
弟日姫子の軌跡

「
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
に
弟
日
姫
子
と
い
う
女
性
の
伝
承
が
あ
る
。

宣
化
天
皇
に
任
那
へ
の
出
兵
を
命
じ
ら
れ
た
大
伴
狭
手
彦
が
篠
原
村
の
弟

日
姫
子
と
出
会
い
結
婚
す
る
。
し
か
し
や
が
て
狭
手
彦
は
使
命
を
遂
行
す

る
た
め
彼
女
の
も
と
に
鏡
を
残
し
て
旅
立
ち
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
そ
の
鏡

を
川
に
落
と
し
て
失
っ
た
弟
日
姫
子
は
遠
く
海
を
望
む
峯
に
登
り
摺
を

振
っ
た
、
と
い
う
「
鏡
の
渡
」
と
「
摺
振
峯
」
の
地
名
起
源
を
語
る
伝
承

（１）

で
あ
る
。
同
様
の
伝
承
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
被
揺
岑
」
、
『
万

葉
集
」
巻
五
・
八
七
一
番
歌
の
題
詞
、
「
和
歌
童
蒙
抄
」
等
に
も
残
っ
て
お

り
、
女
性
の
名
前
や
、
「
鏡
の
渡
」
の
部
分
の
伝
承
に
触
れ
て
い
な
い
も
の

も
あ
る
こ
と
、
或
い
は
弟
日
姫
子
自
身
が
鏡
を
抱
い
て
川
に
沈
む
と
す
る

も
の
、
ま
た
摺
を
振
っ
た
場
所
で
石
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
に
な
っ
て
い

る
も
の
、
等
々
の
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
「
乙
女
が
船
出
し
て
い
く
大
伴
狭

手
彦
に
向
か
っ
て
櫓
を
振
る
」
と
い
う
点
で
基
本
的
に
共
通
す
る
楮
振
峯

（２）

の伝承である。

こ
の
『
肥
前
国
風
土
記
』
の
話
も
そ
う
し
た
摺
振
峯
伝
承
の
一
つ
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
特
異
で
あ
る
の
は
、
こ
の
伝
承
の

弟
日
姫
子
の
軌
跡

｜、はじめに

Ｉ
巫
女
従
女
の
報
せ
’み

が
弟
日
姫
子
が
山
の
上
で
櫓
を
振
っ
た
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
彼
女
の

（３）

後
日
讃
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
大
伴
狭
手
彦
が
任
那
へ
去
っ

て
い
っ
て
後
五
日
を
経
て
、
「
狭
手
彦
に
似
た
男
」
が
弟
日
姫
子
を
訪
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
「
粧
し
」
と
思
っ
た
弟
日
姫
子
が
男
に
「
続
麻
」

を
付
け
て
そ
の
行
く
先
を
尋
ね
る
と
、
峯
の
頂
に
あ
る
沼
の
辺
り
に
辿
り

着
き
、
そ
こ
で
彼
女
は
「
頭
が
蛇
で
身
体
は
人
間
」
と
い
う
存
在
に
遭
遇

す
る
。
弟
日
姫
子
の
事
件
を
従
女
の
報
せ
で
知
っ
た
親
族
達
が
駆
け
つ
け

た
と
き
に
は
、
誰
の
姿
も
な
く
、
た
だ
沼
の
底
に
人
の
屍
が
沈
ん
で
お
り
、

そ
れ
を
弟
日
姫
子
の
骨
と
し
て
峯
の
南
に
墓
を
作
っ
た
と
い
う
墓
の
由
来

が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
部
分
は
『
古
事
記
』
崇
神
天
皇
条
の
活
玉

依
毘
売
の
伝
承
（
三
輪
山
伝
承
苧
環
型
）
と
『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
条

