
3０女処

一
、
古
代
の
発
想

常
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
農
耕
を
主
な
る
生
産
手
段
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

お
よ
そ
い
つ
頃
か
、
は
っ
き
り
し
た
見
当
は
つ
き
か
ね
る
。
普
通
に
は
、
弥
生

式
土
器
文
化
の
時
代
に
入
り
か
け
た
あ
た
り
か
ら
の
事
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

ブ（〕Ｏ水
田
耕
作
が
上
代
の
生
活
圏
に
密
着
し
は
じ
め
れ
ば
、
部
族
は
新
し
い
共
同

体
に
改
編
さ
れ
、
感
性
の
形
式
も
一
定
の
わ
く
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
而
し
て

こ
の
よ
う
な
農
耕
社
会
の
成
立
が
五
穀
敬
重
の
思
想
を
生
ず
る
の
は
、
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
古
人
の
思
想
で
は
、
生
命
力
の
源
で
あ
る
霊
魂

は
、
人
間
以
外
の
外
物
ｌ
動
植
鉱
物
・
風
・
光
線
な
ど
Ｉ
に
も
宿
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
威
霊
を
や
ど
す
も
の
の
中
心
は
生
活
に
ゆ
か
り
の
深
い
五
穀
や
水
で

十
市
皇
女
、
参
二
赴
於
伊
勢
神
宮
一
時
、
見
二
波
多
横
山
巌
一
吹
英
刀
自
作
歌

ゆ

む

と

こ

河
上
の
斎
つ
磐
群
に
草
生
さ
ず
常
に
も
が
も
な
常
処
女
に
て
（
万
葉
集
、
三
一
）

常

処

女
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

武
田
砧
吉
博
士
は
曽
て
、
古
事
記
上
巻
の
構
成
は
、
祈
年
祭
の
思
想
を
中
心

と
し
て
耕
地
の
選
定
・
播
種
耕
作
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
収
穫
・
新
嘗
の
祭
に
至

る
ま
で
の
一
年
間
の
農
事
暦
を
神
話
の
形
に
具
象
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ

た
。
こ
の
思
想
が
古
事
記
上
巻
の
内
容
の
骨
陥
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
現
存

す
る
他
の
上
代
古
典
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
質
の
存
す
る
こ
と
を

見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
典
の
記
載
に
は
こ
の
思
想
か
ら
出
て
い
る

も
の
の
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
、
そ
の
根
抵
は
把
握
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
発
想
の
根
抵
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
、
古
典
を
味
解
す

る
上
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
背
後
に
生

活
共
同
体
の
祭
杷
の
習
俗
を
負
い
持
つ
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
階
層
や
集
団
の
中

か
ら
生
い
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
上
代
の
発
想
が
近
代
の
個
人
本
位
の
そ
れ

と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
根
本
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
作
品
は
、
一
般
に
は
文
筆
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
個
人
的
創
作
で

あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
は
、
こ
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
方
向
を

尾

崎

暢

映



二
、
冬
祭
り

古
人
は
、
莊
洋
た
る
大
海
の
か
な
た
よ
り
こ
の
国
に
訪
れ
よ
る
常
世
神
は
わ

れ
わ
れ
の
生
活
に
好
意
を
よ
せ
て
い
て
、
こ
れ
を
指
導
し
呪
祝
す
る
霊
で
あ
る

と
な
し
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
や
が
て
そ
の
霊
を
祖
霊
で
あ
る
と
な

女
し
、
生
産
生
活
の
側
か
ら
し
て
は
稲
霊
の
神
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
古
典
の
伝
え
た
、
い
わ
ゆ
る
出
雲
系
の
神
神
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

穀
神
で
あ
る
理
由
は
、
そ
の
活
躍
の
舞
台
が
天
上
界
で
は
な
く
て
現
実
の
こ
の

処
国
土
で
あ
り
、
な
い
し
は
こ
の
国
土
と
平
面
的
な
広
が
り
の
関
係
に
あ
る
常
世

の
国
で
あ
っ
た
こ
と
に
一
つ
の
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一

概
に
は
い
え
な
い
が
、
稲
魂
の
神
と
し
て
の
性
格
は
、
本
来
は
出
雲
系
の
神
神

常
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
皇
室
の
祖
神
の
性
格
に
も
同
様
に
穀
神

と
し
て
の
方
面
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
常
世
の
国
の
観
念

が
変
化
を
か
さ
ね
、
純
化
を
と
げ
て
、
こ
れ
を
天
上
界
に
想
定
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
定
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
出
雲
系
の
神
神
の
性
格
の
中
核
を
な
す
も
の
は
水
の
威
霊
で
あ

り
、
高
天
が
原
系
の
そ
れ
は
宇
宙
を
遍
照
す
る
太
陽
神
の
光
明
で
あ
り
産
霊
で

あ
る
点
に
、
両
者
の
間
に
き
わ
だ
っ
た
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

と
も
に
農
耕
生
活
の
印
象
を
核
と
し
て
そ
の
思
想
は
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

１
穀
神
に
対
す
る
祭
杷
が
農
業
立
国
の
国
是
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

３

れ
ば
、
豊
受
の
大
神
が
伊
勢
の
外
宮
の
神
と
し
て
奉
紀
さ
れ
、
国
土
の
守
護
霊

定
位
し
て
個
の
詠
歎
に
よ
る
発
想
を
と
と
の
え
て
き
て
か
ら
も
、
伝
承
時
代
か

ら
の
様
式
を
持
ち
越
し
、
前
代
の
記
憶
を
も
と
と
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な

