
船
戸
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
杖
か
ら
化
成
し
た
と
さ
れ
る
。
船
戸

　
　
　
　
　
ふ
　
な
　
と
　
　
　
　
　
く
　
な
　
と

は
も
ち
ろ
ん
経
勿
処
で
、
来
勿
処
の
神
と
職
能
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
村
境
・
国
境
な
ど
に
立
っ
て
い
て
悪
霊
の
侵
入
を
阻
止
す
る
神
で
あ
る
。
書

紀
で
は
岐
神
と
書
か
れ
て
い
る
。
村
境
や
国
境
を
越
え
る
旅
人
が
こ
の
神
に
祭
り
の
料
を
捧
げ
て
通
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
旅
の
安
全

を
守
る
神
と
し
て
の
職
能
を
併
せ
有
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
道
神
の
要
素
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
後
世
は
こ
の
神
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
ろ
く
じ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぐ
つ

般
に
道
祖
神
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
道
陸
神
と
も
言
っ
た
。
そ
し
て
、
旅
か
ら
旅
を
め
ぐ
る
擁
偶
の
よ
う
な
漂
泊
民
か
ら
守
護
神
と

し
て
扱
わ
れ
、
偲
偶
の
場
合
で
言
え
ば
、
集
団
の
中
の
女
性
は
売
春
が
生
計
の
手
段
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
男
の
愛
を
得
る
神
と
も
な
っ
て
ゆ

く
。
こ
の
神
は
悪
霊
を
遮
り
止
め
る
意
か
ら
塞
神
（
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
）
と
も
言
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
神
が
杖
か
ら
化
生
し
た
と
さ
れ
、
衝
立

（
ツ
キ
タ
ツ
）
と
い
う
修
飾
語
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
村
境
・
国
境
な
ど
に
、
恐
ら
く
木
製
の
粗
末
な
立
像
と
し
て
立
っ
て
い
た
の
が
そ
の
最
初
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の
姿
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
オ
リ
ュ
ン
ボ
ス
十
二
神
の
末
席
に
置
か
れ
て
い
る
ヘ
ル
メ
ス
の
神
も
、
初

め
は
船
戸
神
の
よ
う
な
役
割
に
過
ぎ
ず
、
村
境
な
ど
に
立
っ
て
い
た
柱
（
ヘ
ル
ム
）
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
道
之
長
乳
歯
神
は
、
書
紀
で
は
一
書
第
六
に
長
道
磐
神
と
あ
る
。
長
く
続
い
て
い
る
道
路
の
神
と
し
て
帯
か
ら
化
生
し
た
と
す
る
。
帯
の
形
か

ら
連
想
さ
れ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
書
紀
の
表
記
か
ら
み
て
、
こ
の
神
は
石
造
の
神
像
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。　

次
に
御
嚢
か
ら
成
っ
た
と
い
う
時
量
師
神
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
職
能
を
持
っ
た
神
で
あ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
が
、
一
応
は
考
え
て
み
た

い
。
私
見
で
は
、
農
耕
の
時
期
を
司
る
人
を
時
量
師
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
黄
泉
の
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
嚢

か
ら
化
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
黄
泉
の
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
嚢
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
二
二
二
の
答
を
出
し
て
み

た
い
。

　
ω
死
者
の
国
に
存
在
す
る
無
限
の
時
間
を
袋
に
入
れ
て
持
ち
帰
っ
た
。

　
回
死
者
の
国
の
無
限
の
時
間
の
中
で
、
生
者
と
し
て
の
有
限
の
時
間
を
消
費
し
て
し
ま
っ
て
、
自
分
も
死
者
の
国
の
住
人
と
な
ら
な
い
た
め

　
　
に
、
自
分
の
持
つ
有
限
の
時
間
を
切
り
離
し
て
嚢
の
中
に
詰
め
込
ん
で
持
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
囚
黄
泉
の
国
は
地
下
に
あ
る
。
そ
こ
は
農
耕
を
左
右
す
る
大
地
母
神
の
住
家
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
農
耕
に
大
切
な
、
農
作
の
時
期
を
嚢
に
詰

　
　
め
て
持
ち
帰
っ
た
。

　
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
こ
の
程
度
の
理
由
し
か
想
像
で
き
な
い
が
、
時
量
師
の
「
時
」
は
や
は
り
時
間
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
農