の
倭
迩
迩
日
百
襲
姫
命
の
箸
墓
伝
承
に
類
似
し
て
い
る
伝
承
で
あ
り
、
特

（４）

に
苧
環
型
の
伝
承
と
の
類
似
が
非
常
に
大
き
く
、
そ
の
た
め
前
半
の
摺
振

峯
伝
承
と
こ
の
後
半
部
分
は
別
個
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

（５）
多
い
。
確
か
に
「
肥
前
国
風
土
記
』
の
弟
日
姫
子
の
伝
承
を
形
成
と
い
う

点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
前
半
と
後
半
の
大
き
な
二
つ
の
伝
承
の
要
素
を
別

に
論
じ
る
こ
と
も
頷
け
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
摺
振
峯
伝
承
に
弟
日
姫
子

の
後
日
證
が
続
く
形
で
『
肥
前
国
風
土
記
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
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弟日姫子の軌跡

こ
と
か
ら
、
こ
の
弟
日
姫
子
の
伝
承
が
、
松
浦
郡
の
摺
振
の
峯
に
あ
る
墓

の
由
来
を
語
る
一
続
き
の
も
の
と
し
て
『
風
土
記
』
編
纂
当
時
に
受
容
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
視
点
で
読
み
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
弟
日
姫
子
伝
承
を
一
続
き
の
も
の
と
し
て
読
む
試
み
は
、

（

６

）

（

７

）

（

８

）

既
に
長
野
一
雄
氏
の
論
や
佐
佐
木
隆
氏
の
論
等
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
長
野

氏
論
は
蛇
に
仕
え
て
い
た
巫
女
で
あ
る
弟
日
姫
子
が
人
間
の
狭
手
彦
と
婚

姻
し
た
た
め
に
そ
の
崇
り
で
死
ん
だ
の
だ
と
結
論
付
け
て
お
り
、
そ
の
点

が
納
得
し
が
た
い
（
後
述
）
。
ま
た
、
佐
佐
木
氏
の
論
は
弟
日
姫
子
が
摺
振

峯
伝
承
と
後
半
の
伝
承
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
述
べ
る
点
は
評

価
で
き
る
が
、
全
体
の
読
み
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
だ
け
に
止
ま
っ
て
い

る
．
今
あ
る
問
題
は
、
こ
の
伝
承
が
一
続
き
の
話
と
し
て
何
を
語
っ
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
承
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
繋
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て

読
ん
だ
時
、
そ
こ
に
は
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
疑
問
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
真
っ
先
に
気
に
な
る
の
は
、
摺
振
峯
伝
承
の
後

に
弟
日
姫
子
の
後
日
證
が
続
く
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
弟
日
姫
子

が
導
か
れ
た
沼
で
の
顛
末
で
あ
る
。
「
頭
が
蛇
で
身
体
は
人
間
」
と
い
う
存

在
に
遭
遇
し
た
彼
女
は
、
そ
の
相
手
に
歌
を
歌
い
か
け
ら
れ
る
が
、
そ
の

後
突
然
に
場
面
は
転
換
し
、
従
女
と
弟
日
姫
子
の
親
族
達
が
登
場
す
る
の

だ
。
そ
こ
ま
で
は
常
に
伝
承
の
中
心
に
弟
日
姫
子
が
お
り
、
弟
日
姫
子
の

視
線
で
話
が
展
開
し
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
が
ら
り
と
立
場
を
変
え
て

し
ま
雷
フ
。
「
蛇
」
に
出
会
っ
た
後
に
弟
日
姫
子
が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
と
い

う
お
そ
ら
く
一
番
の
興
味
深
い
点
は
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面

を
通
説
で
は
弟
日
姫
子
は
「
死
ん
だ
」
と
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
転

換
し
た
後
の
場
面
で
「
弟
日
姫
子
で
あ
る
」
と
人
々
に
断
定
さ
れ
た
「
屍
」

が
沼
の
底
に
沈
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
弟
日
姫
子
が
「
死
ん
だ
」

と
す
る
理
解
に
否
や
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
唐
突
で
は
な
い
か
。
弟