い
。
こ
れ
は
、
文
筆
に
よ
る
作
品
と
い
え
ど
も
、
旧
慣
を
一
挙
に
す
て
去
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
る
国
魂
の
神
は
穀
霊
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
山
上
憶
良
の

好
去
好
来
の
歌
に
い
う
大
和
の
大
国
魂
は
出
雲
系
の
霊
格
で
あ
っ
て
、
古
事
記

に
大
国
御
魂
の
神
と
あ
り
、
崇
神
紀
に
倭
の
大
国
魂
の
神
と
あ
る
神
で
あ
る
。

こ
の
神
は
国
魂
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
古
事
記
を
見
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

穀
神
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
時
と
し
て
は
、
大
国
主
の
神
・
大
物
主
の
神
と

同
一
の
神
で
あ
る
か
の
よ
う
な
相
貌
を
呈
し
た
り
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

楽
浪
の
国
つ
み
神
の
う
ら
さ
び
て
荒
れ
た
る
都
見
れ
ば
悲
し
も
（
一
三
）

右
の
歌
に
い
う
「
国
つ
み
神
」
は
、
国
魂
の
神
と
い
う
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
さ
さ
な
み
の
地
の
荒
廃
は
そ
の
地
の
国
つ
み
神
の
荒

怠
の
ゆ
え
で
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
の
は
、
稲
魂
の
神
の
去
就
が
そ
の
地
の
栄
枯

を
決
す
る
と
な
す
思
想
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
う
ら
さ
ぶ
」
の
サ
ブ
は

「
一
方
で
は
霊
魂
が
遊
離
し
た
状
態
を
示
し
、
他
方
で
は
正
反
対
に
、
霊
魂
が

附
着
し
充
実
し
た
有
様
を
等
し
く
さ
ぶ
と
云
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
さ

ぶ
は
本
来
、
霊
魂
の
移
動
乃
至
は
作
用
を
示
す
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
生
活
感

情
が
複
雑
に
な
り
、
こ
れ
を
織
密
に
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
て
、
一
語
で
あ
り

ながら全く逆な、二様の用法が考えられたのであろう」歸罐塞研鰄

鋳記龍輌率一）ｏ

新
嘗
の
と
き
に
行
な
わ
れ
る
田
遊
び
も
、
稲
魂
の
信
仰
を
抜
き
に
し
て
は
考
、

、

え
ら
れ
な
い
。
延
喜
式
巻
第
七
、
践
昨
大
嘗
祭
の
条
に
「
御
一
圭
基
帳
一
。
供
御

、膳
之
後
、
奏
二
田
舞
一
」
と
あ
る
の
も
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
田
舞
は
田

遊
び
が
散
楽
と
結
び
つ
い
て
雅
楽
化
し
た
も
の
で
、
天
智
天
皇
紀
十
年
五
月
の

記
事
が
史
書
に
お
け
る
初
見
で
あ
る
。
続
日
本
紀
天
平
十
五
年
五
月
五
日
の
条

な
ど
に
も
、
皇
太
子
す
な
わ
ち
後
の
孝
謙
天
皇
が
五
節
を
舞
わ
れ
た
記
事
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
時
期
が
大
分
ず
れ
て
夏
に
行
わ
れ
た
例
で
あ
る
が
、
続
紀
天
平

十
四
年
正
月
十
六
日
の
条
な
ど
で
見
る
と
、
田
舞
と
五
節
は
春
正
月
に
行
な
わ



れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
な
ど
は
古
義
を
存
し
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。

塊
太
陽
の
衰
弱
は
冬
至
に
き
わ
ま
り
、
以
後
は
昼
が
少
し
ず
つ
長
く
な
っ
て
そ

、

、

の
栄
光
を
恢
復
す
る
。
上
代
人
に
と
っ
て
は
、
冬
は
み
霊
の
ふ
ゆ
（
殖
ゆ
・
触

ゆ
・
冬
）
の
呪
儀
の
実
修
さ
れ
る
時
で
あ
り
、
春
の
到
来
の
間
近
き
を
思
わ
せ

る
時
で
あ
っ
た
。
「
ひ
じ
り
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
会
に
格
別

の
遺
脈
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
安
易
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
来
は
農
耕
の
た
め
の
暦
の
知
識
を
有
し
、
こ
れ
に
関
す

よ

る
指
導
力
を
有
す
る
神
人
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
算
ま
れ
た
暦

か

、

、

、

日
が
日
よ
み
、
す
な
わ
ち
こ
よ
み
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
朝
命
を
奉
じ
て
大

女
和
朝
廷
の
宗
教
と
こ
れ
に
か
か
わ
る
暦
の
知
識
を
伝
播
し
た
部
曲
が
日
置
部
で

あ
り
、
日
奉
部
で
あ
っ
た
。

天
の
岩
戸
の
神
話
は
、
祈
年
祭
の
思
想
に
も
と
ず
い
て
太
陽
の
復
活
・
天
子

処
の
威
霊
の
更
新
・
耕
作
の
開
始
に
至
る
ま
で
の
準
備
と
し
て
な
さ
れ
る
祭
儀
の

由
来
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
古
典
で
は
、
こ
の
一
条
が
天
孫
降
臨
の
章
に
先