耕
社
会
で
行
わ
れ
た
伝
承
説
話
の
中
で
「
時
」
が
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
農
耕
の
時
期
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

囚
の
考
え
が
妥
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
ロ
ー
マ
神
話
の
「
ク
ピ
ド
ー
と
プ
シ
ュ
ケ
」
で
は
、
ク
ピ
ド
ー
の
恋
人
の
プ
シ
ュ
ケ
が
冥
府
か
ら
「
眠
り
」
を
持
っ
て
く
る
話
が
あ
る
。
そ
れ
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は
姑
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
か
ら
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
、
永
遠
の
眠
り
が
充
満
し
て
い
る
冥
府
か
ら
眠
り
を
持
ち
来
っ
て
身
に
着
け
れ
ば
美
し
く
な
る
か

ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
睡
眠
と
美
と
の
関
係
を
神
話
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
大
国
主
神
が
根
の
国
（
黄
泉
の
国
を
別
の
観
点

か
ら
名
付
け
た
も
の
）
か
ら
生
大
刀
・
生
弓
矢
を
持
っ
て
き
て
強
大
な
力
を
獲
得
し
た
よ
う
に
、
黄
泉
の
国
か
ら
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
和
豆
良
比
能
宇
斯
能
神
は
御
衣
か
ら
化
生
し
た
神
で
あ
る
。
紀
の
一
書
第
六
に
は
煩
神
と
あ
る
。
こ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
病
の
神
で
あ
ろ
う
と

思
う
。
疫
神
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
黄
泉
の
国
に
は
疫
神
が
遍
満
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
御
衣
は
倉

野
博
士
の
指
摘
に
依
れ
ば
上
衣
で
あ
っ
て
、
上
衣
が
覆
っ
て
い
る
上
半
身
は
、
人
体
の
大
切
な
部
分
で
あ
っ
て
、
疫
神
の
目
標
と
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
煩
神
が
御
衣
か
ら
化
生
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ま

　
道
俣
神
は
衙
の
神
で
、
分
か
れ
道
を
司
る
神
で
あ
る
。
早
く
言
え
ば
道
標
の
神
格
化
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
神
が
揮
か
ら
化
生
し
た
と
い

う
の
は
、
こ
の
時
代
の
揮
は
ス
カ
i
卜
形
式
で
は
な
く
て
、
今
の
ズ
ボ
ン
の
よ
う
な
形
式
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
古
事
記
「
崇
神
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
そ
ば
か
ま

に
建
波
遍
安
王
討
伐
の
話
が
あ
っ
て
、
久
須
婆
と
い
う
地
名
の
起
源
説
話
に
尿
揮
の
語
が
出
て
く
る
。
こ
の
話
か
ら
想
像
さ
れ
る
揮
は
、
ど
う
し

て
も
今
の
ス
ボ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
形
は
Y
字
形
で
あ
る
筈
で
、
道
俣
神
が
揮
か
ら
化
生
す
る
所
以

で
あ
る
。

　
次
に
は
飽
咋
之
宇
斯
能
神
が
冠
か
ら
化
生
す
る
。
こ
の
神
は
書
紀
で
は
開
噛
神
と
表
記
さ
れ
て
い
て
、
揮
か
ら
生
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

書
紀
の
伝
承
は
、
揮
の
口
か
ら
人
間
の
口
を
連
想
し
て
開
噛
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
何
を
食
う
神
で
あ
る
の
か
明
白
で
な

い
。
こ
れ
は
古
事
記
の
「
飽
咋
」
の
方
が
本
来
の
伝
承
で
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
　
「
飽
く
」
と
い
う
語
が
、
満
足
を
通
り
越
し
て
厭
に
な
る
、

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
語
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
鎌
倉
期
ま
で
は
明
ら
か
に
「
満
足
す
る
」
の
意

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
飽
咋
」
と
は
貧
食
の
意
で
は
な
く
て
、
十
分
に
食
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
筈
で
、
こ
の
神
は
「
十
分
な
食
生
活
を
司
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る
神
」
の
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

海
辺
の
神
の
誕
生
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
化
轟
は
・
多
く
陸
地
に
関
係
の
あ
る
神
・
で
あ
・
た
。
伊
邪
那
伎
犬
神
の
海
辺
に
お
け
る
撃
祓