（９）

日
姫
子
の
従
者
で
あ
る
従
女
を
「
証
人
」
と
し
て
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
何

故
直
接
彼
女
が
「
蛇
に
よ
っ
て
沼
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
」
な
り
、
「
入
水

し
た
」
な
り
の
説
明
を
し
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
従
女
が
親
族
達
に
報
せ

に
走
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

弟
日
姫
子
に
関
す
る
伝
承
を
従
来
の
よ
う
に
摺
振
峯
伝
承
と
そ
の
後
の

部
分
と
で
分
け
て
考
え
た
時
、
そ
の
理
解
の
中
で
は
こ
の
従
女
の
登
場
す

る
末
尾
の
部
分
は
、
単
な
る
墓
の
由
来
と
し
て
の
み
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で

見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
摺
振
峯
伝
承
か
ら
「
蛇
」

の
歌
の
部
分
ま
で
は
摺
振
峯
に
あ
る
「
墓
」
の
由
来
の
内
容
と
し
て
あ
る

は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
内
容
を
語
っ
た
の
が
、
事
件
を
報
せ
た
従
女
な
の

（旧）

だ
。
つ
ま
り
従
女
の
「
証
言
」
と
い
う
点
で
み
た
と
き
に
初
め
て
こ
の
弟

日
姫
子
の
話
は
「
墓
の
由
来
」
と
い
、
フ
一
続
き
の
伝
承
と
し
て
読
め
る
こ

（Ⅱ）

と
に
な
る
。
そ
の
よ
、
フ
に
み
て
初
め
て
突
然
の
場
面
の
転
換
の
問
題
も
、

ま
た
今
ま
で
は
伝
承
部
分
と
の
矛
盾
を
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
歌
謡

の
問
題
も
、
全
て
を
取
り
込
ん
だ
読
み
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
弟
日
姫
子
に
関
す
る
伝
承
を
読
む
た
め
の
重
要
な

鍵
は
、
弟
日
姫
子
の
辿
っ
た
道
筋
を
伝
承
全
体
の
中
で
読
む
こ
と
も
勿
論

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
従
女
と
い
う
存
在
に
も
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

本
稿
で
は
弟
日
姫
子
に
関
す
る
一
連
の
伝
承
を
弟
日
姫
子
伝
承
と
総
称

し
、
以
下
こ
の
伝
承
が
一
続
き
の
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
か

に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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弟日姫子の軌跡

二
、
弟
日
姫
子
の
恋

次
に
挙
げ
る
の
が
弟
日
姫
子
伝
承
の
全
文
で
あ
る
。
引
用
は
岩
波
古
典

文
学
大
系
の
『
風
土
記
」
か
ら
で
あ
る
が
、
大
系
本
文
で
は
、
大
き
く
「
鏡

の
渡
」
の
段
と
「
摺
振
の
峯
」
の
段
と
に
分
か
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
伝
承
を
読
む
都
合
上
、
私
意
に
全
体
を
三
つ
（
Ａ
・

Ｂ
．
Ｃ
）
に
分
け
傍
線
を
付
し
た
。

Ａ
鏡
の
渡
（
郡
の
北
に
あ
り
。
）
昔
者
、
桧
隈
の
臆
入
野
の
宮
に
御
宇

し
め
し
し
武
少
広
国
押
楯
の
天
皇
の
み
世
、
大
伴
狭
手
彦
の
連
を
遣

り
て
、
任
那
の
国
を
鎮
め
、
兼
、
百
済
の
国
を
救
は
し
め
た
ま
ひ
き
。

命
を
承
り
て
、
到
り
来
て
、
此
の
村
に
至
り
、
即
ち
、
篠
原
の
村
（
篠

は志弩と謂ふ）の弟日姫子を鳩ひて婚を成しき・（刈引Ｎ訓

く

Ｂ然して弟日姫子、狭手彦の連と相分れて五日を経し後、⑥川

止
形
貌
は
狭
手
彦
に
似
た
り
き
。
婦

’