行
す
る
所
以
で
あ
る
。

常
卜
部
氏
の
氏
文
た
る
新
撰
亀
相
記
に
は
、
古
事
記
の
記
事
を
引
い
て
、
鎮
魂

祭
は
天
の
岩
戸
に
お
け
る
神
々
の
事
蹟
に
由
来
す
る
と
説
い
て
い
る
。
卜
部
氏

は
海
人
部
か
ら
出
て
神
祇
官
に
仕
え
、
卜
占
の
こ
と
に
も
関
与
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
折
口
信
夫
博
士
に
よ
れ
ば
（
註
、
一
）
卜
部
は
八
幡
信
仰
に
関
係
が
深
く
、

そ
の
占
法
に
は
陰
陽
道
の
方
式
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
卜
部
や
物
部
が
卜

占
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
お
お
よ
そ
察
せ
ら
れ
る
。

天
皇
の
登
極
は
、
太
陽
神
・
穀
神
た
る
天
照
大
神
が
歴
史
的
に
復
活
さ
れ
た

姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
万
葉
集
の
柿
本
人
麿
の
、
日
並
皇
子
の
尊
の
磧
宮
の
時

の
歌
や
、
高
市
皇
子
の
尊
の
磧
宮
の
時
の
歌
に
お
い
て
、
天
照
大
神
・
天
武
天

皇
・
日
並
皇
子
・
高
市
皇
子
の
事
蹟
の
境
界
が
分
明
で
な
く
、
こ
れ
を
混
渭
し

て
説
い
た
観
の
あ
る
の
は
、
作
品
が
杼
情
詩
の
領
域
を
見
出
す
途
上
で
、
こ
の

よ
う
な
信
仰
的
な
も
の
の
支
配
力
が
な
お
そ
こ
に
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
杼
情
詩
の
完
成
の
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
呪
の
力
は
み
ず
か
ら
の

詩
的
構
想
力
に
よ
っ
て
揚
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

続
日
本
紀
、
神
亀
元
年
二
月
四
日
の
条
に
み
え
る
聖
武
天
皇
即
位
の
宣
命
な

、

、

、

ど
に
し
て
も
ｌ
宣
命
は
本
質
的
に
は
の
り
と
と
別
物
で
な
く
、
の
り
と
か
ら

出
て
目
的
や
表
現
法
が
分
れ
た
も
の
で
あ
る
ｌ
今
日
の
常
識
か
ら
は
理
会
さ
れ

な
い
点
が
あ
る
。
文
武
・
元
明
・
元
正
の
三
帝
の
う
ち
、
ど
な
た
の
こ
と
を
述

べ
た
の
か
区
別
し
か
ね
る
部
分
の
あ
る
な
ど
は
こ
れ
で
あ
っ
て
、
右
の
例
で
は

時
間
の
観
念
と
個
人
の
区
別
を
没
却
し
て
説
い
た
た
め
、
こ
の
結
果
を
見
る
に

至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
理
を
推
し
て
ゆ

く
だ
け
で
は
、
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
な
い
部
分
は
残
る
の
で
あ
る
。

書
紀
で
は
、
即
位
・
立
后
・
立
太
子
の
こ
と
に
触
れ
た
記
載
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
、
湖
っ
て
古
い
時
代
ｌ
神
武
天
皇
に
近
い
時
代
ｌ
に
な
る
に
つ
れ

て
、
春
正
月
の
条
に
配
せ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
思
う
に
、
か
よ
う
な
結
果
を

見
る
に
至
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天
地
開
關
・
国
初
の
時
ｌ

古
人
の
信
仰
で
は
そ
の
時
期
は
新
春
で
あ
っ
た
ｌ
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
ず

れ
の
皇
祖
神
・
祖
宗
の
御
一
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
右
の
記
事
な
ど
、
太
古
に
一
た
び
あ
っ
た
と
信
ぜ
ら
れ
た
こ
と

は
御
代
ご
と
に
何
度
で
も
繰
返
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
古

典
に
類
型
の
記
事
が
頻
出
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
祖
神
と
後
喬
と
の
事
蹟
。
そ
れ

の
行
な
わ
れ
た
時
処
の
区
分
が
明
ら
か
で
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な

原
発
想
の
様
式
が
残
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
時
運
の
変
遷
に
と
も
な

い
、
い
わ
ゆ
る
伝
承
的
事
実
と
史
実
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
か
よ
う
な
形
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
上
古
の
物
語
は
信
仰
を
も



三
、
闇
汲
加
美
の
神

神
代
の
神
々
で
、
そ
の
御
名
に
よ
っ
て
農
耕
神
・
穀
神
で
あ
る
こ
と
の
知
ら

れ
る
例
は
、
き
わ
め
て
多
い
。
そ
れ
ら
の
神
々
は
、
同
時
に
支
配
者
・
統
治
者

女
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
支
配
者
・
統
治
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
穀
霊
を
左

右
す
る
力
を
も
っ
た
神
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

古
代
の
伝
承
で
は
、
神
名
は
そ
の
神
の
事
蹟
・
物
語
を
内
包
し
て
い
た
。
つ

処
ま
り
、
（
註
二
）
「
神
名
を
提
示
す
る
こ
と
即
ち
神
話
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
」
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
傾
向
は
下
っ
て
人
皇
の
世
に
な
れ
ば
漸
減
す
る