い
は
、
次
に
海
辺
に
縁
の
あ
る
神
々
を
誕
生
さ
せ
る
。

　
ま
ず
奥
疎
神
と
辺
疎
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
奥
と
辺
と
は
対
立
語
で
、
奥
は
海
の
沖
、
辺
は
海
岸
で
あ
る
。
疎
は
離
る
の
意
に
相
違
な
い
。

そ
う
す
る
と
奥
疎
神
と
い
う
の
は
、
遠
く
離
れ
た
沖
の
神
と
い
う
意
で
、
海
辺
か
ら
眺
め
た
遠
い
沖
の
神
格
化
で
あ
る
。
辺
疎
神
と
い
う
の
は
、

遠
く
離
れ
た
海
岸
の
神
と
い
う
意
で
、
沖
の
方
か
ら
眺
め
た
場
合
の
遠
い
岸
辺
の
神
格
化
で
あ
る
。
共
に
漁
携
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
神
名
を
与

え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぎ
き

　
次
に
奥
津
那
芸
佐
・
辺
津
那
芸
佐
毘
古
の
二
神
で
あ
る
が
、
「
那
芸
佐
」
と
い
う
の
は
「
波
限
」
（
波
打
ち
際
）
の
意
で
は
な
く
て
、
「
凪
ぎ
さ
」

す
な
わ
ち
「
凪
ぎ
の
時
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
「
凪
ぎ
劃
」
の
「
さ
」
は
、
「
往
く
劃
来
劃
」
　
（
往
く
時
・
帰
る
時
）
の
「
さ
」
と
同
語
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
沖
の
凪
ぎ
と
海
岸
の
凪
ぎ
と
を
神
格
化
し
て
二
神
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
奥
津
甲
斐
辮
羅
神
と
辺
津
甲
斐
辮
羅
神
に
つ
い
て
言
え
ば
、
倉
野
博
士
も
結
局
「
甲
斐
辮
羅
」
の
名
義
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

難
解
な
神
名
で
あ
る
。
た
だ
．
　
「
甲
斐
」
が
「
効
ヵ
ヒ
」
の
表
記
で
あ
る
な
ら
、
漁
携
に
お
け
る
収
獲
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
一
応
、
沖

に
お
け
る
収
獲
、
海
岸
に
お
け
る
収
獲
を
意
味
す
る
神
名
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
　
「
辮
羅
」
を
も
っ
て
女
性
を
意
味
す
る
と
い
う
説
（
倉
野
憲
司

博
士
『
古
事
記
全
註
釈
』
所
引
の
西
郷
信
綱
氏
の
説
）
に
は
魅
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
奥
疎
．
辺
疎
の
神
に
は
性
別
は
な
く
、
奥
津
那
芸
佐
．
辺

津
那
芸
佐
は
共
に
男
神
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
奥
津
甲
斐
・
辺
津
甲
斐
が
女
神
で
あ
る
と
い
う
の
は
配
置
の
上
で
適
切
で
あ
る
。
事
実
、
漁
携

に
は
女
陛
の
労
働
力
が
多
く
貢
献
し
た
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
上
述
の
私
見
で
「
効
」
の
同
系
語
を
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
が

残
る
・
万
葉
・
三
八
δ
番
歌
に
見
え
る
「
価
ひ
」
も
「
効
」
の
同
系
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
私
見
も
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
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、

　
以
上
の
神
々
は
臓
れ
に
満
ち
た
黄
泉
の
国
か
ら
脱
出
し
た
伊
邪
那
岐
が
生
み
出
し
た
神
々
で
あ
る
。
臓
れ
を
避
け
て
逃
げ
て
来
た
の
に
、
煩
神

な
ど
を
生
む
の
は
ど
う
し
た
理
由
か
と
言
え
ば
、
神
話
は
や
は
り
現
実
社
会
の
説
明
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
、
神
話
の
機
能
の
一
面
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
て

此
の
時
伊
邪
那
伎
命
、
大
く
歓
喜
び
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
は
子
生
み
生
み
て
、
生
み
の
終
に
三
は
し
ら
の
貴
き
子
を
得
つ
。
」
と
の
り

　
　
　
　
　
　
　
み
く
び
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ゆ
　
ら
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

た
ま
ひ
て
、
即
ち
御
頸
珠
の
玉
の
緒
母
由
良
遍
取
り
ゆ
ら
か
し
て
、
天
照
大
御
神
に
賜
ひ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
　
「
汝
命
は
、
高
天
の
原
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
く
ら
た
　
な