ず
、
篭
に
続
麻
を
用
ち
て
其
の
人
＠

別
る
る
日

君等が祖なり。）

あ
り
、
夜
毎
に
き
て
婦
と
共
に
寝
ね
暁
に
至
れ
ば
早
く
帰
り
ぬ
。
容

を
渡
る
に
、

登りて、
。 の渡と名づく。

摺
振
の
峯
（
郡
の
東
に
あ
り
。
峰
処
の
名
を
摺
振
の
峰
と
い
ふ
・
）

大
伴
の
狭
手
彦
の
連
発
船
し
て
任
那
に
渡
り
し
時
弟
日
姫
子
、
此
に

霜
に
続
麻
を
用
ち
て
其
の
人
の
欄
に
繋
け
麻
の
随
に
尋
め
往
き

；；
；

１ 婦
、
悲
し
み
浦
き
つ
つ
栗
川

因り
りし
て 時
摺 弟
振 日
の 姫
峯 子
と 、
名 此
づ に

因
り
て
鏡 分

ち
人
と
化
為
り
て
、
即
ち
語
り
て
い
ひ
し
ぐ
、

篠
原
の
弟
姫
の
子
ぞ

さ
一
夜
も
率
寝
て
む
時
や

家
に
く
だ
さ
む

Ｃ時に、弟日姫子の従女、走りて親族に告げしかば、卿糊淘判

Ａ
の
部
分
が
摺
振
峯
伝
承
に
あ
た
り
、
Ｂ
の
部
分
が
従
来
『
古
事
記
』

の
活
玉
依
毘
売
の
伝
承
（
三
輪
山
伝
承
の
苧
環
型
）
の
一
類
と
し
て
論
じ

ら
れ
る
部
分
、
Ｃ
が
Ａ
・
Ｂ
を
墓
の
由
来
と
し
て
全
体
を
ま
と
め
、
従
女

が
登
場
す
る
件
で
あ
る
。
伝
承
の
順
番
通
り
、
Ａ
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に

--）Ｌｒ《、『ノ。
ま
ず
弟
日
姫
子
は
伝
承
中
で
傍
線
②
「
容
貌
美
麗
し
く
、
特
に
人
間
に

絶
れ
た
り
」
と
表
現
さ
れ
る
。
容
貌
に
つ
い
て
「
美
麗
」
や
「
端
正
」
「
麗

し
い
」
等
と
表
さ
れ
る
の
は
、
男
女
を
問
わ
ず
記
紀
・
風
土
記
の
中
に
あ
っ

て
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
前
出
の
活
玉
依
毘
売
や
『
古
事
記
』
神

武
天
皇
条
の
勢
夜
多
多
良
比
売
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
宍
禾
郡
の
許
乃
波

（Ｂ）

佐
久
夜
比
売
命
等
は
神
の
嫁
と
し
て
請
わ
れ
た
女
性
達
で
あ
り
、
弟
日
姫

（脚）

子
も
ま
た
そ
の
よ
壱
フ
な
女
性
の
一
例
に
入
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
傍
線
③
で
鏡
を
与
え
る
と
あ
る
こ
と
で
大
伴
狭
手
彦
が
神
的
な
性
格
を

衆
を
発
し
て
昇
り
て
看
る
に
蛇
と
弟
日
姫
子
と
、
竝
び
に
亡
せ
て
存

らず。ここに、其沼の底を見るに、但、９Ｎ州圃釧剃洲附１

ｉ

しに此の峯の頭の沼の辺に到りて、寝たる蛇あり、卿引刷川

（吃）

て
、
墓
を
造
り
て
治
め
置
き
き
。
其
の
墓
は
見
に
在
り
。

即
て
、
此
の
峯
の
南
に
就
き
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弟日姫子の軌跡