が
、
そ
れ
と
て
絶
無
で
は
な
い
。
今
こ
こ
ろ
み
に
、
歴
代
天
皇
の
尊
称
な
い
し

常
諄
で
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
様
な
例
が
見
出
さ
れ
る
。

、

、

彦
火
火
（
穂
室
出
見
の
尊
（
神
武
）

、

大
日
本
彦
紹
友
の
天
皇
（
誌
徳
）

、

観
松
彦
香
殖
稲
の
天
皇
（
孝
昭
）

、

去
来
穂
別
の
天
皇
（
履
中
）

、

、

豊
御
食
炊
屋
姫
の
天
皇
（
推
古
）

こ
の
ほ
か
に
も
、
間
接
に
穀
霊
の
信
仰
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、

、

、
瑞
歯
別
の
天
皇
（
反
正
）

、

、

、

３

淳
中
倉
太
玉
敷
の
天
皇
（
敏
達
）

３

、

、

橘
の
豊
日
の
天
皇
（
用
明
）

と
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
自
然
界
の
理
法
と
人
間
の
生
活
と
の
結
び
つ
き
、
こ
れ
に
関

す
る
古
代
的
心
意
を
具
象
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
民
族
の
生
活
に

と
っ
て
は
、
む
し
ろ
断
片
的
で
偶
発
的
な
個
々
の
史
実
よ
り
も
重
い
意
義
を
有

す
る
と
い
っ
て
差
支
え
の
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

、

、

息
長
足
日
広
額
の
天
皇
（
好
明
）

、

、

天
豊
財
重
日
足
姫
の
天
皇
（
皇
極
、
斉
明
）

、

、

天
万
豊
日
の
天
皇
（
孝
徳
）
、

、

日
本
根
子
天
津
御
代
豊
国
成
姫
の
天
皇
（
元
明
）

、

、

天
璽
国
押
開
豊
桜
彦
の
天
皇
（
聖
武
）

の
ご
と
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
尊
称
ま
た
は
謀
の
う
ち
、
瑞
歯
別
の
天
皇
と
淳

中
倉
太
玉
敷
の
天
皇
の
御
称
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ

前
者
に
つ
い
て
は
、
書
紀
の
即
位
前
紀
に
「
瑞
歯
別
の
天
皇
は
…
…
生
れ
な

が
ら
に
し
て
歯
は
一
つ
の
骨
の
如
く
、
容
姿
美
麗
し
か
り
き
・
こ
こ
に
井
あ
り

あ

む

た

ぢ

ひ

て
瑞
の
井
と
日
ふ
。
汲
み
て
太
子
に
洗
し
ま
つ
り
し
時
に
、
多
遅
の
花
、
井
の

い
た
ど
り

中
に
あ
り
き
。
因
り
て
太
子
の
御
名
と
為
し
き
。
多
遅
の
花
は
今
の
虎
杖
の

花
な
り
」
と
あ
っ
て
、
御
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
優
に
美
し
い
物
語
を
伝
え

て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
な
ど
、
当
代
風
の
歴
史
観
に
よ
る
合
理
化
の
加
わ
っ
た

説
明
に
す
ぎ
な
い
。
反
正
紀
で
は
タ
ヂ
ヒ
は
虎
杖
の
花
の
事
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
一
方
で
は
毒
蛇
の
意
に
も
解
せ
ら
れ
て
い
た
。
仁
徳
記
に
蝮
之
水
歯
別

命
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
上
代
の

文
章
に
は
発
想
の
省
略
が
多
い
。
ま
た
、
一
語
で
多
義
を
併
せ
有
す
る
も
の
が

多
い
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
集
団
の
予
備
知
識
に
依
存
し
て
発
唱
者
・
作
者

の
方
で
は
こ
れ
を
省
き
、
ま
た
そ
の
連
想
・
類
推
を
自
由
に
ひ
ろ
げ
て
行
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
理
会
を
困
難
に
す
る
原
因
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ

っ
た
。
多
遅
が
花
の
名
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
背
後
に
こ
の

花
を
穀
霊
の
象
徴
と
す
る
思
想
の
存
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

多
遅
を
花
の
名
と
せ
ず
：
蝮
」
の
こ
と
と
み
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
。
な
ぜ
か
な
ら
、
タ
ヂ
ヒ
は
、
古
人
の
観
想
の
上
で
は
蛇
霊
で
も
あ
っ
た

の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
の
方
面
か
ら
す
る
も
、
右
の
書
紀
の
伝
え
は
穀
霊
の
信
仰



と
か
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
、
語
義
の
重
複
し
て
考
え
ら

剥
れ
、
説
か
れ
る
根
本
の
原
因
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
蝮
の
文
字
を
も
っ
て
記
さ
れ
た

りもしたのであ・った。

天
皇
の
威
霊
復
活
の
式
と
新
嘗
・
聖
水
の
信
仰
と
が
不
可
分
の
か
か
わ
り
を

有
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
康
治
の
中
臣
の
寿
詞
に
「
天
つ
水
」
の

え
び
は
た

こ
と
に
触
れ
た
部
分
や
江
記
の
大
嘗
祭
の
蝦
鰭
の
船
の
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
。
江
家
次
第
妙
第
七
六
月
の
条
に
も
「
采
女
氏
称
二
（
警
睡
一
）
。
先
供
二
御
手