知
ら
せ
。
」
と
事
依
さ
し
て
賜
ひ
き
。
故
、
其
の
御
頸
珠
の
名
を
、
御
倉
板
挙
之
神
と
謂
ふ
。
次
に
月
読
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
命
は
、

夜
の
食
国
を
知
ら
せ
。
」
と
事
依
さ
し
き
。
次
に
建
速
須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
命
は
、
海
原
を
知
ら
せ
。
」
と
事
依
さ
し
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ
か
ひ
げ
む
ね

故
、
各
依
さ
し
賜
ひ
し
命
の
随
に
、
知
ら
し
看
す
中
に
、
速
須
佐
之
男
命
、
命
さ
せ
し
国
を
治
ら
ず
て
、
八
挙
須
心
の
前
に
至
る
ま
で
、
哺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ゑ
　
　
　
　
さ
ば
え

き
い
さ
ち
き
。
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
は
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
は
悉
に
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
ち
て
悪
し
き
神
の
音
は
、
狭
縄

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
し

如
す
皆
満
ち
、
万
の
物
の
妖
悉
に
発
り
き
。
故
、
伊
邪
那
岐
大
御
神
、
速
須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
何
由
か
も
汝
は
事
依
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

は
は
　
　
　
ね
　

か
に
す
く
に
　
　
　
　
　
　
お
も

し
国
を
治
ら
ず
て
、
実
き
い
さ
ち
る
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
答
へ
白
し
し
く
、
「
僕
は
批
の
国
根
の
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
。
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
い
　
か

巽
く
な
り
。
」
と
ま
を
し
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
大
御
神
、
大
く
葱
怒
り
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
然
ら
ば
汝
は
此
の
国
に
住
む
べ
か
ら
ず
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
や
ら
ひ
に
や
ら
ひ

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
神
夜
良
比
爾
夜
良
比
賜
ひ
き
。
故
、
其
の
伊
邪
那
岐
大
神
は
、
淡
海
の
多
賀
に
坐
す
な
り
。
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三
貴
子
分
治
と
古
代
世
界
観
　
伊
邪
那
伎
命
は
自
分
の
生
ん
だ
三
人
の
貴
い
子
供
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
国
土
を
与
え
て
支
配
を
命
ず
る
。

事
記
の
場
合
と
書
紀
の
場
合
と
で
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
今
、
そ
れ
を
表
に
し
て
み
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

こ
れ
が
古



古
　
事
　
記

書
紀
　
書
六

書
紀
一
書
十
一

書
紀
本
文

書
紀
　
書

天
照
大
神

高
天
　
原

高
天
　
原

高
天
　
原

天

上

天

地

月
読
命

夜
の
食
国

沿
海
原

天

上

天

上

天

地

須
佐
之
男
命

海

原
※

天

下
※

槍
海
　
原

根

国

根

国

※
後
に
希
望
し
て

根
国
へ
ゆ
く
。

　
こ
の
支
配
地
の
表
を
見
る
と
混
乱
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
天
照
と
月
読
を
太
陽
と
月
と
い
ふ
ふ
う
に
割
り
切
っ
て
合
理
的
な
配
分
を
し
て
い

る
書
紀
の
一
書
一
の
よ
う
な
形
式
も
あ
る
。
天
照
大
神
が
高
天
原
あ
る
い
は
天
上
を
支
配
す
る
と
い
う
形
は
、
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
お

一
書
六
の
よ
う
に
月
読
命
が
沿
海
原
を
支
配
す
る
と
い
う
理
由
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
須
佐
之
男
を
天
下
（
国
土
の
意
）
の
支
配
者
と
し

た
た
め
の
鐵
寄
せ
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
書
六
の
伝
承
で
は
、
世
界
と
い
う
も
の
が
天
界
（
高
天
原
）
・
海
域
（
槍
海
原
）
・
国

土
（
天
下
）
の
三
区
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
合
理
的
な
区
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
場
合
で
は
、
一
書
一
の

配
置
を
除
け
ば
、
共
通
点
は
国
土
が
区
分
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
事
記
に
お
け
る
夜
の
食
国
と
い
う
の
は
、
夜
が
支
配