担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
土
地
の
巫
女
と
訪
れ
来

る
神
と
い
う
神
婚
の
形
が
背
景
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

（旧）
な
い
・
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
弟
日
姫
子
が
ど
の
よ
う
な
巫
女
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
傍
線
①
の
「
日
下
部
君
等
が
祖
な
り
」
と
い
う
割
注
が
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
こ
の
注
に
つ
い
て
、
諸
説
は
「
日
下
部
一
族
の
娘
」
で
あ
（略）

る
と
弟
日
姫
子
を
位
置
づ
け
て
き
た
。
し
か
し
阿
部
真
司
氏
が
そ
の
論
の

中
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
祖
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で

あ
る
。
阿
部
氏
は
こ
の
「
祖
」
と
い
う
注
記
と
、
『
日
本
書
紀
』
と
九
州
地

方
の
『
風
土
記
』
の
中
で
の
在
地
首
長
の
在
り
方
か
ら
、
弟
日
姫
子
が
「
女

首
長
と
し
て
政
治
と
祭
祀
の
両
方
を
掌
っ
た
巫
女
的
人
物
で
あ
ろ
う
」
と

し
、
「
摺
振
峯
を
根
拠
地
と
し
て
松
浦
地
方
に
勢
力
を
も
ち
鏡
祭
祀
を
掌
っ

（、）

た
女
首
長
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ

と
と
す
ぐ
後
に
弟
日
姫
子
が
糟
を
振
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
弟
日

姫
子
と
彼
女
を
「
祖
」
と
す
る
日
下
部
君
が
「
摺
振
り
」
に
関
す
る
呪
力

を
有
す
る
一
族
と
し
て
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定

が
成
り
立
つ
。

本
来
「
摺
（
比
礼
・
領
巾
）
」
は
、
蛇
や
娯
舩
や
蜂
の
災
い
を
防
ぐ
た
め

（

旧

）

（

旧

）

（

釦

）

の
力
、
浪
や
風
を
操
る
力
、
死
人
を
も
甦
ら
せ
る
魂
を
呼
び
寄
せ
る
力
等

を
併
せ
持
つ
も
の
で
、
そ
れ
は
振
る
こ
と
で
行
使
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
弟

日
姫
子
や
そ
の
一
族
が
持
っ
て
い
た
力
は
、
特
に
浪
や
風
を
操
る
力
、
つ

ま
り
航
海
の
安
全
と
順
調
な
航
海
が
で
き
る
よ
う
に
祈
願
す
る
た
め
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
峯
の
上
に
登
り
、
浪
や
風
の
調
節
を
願
い
、
災
い

が
払
わ
れ
る
よ
う
に
祈
る
祭
祀
を
行
う
巫
女
。
そ
れ
が
弟
日
姫
子
の
巫
女

（副）

と
し
て
の
力
で
あ
り
役
割
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
神
婚
を
背
景
に

し
て
い
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
訪
れ
た
神
を
送
り
出
す

祭
祀
が
前
提
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
摺
振
り
」

の
力
は
、
別
れ
の
悲
し
み
が
重
な
る
こ
と
で
魂
を
呼
び
戻
す
力
と
し
て
も

効
力
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

傍
線
③
で
狭
手
彦
は
妻
で
あ
っ
た
弟
日
姫
子
に
鏡
を
贈
る
。
こ
の
「
鏡
」

は
、
佐
佐
木
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
人
間
の
魂
や
神
の
霊
威
を
映
し
出
（狸）

し
た
り
、
中
に
篭
め
ら
れ
た
力
等
を
再
生
・
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
そ
れ
を
与
え
る
狭
手
彦
に
神
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
弟
日
姫
子
の
「
鏡
」
に
は
狭
手
彦
の

魂
が
篭
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
も
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
傍

線
④
で
沈
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
狭
手
彦
の
分
身
ｌ
弟
日
姫
子
に
と
っ
て

は
今
や
狭
手
彦
そ
の
も
の
ｌ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ

う
。
「
緒
が
絶
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
の
諸
歌
の
例
か
ら
見