杢（製駆漉獅鮒鯛醤蕊〃鞠灌州藤郷螺課篭蕊識伽鯉溌

エ
ビ
ハ
タ
ノ

竪総騏削）八姫之中二人相分共昇二海老鰭船》置二御前短畳之上記

女
一
姫
留
侯
之
。
一
姫
帰
取
二
刷
筥
一
授
二
留
姫
電
取
二
置
船
南
辺
一
次
授
二
巾
筥
一

タ

シ

ラ

力

取
レ
之
如
レ
先
、
閉
一
其
蓋
一
置
畢
。
次
取
一
永
部
所
持
多
之
良
加
一
授
レ
姫
退
候
一
戸

外一御手水供畢葺灘總退姫取レ巾献二天皇」と記されている。然

処
し
、
此
ら
は
後
代
の
も
の
で
、
間
接
資
料
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
列
証
と
し
て
わ
た
く
し
は
日
並
皇
子
の
尊
の
蹟
宮
の
時
柿
本
人

麿
の
作
っ
た
歌
を
あ
げ
て
み
た
い
。
こ
の
歌
に
「
わ
が
大
王
皇
子
の
命
の

常
天
の
下
知
ら
し
め
し
せ
ば
春
花
の
貴
か
ら
む
と
望
月
の
満
は
し
け

む
と
天
の
下
四
方
の
人
の
大
船
の
思
ひ
懇
み
て
天
つ
水
仰
ぎ
て

待
つ
に
…
」
（
一
宅
）
と
あ
る
の
は
、
こ
の
小
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
こ
の
歌
に
い
う
天
つ
水
は
単
な
る
枕
詞

で
な
く
、
「
を
ち
か
へ
り
」
の
霊
水
の
信
仰
の
印
象
を
遺
存
し
た
語
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
家
持
の
歌
に
見
え
る
「
天
つ
水
」
酋
三
）
の
用
語
例

に
至
っ
て
は
そ
の
痕
跡
は
き
わ
め
て
か
す
か
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
す
ら
そ
の

お
も
か
げ
は
見
え
る
の
で
あ
る
。

瑞
歯
別
の
天
皇
の
ミ
ヅ
ハ
は
蝮
の
歯
並
み
の
特
色
を
え
が
い
て
い
る
と
と
も

い
つ
の
糸
づ
は
の
め

に
、
そ
れ
は
弥
都
波
能
売
の
神
（
記
、
神
代
）
・
厳
闇
象
女
（
神
武
紀
）
な
ど
の

ミ
ヅ
ハ
と
同
語
で
、
水
神
の
名
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
が
水
の

神
女
で
あ
る
こ
と
は
神
武
紀
に
、
水
の
名
を
厳
の
問
象
女
と
な
す
と
あ
る
の
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
の
称
は
、
も
と
貴
人
の
子
女

の
誕
生
の
際
に
産
湯
を
使
わ
せ
る
女
性
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ

が
後
に
神
格
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
職
掌
が
神
秘
の

も
の
と
観
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
産
湯
の
こ
と
に
あ
ず
か
る
女
性
は
妖

怪
か
何
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
闇
象
女
な
ど
の
字
を
あ
て
て

書
か
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
次
第
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
淳
中
倉
太
玉
敷
の
天
皇
の
御
称
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。
朝
日
古
典

全
書
、
日
本
書
紀
第
四
冊
の
頭
注
に
は
「
ヌ
ナ
ク
ラ
、
清
水
の
谷
間
。
神
功
皇

后
紀
に
、
大
津
の
淳
名
倉
の
長
峡
の
地
名
が
あ
る
。
（
中
略
）
。
清
ら
か
な
水
の

谷
に
見
事
な
珠
が
敷
き
満
ち
て
あ
る
意
」
と
あ
る
。
い
か
に
も
、
書
紀
の
成
立

し
た
頃
に
は
そ
う
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
来
的

ぬ

な

い

な

い

にはこのヌナクラー（註三）沼名河（万葉、壹碧）・淳名井（神代紀、一書）・淳

な浪
田
（
同
上
）
は
そ
の
類
縁
の
語
。
ヌ
は
瓊
、
転
じ
て
神
霊
・
神
聖
Ｉ
も
、
神
霊

の
溪
谷
の
義
で
、
そ
こ
は
闇
汲
加
美
の
神
の
い
ま
す
処
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
闇

謬・闇闇象窺か考密も、波加美の神の族類なのであろう。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
天
皇
や
皇
太
子
等
の
尊
貴
に
対
し
て
有
力
氏

族
の
子
女
が
酒
食
を
献
ず
る
語
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
理
会
さ
れ
よ
う
。
こ

の
場
合
、
主
賓
た
る
貴
人
は
常
世
の
ま
れ
び
と
・
穀
神
と
し
て
の
資
格
で
祭
の

に
わ
に
臨
む
の
が
古
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
饗
応
す
る
女
性
は
巫
女

と
し
て
の
立
場
で
こ
れ
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
っ
た
。
古
典
に
、
多
く
の
女
性
が

貴
人
の
接
待
役
と
し
て
、
ま
た
一
夜
妻
と
し
て
登
場
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
穀
霊
信
仰
を
背
景
と
す
る
多
く
の
神
話
・
説
話
が
性
愛
に
関
連
し
て