す
る
国
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
昼
の
国
土
と
夜
の
国
土
と
い
う
ふ
う
に
、
国
土
を
二
つ
に
分
け
た
場
合
の
、
夜
の
国
土
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
夜
の
世
界
と
い
っ
た
程
度
の
意
で
あ
る
。

　
古
事
記
の
区
分
に
は
、
時
間
的
区
分
と
空
間
的
区
分
が
混
在
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
区
分
に
三
神
を
配
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。　

　
天
　
　
界
〈
空
間
的
区
分
〉
＋
天
照
大
神
（
太
陽
）
1
1
昼
の
支
配
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夜
の
世
界
〈
時
間
的
区
分
〉
＋
月
読
命
（
月
）
ー
夜
の
支
配

　
　
海
　
　
域
〈
空
間
的
区
分
〉
＋
須
佐
之
男
命
　
　
　
1
1
海
の
支
配

　
こ
う
し
た
結
果
か
ら
推
定
し
得
る
こ
と
は
、
昼
の
世
界
と
夜
の
世
界
の
支
配
者
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
神
話
が
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
須
佐
之

男
を
加
え
た
の
で
、
空
間
に
よ
る
も
の
と
時
間
に
よ
る
も
の
と
の
混
乱
し
た
区
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
国
土
と
い
う

区
分
が
な
く
て
海
原
を
置
き
、
須
佐
之
男
を
支
配
者
に
当
て
た
の
は
、
須
佐
之
男
を
国
土
の
支
配
者
に
は
出
来
な
か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
須
佐
之
男
を
天
下
の
支
配
者
に
割
り
当
て
た
書
紀
・
一
書
六
の
所
伝
は
異
例
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
須
佐
之
男
が
大

国
主
を
子
孫
に
持
つ
出
雲
系
の
祖
神
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

須
佐
之
男
命
の
性
格
　
伊
邪
那
岐
命
の
任
命
通
り
、
天
照
と
月
読
が
国
を
治
め
る
中
で
、
須
佐
之
男
命
は
八
挙
髪
が
胸
前
に
垂
れ
下
が
る
成
人
と

な
る
ま
で
泣
き
む
ず
か
っ
た
。
こ
の
「
八
挙
髪
云
々
」
と
い
う
表
現
は
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
幼
児
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
。
垂
仁
記
の
本
牟
智

和
気
命
の
条
に
も
同
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
出
雲
国
風
土
記
の
仁
多
郡
三
津
の
郷
の
記
事
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ひ
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
お
や

　
　
大
神
大
穴
持
の
命
の
御
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
の
命
、
御
須
髪
八
握
生
ふ
る
ま
で
、
昼
夜
実
き
ま
し
て
、
辞
通
は
ざ
り
き
。
そ
の
時
、
祖
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
命
、
御
子
を
船
に
乗
せ
て
、
八
十
島
を
率
巡
り
て
、
う
ら
か
し
給
へ
ど
も
、
猶
実
き
止
み
給
は
ざ
り
き
。

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
辞
通
は
ざ
り
き
。
」
以
下
「
ヶ
ら
か
し
給
へ
ど
も
」
ま
で
を
除
け
ば
須
佐
之
男
の

様
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
阿
遅
須
枳
の
場
合
は
、
昼
も
夜
も
泣
き
続
け
て
い
て
言
葉
を
受
け
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
須
佐
之
男
の
場
合

は
す
さ
ま
じ
く
泣
く
様
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
「
青
山
は
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
は
悉
に
泣
き
乾
し
き
。
云
々
。
」
と
あ
っ
て
、
「
阿
遅

須
枳
と
は
違
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
須
佐
之
男
の
様
は
、
猛
威
を
振
る
う
自
然
神
の
佛
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
普

通
な
ら
こ
の
よ
う
な
神
の
実
泣
は
大
洪
水
を
起
こ
す
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
逆
に
、
青
山
が
枯
山
に
な
り
、
河
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や
海
が
乾
上
が
っ
た
と
い
う
。
山
と
か
海
・
河
の
も
っ
て
い
る
水
分
が
須
佐
之
男
の
涙
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
突
込
ん
で
言
え

ば
、
山
．
河
．
海
の
も
つ
水
分
は
須
佐
之
男
の
涙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
須
佐
之
男
が
巨
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
自
然
神
と
し
て
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
前
に
引
用
し
た
出
雲
国
風
土
記
の
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
に
つ
い
て
は
、
倉
野
憲
司
博
士
は
早
く
か
ら
雷
神
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
居
ら
れ
る
。