説
か
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。



四
、
吹
芙
の
刀
自
の
歌

・ほ

国
つ
神
大
山
津
見
の
神
の
女
、
木
の
花
の
佐
久
夜
毘
売
は
年
穀
の
兆
た
る
桜

花
の
精
霊
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
ま
た
酒
食
の
神
と
し
て
の
方
面
の
性
格
を
有
せ

ら
れ
た
方
で
あ
る
。
神
代
紀
の
一
書
に
姫
が
御
子
を
生
ま
れ
る
条
に
、
「
時
に
竹

糸
こ
ほ
そ
の
を

刀
以
ち
て
そ
の
児
の
鱗
を
載
る
。
…
時
に
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
（
佐
久
夜
毘
売
）

う

ら

へ

た

む

卜
定
田
を
号
け
て
狭
名
田
と
日
ひ
、
そ
の
田
の
稲
以
ち
て
天
の
甜
酒
を
醸
み
て

に

な

ひ

へ

ぬ

な

い

ひ

嘗
し
き
。
ま
た
淳
浪
田
の
稲
用
ち
て
飯
に
為
し
て
嘗
し
き
」
と
あ
る
の
は
、

よ
く
こ
の
間
の
事
情
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
ま
た
、
こ
の
姫
は
水
界
の
神
女

女
と
し
て
の
性
格
ま
で
も
有
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
一
種
の
「
水
依

比
売
」
（
開
化
記
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
古
事
記
に
「
天
つ
日
高
日
子
番
の
邇

采
さ
き
か
ほ
よ
を
と
め

々
芸
の
命
、
笠
沙
の
御
前
に
麗
き
美
人
に
遇
ひ
た
ま
ひ
き
」
と
あ
っ
て
、
そ
の

処
美
ん
は
「
大
山
津
見
の
神
の
女
、
名
は
神
阿
多
都
比
売
。
ま
た
の
名
は
木
の
花

の
佐
久
夜
毘
売
と
ま
を
す
」
方
で
あ
っ
た
と
あ
り
、
書
記
巻
第
二
の
一
書
に
は

「
皇
孫
因
り
て
宮
殿
を
立
て
、
こ
こ
に
遊
息
み
ま
す
。
後
海
辺
に
遊
幸
ま
し

常
て
、
一
の
美
人
を
見
そ
な
は
す
。
皇
孫
問
ひ
た
ま
は
く
、
「
汝
は
誰
が
女
ぞ
』

ひ
と
り

と
と
ひ
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
『
妾
は
大
山
祇
の
神
の
子
、
名
は
神
吾
田

鹿
葦
津
姫
、
ま
た
の
名
は
木
の
花
の
開
耶
姫
』
と
ま
を
す
」
と
あ
り
、
ま
た
第

さ
き
だ

六
の
一
書
に
、
そ
の
少
女
は
「
秀
起
つ
る
波
の
穂
の
上
に
、
八
尋
殿
を
起
て
て
、

も
ゆ
ら
は
た

手
玉
も
玲
聴
に
経
織
」
っ
て
い
た
と
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
、
大
山
津
見
の
神
の
女
が
水
界
の
女
性
で
あ
っ
た
理
由
は
別
に
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
岐
路
に
入
る
の
で
、
こ
れ
に
及
ば
な
い
。
わ
た
く
し

は
、
こ
こ
で
桜
花
の
精
と
水
の
霊
と
が
関
連
し
て
考
え
ら
れ
た
痕
跡
が
こ
の
姫

弱
の
名
義
お
よ
び
事
蹟
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
い

◎

が
、
履
中
紀
三
年
の
若
桜
の
宮
の
段
に
見
え
る
皇
妃
の
性
格
に
も
こ
の
思
想
の

看
取
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
物
語
の
場
も
水
辺
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
を
付

記
し
て
お
き
た
い
。

木
の
花
の
佐
久
夜
毘
売
が
天
孫
と
婚
姻
さ
れ
る
語
り
は
、
か
よ
う
な
古
代
の

信
仰
生
活
の
印
象
を
根
抵
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
允
恭
紀
に
み
え

る
「
花
ぐ
は
し
桜
の
め
で
…
」
の
歌
な
ど
も
、
佐
久
夜
毘
売
に
つ
い
て
の
語
り

の
場
合
と
は
、
そ
の
境
遇
な
り
製
作
事
情
な
り
に
相
違
は
あ
っ
て
も
、
畢
寛
、

発
想
の
基
溌
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
「
花
ぐ
は
し
桜
の
め
で
…
」
の
歌
が
、
允

○

◎

恭
帝
が
井
の
傍
の
桜
の
花
を
見
そ
な
わ
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ

た
所
以
で
あ
る
。
而
し
て
允
恭
天
皇
と
衣
通
郎
姫
と
の
交
渉
の
記
事
は
、
春
二

月
の
条
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
桜
花
が
春
の
も
の
だ
か
ら
で
も
あ
る

が
、
主
と
し
て
事
を
叙
す
る
に
歴
史
観
を
以
て
す
る
書
紀
編
纂
の
立
場
に
由
来

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
一
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
が
春
二
月
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
農
事
の
時
節
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

た。古
代
で
は
社
会
組
織
が
単
純
で
生
活
も
単
調
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
間
が
性
的

に
充
足
さ
れ
た
瞬
間
は
生
命
の
最
高
度
に
高
揚
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
「
を
と
め
・
を
と
こ
」
（
毛
尭
）
Ｉ
ヲ
ミ
ナ
・
ヲ
ノ
コ
と
は
意
味
も
語
の
構

造
も
ち
が
う
ｌ
な
る
語
の
原
意
は
、
神
の
認
証
の
も
と
に
新
生
を
と
げ
た
男
女

。

Ｏ

、

、

の
意
で
あ
っ
た
。
（
し
か
し
、
万
葉
も
末
期
に
な
れ
ば
乎
等
古
・
乎
美
奈
會
一
二
）

な
ど
の
用
語
例
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、
倭
姫
命
世
記
に
は
未
し
嫁
レ

ヲ
ト
〆

夫
童
女
と
書
い
た
例
す
ら
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ふ
と
し
て
は
ヲ
ト
メ
と

ヲ
ミ
ナ
の
区
別
を
忘
れ
る
ま
で
に
信
仰
心
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
（
近
時
、
（
註
四
）
小
畑
喜
一
郎
氏
も
、
男
浅
津
間
若
子
宿
禰
の

命
・
鮪
の
若
子
・
毛
津
の
若
子
・
中
臣
部
の
若
子
・
久
米
の
稚
子
等
の
ワ
ク
ゴ

の
ワ
ク
は
動
詞
「
変
若
つ
」
と
も
同
源
の
語
で
、
「
わ
く
ｌ
を
つ
は
ま
た
、
常
若



、

、

、

、

、

、

１

１

１

１

１

１

の
司
祭
者
と
さ
れ
る
（
同
一
人
格
の
連
続
）
、
を
と
こ
・
を
と
め
の
を
と
に
も
一

部
線
を
通
ず
る
も
の
で
あ
り
」
「
若
子
と
い
え
ば
、
音
の
響
き
に
応
ず
る
よ
う
に

死
が
語
ら
れ
謡
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
…
死
霊
的
存
在
態
と

し
て
観
想
受
容
さ
れ
た
小
さ
子
（
株
儒
）
以
来
の
伝
統
に
従
っ
た
ま
で
で
、
そ

れ
自
体
は
八
伝
承
的
事
実
Ｖ
で
あ
っ
た
-
一
と
し
、
小
さ
子
と
水
と
は
信
仰
上
、

絶
ち
が
た
い
所
縁
が
存
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
意
的
に
は
ヲ
ト

メ
・
ヲ
ト
コ
は
少
年
少
女
期
を
終
え
て
「
若
者
」
と
し
て
変
若
ち
か
え
っ
た
人

人
を
讃
美
す
る
考
え
か
た
に
裏
づ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
。
新
嘗
の
夜
に
巫

女
が
神
の
妻
と
な
っ
た
習
俗
は
、
か
よ
う
な
古
代
的
思
考
の
論
理
構
造
に
ね
ざ

女
し
て
い
た
。
別
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
間
の
霊
と
肉
の
未
分
離
・
再
生
復
活

の
可
能
の
因
子
は
自
然
界
の
生
死
ｌ
自
然
の
変
移
・
季
節
の
循
環
Ｉ
と
即
融

し
、
人
間
の
生
命
を
支
配
す
る
理
法
は
同
時
に
自
然
界
に
も
存
在
す
る
と
信
ぜ

処
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

壬
申
の
乱
の
の
ち
、
傷
心
の
十
市
の
皇
女
が
伊
勢
の
神
宮
に
参
拝
し
た
時
、

吹
芙
の
刀
自
の
作
っ
た
歌
は
、
万
葉
集
を
読
む
ほ
ど
の
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て

常
い
る
。
そ
し
て
（
註
五
）
「
厳
石
が
永
遠
を
思
わ
せ
る
こ
と
は
、
古
く
よ
り
人
人

の
感
じ
た
こ
と
で
」
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
の
場
が
水
辺
で
あ
る
こ
と

と
「
常
に
も
が
も
な
常
処
女
に
て
」
と
歌
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
と
に

注
意
す
る
人
は
少
な
い
。

古
典
で
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
の
語
が
併
称
さ
れ
る
場
合
は
、
農
業
祭
に
関
連
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
農
事
の
祭
の
場
は
水
に
接
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

常
陸
の
国
風
土
記
、
呑
島
郡
童
子
女
の
松
原
の
条
に
は
、
擢
歌
の
会
に
那
賀

の
寒
田
の
郎
子
と
海
上
の
安
是
の
嬢
子
と
が
相
逢
っ
て
契
っ
た
こ
と
を
の
べ
、

そ
の
「
年
少
憧
子
」
を
俗
に
「
加
未
乃
乎
止
古
・
加
未
乃
乎
止
売
」
と
い
っ
た

と
記
し
て
い
る
な
ど
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
「
神
の
を
と
こ
」
「
神
の
を
と
め
」
の

呼
称
は
、
こ
の
両
名
の
「
年
少
憧
子
」
の
言
問
い
が
農
業
祭
に
根
抵
を
有
す
る

集
楽
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
と
ず
く
で
あ
ろ
う
。
耀
歌
や
歌
垣
が

一
種
の
農
業
祭
か
ら
出
発
し
て
遊
楽
化
し
た
行
事
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
。
続
紀
、
宝
亀
元
年
三
月
、
由
義
の
宮
で
の
歌
垣
の
条
に
み
え
る
歌