思
う
に
、
須
佐
之
男
に
も
そ
の
悌
が
あ
る
の
だ
が
、
災
害
を
も
た
ら
す
自
然
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
重
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
雷
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
づ
ま

は
農
耕
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
稲
妻
が
稲
へ
通
う
稲
夫
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
須
佐
之
男
が
出
雲
の
国
に
お
い
て
櫛
名
田
比
売
を

妻
に
し
た
と
い
う
伝
承
は
、
櫛
名
田
比
売
が
稲
田
の
精
霊
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
須
佐
之
男
に
雷
神
の
悌
を
認
め
て
よ
い
の
だ
が
、
他
の

場
面
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
生
活
に
災
害
を
も
た
ら
す
大
自
然
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
三
貴
子
分
治
の
段
で

は
海
原
の
神
と
し
て
の
本
質
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
海
原
の
神
と
し
て
の
須
佐
之
男
の
悌
は
、
須
佐
之
男
本
来
の
職
能
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
出
雲
国
風
土
記
に
は
須
佐
之
男
が
頻
出

し
、
多
く
の
子
供
を
も
っ
て
い
る
。
須
佐
之
男
が
出
雲
に
地
縁
を
も
つ
神
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
出
雲
国
は
古
く
か
ら
朝
鮮

半
島
と
交
通
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
出
雲
と
朝
鮮
半
島
と
を
往
復
す
る
航
海
者
た
ち
に
よ
っ
て
斎
き
祭
ら
れ
た
神
が
、
須
佐
之
男
の
本
来
の
姿

で
は
な
か
っ
た
か
。
須
佐
之
男
の
高
天
原
に
お
け
る
悪
業
を
叙
述
し
た
書
紀
本
文
に
付
随
す
る
一
書
第
四
に
は
、
須
佐
之
男
が
そ
の
子
、
五
十
猛

神
を
率
い
て
新
羅
国
へ
渡
っ
た
こ
と
を
記
し
、
次
の
一
書
第
五
で
も
須
佐
之
男
が
朝
鮮
半
島
と
交
渉
の
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
記
事
が

あ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
須
佐
之
男
の
本
来
の
職
能
は
航
海
者
の
守
護
神
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
航
海
者
の
斎
き
祭
る
神
の

最
初
の
姿
は
、
海
上
交
通
者
が
最
も
恐
れ
た
暴
風
雨
神
の
姿
で
あ
っ
た
筈
で
、
そ
の
神
を
和
め
て
航
海
の
安
全
を
計
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
神
を
記
紀
神
話
の
中
へ
組
み
込
む
と
き
は
、
与
え
ら
れ
た
役
割
の
上
か
ら
、
神
の
姿
も
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
一
見
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
須
佐
之
男
の
姿
が
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
天
皇
家
の
歴
史
の
発
端
と
し
て
の
立
場
を
も
つ
記
紀

一25一



神
話
の
中
で
は
処
置
に
困
る
神
と
し
て
、
自
発
的
に
根
国
へ
退
く
形
で
解
決
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
最
後
に
付
け
加
え
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
須
佐
之
男
が
「
僕
は
批
の
国
根
の
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
。
」
と
述
べ
て
い
る
「
批
の
国
」

と
い
う
の
は
、
死
ん
だ
伊
邪
那
美
命
の
い
る
国
の
意
で
は
な
い
。
伊
邪
那
美
の
い
る
黄
泉
の
国
と
根
の
国
と
の
イ
メ
ー
ー
ジ
が
重
な
る
部
分
が
あ

る
の
で
、
余
計
に
そ
う
考
え
た
い
人
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
批
の
国
」
と
い
う
の
は
、
万
物
の
根
源
た
る
母
の
国
と
い
う
こ
と
で
、
農
耕
社
会

で
は
大
地
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
批
」
と
は
地
の
母
神
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
く
に

は
、
拙
稿
「
常
世
郷
へ
の
途
」
（
『
古
代
文
学
の
伝
統
』
所
収
）
の
中
で
、
異
郷
観
の
一
つ
と
し
て
や
や
詳
し
く
述
べ
た
の
で
、
御
参
照
頂
け
れ
ば

有
り
難
い
と
思
っ
て
い
る
。
　
（
未
完
）
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