や
、
高
橋
虫
麿
が
筑
波
の
耀
歌
会
の
と
き
に
作
っ
た
歌
（
万
葉
、
一
舅
）
の
中
に
見

え
る
「
を
と
め
・
を
と
こ
」
の
用
語
例
、
伊
勢
の
国
風
土
記
逸
文
（
岩
波
文
庫

風
土
紀
、
二
一
頁
）
や
高
橋
氏
文
に
み
え
る
そ
れ
な
ど
も
、
同
様
に
広
義
の
農

業
祭
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

も
と
も
と
、
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
の
ヲ
ト
は
「
わ
た
つ
み
」
の
ワ
タ
と
も
同
根

、

、

、

、

の
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
わ
た
つ
み
を
神
代
紀
に
「
少
童
一
、
神
武
天
皇
即
位
前
紀

に「海童」と記し、万葉集に「海若」（一一三・一一兵・石皀・看金・言尭．

一
言
ｅ
）
と
書
い
て
い
る
ご
と
き
も
、
こ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
海
童
・
少

童
・
海
若
の
字
の
典
拠
に
つ
い
て
今
井
字
三
郎
博
士
に
教
示
を
乞
う
た
と
こ

ろ
、
博
士
は
、
海
若
の
字
は
楚
辞
の
遠
遊
、
文
選
の
西
京
賦
（
張
衡
）
・
達
荘

論
（
院
籍
）
・
望
水
詩
（
鮪
照
）
等
に
み
え
て
い
て
、
楚
辞
の
注
に
「
海
若
、

海
神
名
也
」
と
あ
り
、
海
童
の
字
は
同
じ
く
文
選
の
海
賦
（
木
華
）
な
ど
に
見

え
、
注
に
「
馬
街
、
海
童
、
並
海
中
神
怪
」
と
あ
る
が
、
少
童
の
字
に
つ
い
て

は
出
所
を
知
ら
な
い
と
告
げ
ら
れ
た
。
楚
辞
や
文
選
の
用
字
意
識
を
支
配
し
た

海
神
に
つ
い
て
の
観
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
書
紀
や
万
葉
集
に

こ
の
文
字
の
見
え
る
の
は
、
生
命
の
更
新
と
水
の
信
仰
と
の
思
想
的
関
連
が
こ

の
熟
字
の
使
用
を
容
易
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
近
江
の
都
は
ほ
ろ
び
、
十
市
の
皇
女
の
背
の
君
弘
文
天
皇
も
敗
死
せ

ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
皇
女
の
上
に
伊
勢
の
大
神
の
恩
頼
は
あ
っ
て
も
、
も

を

と

め

は
や
「
変
若
女
」
と
な
ら
れ
る
境
遇
に
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず



ｌ
む
し
ろ
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ｌ
こ
の
歌
の
作
者
は
、
常
に
も
が
も
な
常
処
女

に
て
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
、
時

代
の
情
勢
が
そ
う
い
う
時
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
事
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
今
一
歩
を
進
め
て
い
え
ば
、
「
を
と
め
」
に
対
す
る
呪
的
信
仰
の
基

盤
は
す
で
に
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
三
十
数
回

に
わ
た
る
持
統
女
帝
の
吉
野
行
幸
や
、
元
正
女
帝
の
美
濃
の
国
多
度
山
の
美
泉

ｌ
「
老
い
人
の
変
若
つ
と
い
ふ
水
」
（
ろ
一
茜
）
ｌ
へ
の
行
幸
な
ど
に
至
っ
て
は
、

殊
に
這
般
の
事
情
と
時
代
の
動
向
を
裏
書
き
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
古
代
国
家
機
構
の
整
備
・
政
情
の
複
雑
化
・
大
陸
よ
り
す
る
文
化
や
思

女
想
の
影
響
は
、
従
来
の
民
俗
信
仰
を
否
定
す
る
方
向
に
み
ち
び
い
て
ゆ
く
。

文
学
史
家
は
、
普
通
に
飛
鳥
藤
原
朝
あ
た
り
を
も
っ
て
よ
う
や
く
作
品
に
個

性
の
発
現
を
見
る
に
至
る
時
代
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
い
か
に
も
「
河
上
の

処
斎
つ
磐
村
に
…
」
の
歌
に
内
在
す
る
も
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
記
紀
歌
謡
あ
た

り
の
そ
れ
と
は
等
質
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
従
来
の
呪

の
世
界
の
も
の
を
内
部
に
と
り
こ
み
つ
つ
も
、
一
面
で
は
そ
の
繋
縛
か
ら
離
れ

常
て
転
生
し
よ
う
と
す
る
方
向
ｌ
い
わ
ゆ
る
初
期
万
葉
の
作
品
か
ら
区
別
さ
れ
る

感
動
の
集
中
化
・
主
題
の
明
確
化
・
無
技
巧
と
も
み
え
る
技
巧
の
方
法
ｌ
を
見

出
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
歌
に
見
ら
れ
る
、
人
間
の
生
命
の

恒
常
で
な
い
こ
と
に
対
す
る
自
覚
と
な
げ
き
ｌ
そ
れ
は
な
お
、
神
さ
び
た
清
浄

感
に
つ
つ
ま
れ
て
犯
し
が
た
い
品
位
を
保
っ
て
は
い
る
が
Ｉ
は
、
そ
う
い
う
作

品
の
内
的
変
質
の
過
程
で
見
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註
一
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
、
二
九
頁

註
二
国
文
学
、
昭
三
五
、
二
月
、
高
木
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之
助
博
士
「
記
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の
文
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性
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訂
註
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。
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