（”）

て
男
女
の
関
係
が
途
絶
え
る
こ
と
を
臂
え
る
表
現
で
も
あ
り
、
大
伴
狭
手

彦
の
去
っ
た
後
の
唯
一
の
繋
が
り
が
途
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
更
に
、
こ
れ
は
「
鏡
」
を
祭
祀
し
て
い
る
弟
日
姫
子
が
、
祀
る

べ
き
対
象
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
阿
部
氏
は
、

祭
祀
を
行
え
な
く
な
っ
た
姿
が
狭
手
彦
と
の
別
れ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い

（劃）

る
、
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
「
狭
手
彦
に
似
た
男
」
が
登
場

す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
祭
祀
を
行
え
な
く
な
っ
た
姿
と
い
う
よ
り
は
、

「
槽
振
り
」
の
力
が
対
象
を
失
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
く
な
っ
て
し
ま

う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
と
読
め
る
。
そ
の
時
、
狭
手
彦
と
の
別
れ
と
い

う
「
悲
し
み
」
が
、
「
槽
振
り
」
の
力
の
向
か
う
先
を
示
し
た
の
だ
。
つ
ま

り
失
っ
て
し
ま
っ
た
狭
手
彦
を
取
り
戻
す
た
め
の
「
摺
振
り
」
、
そ
れ
が
単

に
振
る
の
で
は
な
い
傍
線
⑤
「
櫓
を
用
ち
て
振
り
招
き
き
」
と
い
う
表
現
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（あ）

の
「
招
き
」
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
摺
振
り
」
の
効
力
は
、
狭
手
彦
が
去
っ
て
か
ら
五
日
後

に
「
似
た
男
」
が
弟
日
姫
子
を
訪
れ
た
と
Ｂ
の
部
分
で
語
る
こ
と
で
、
確

か
に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
傍
線

⑥
「
夜
毎
に
き
て
婦
と
共
に
寝
ね
暁
に
至
れ
ば
早
く
帰
」
る
男
が
「
狭
手

彦
に
似
た
」
男
だ
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
狭
手
彦
の
魂
を
写
し
取
っ
た
「
鏡
」

を
失
っ
た
弟
日
姫
子
が
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
振
る
「
槽
振
り
」
と

の
繋
が
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
表
現
な
の
だ
。

そ
の
こ
と
は
「
似
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
「
似
る
」
と

い
う
言
葉
は
記
紀
・
風
土
記
の
中
で
幾
つ
も
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
こ
で
は
単
に
「
何
か
に
似
て
い
る
」
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持

つ
。
例
え
ば
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
天
若
日
子
の
箔
を
し
て
い
た
そ

の
父
や
妻
が
弔
問
に
や
っ
て
き
た
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
を
み
て
天
若
日

子
と
間
違
え
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
そ
の
過
ち
の
原
因
は
「
此
の
二
柱
の

（妬）

神
の
容
姿
、
甚
能
く
相
似
た
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
「
過
ち
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
後
す
ぐ
に
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
怒

り
、
天
若
日
子
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
認
識
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
主
張
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
似
た
」
姿

の
神
は
天
若
日
子
の
父
や
妻
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
、
「
天
若
日
子
自
身
」

で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
例
か
ら
「
似
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
古
橋
氏

は
「
変
化
を
好
ま
な
い
側
か
ら
見
れ
ば
、
差
異
を
超
え
て
同
一
と
み
な
す

（訂）

こ
と
を
『
似
る
』
と
い
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
天
若
日
子
を
求
め
慕

う
父
と
妻
の
悲
し
み
が
両
者
の
「
差
異
を
超
え
て
同
ご
と
判
断
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
確
か
に
前
提
と
し
て
「
似
る
」
は
「
同
じ
」
こ
と
と
は
イ
コ
ー

（羽）

ル
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
存
在
を
慕
い
求
め
る
者
に

と
っ
て
は
、
「
違
、
フ
」
こ
と
が
は
っ
き
り
し
め
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
「
そ
れ
自

身
」
で
あ
り
続
け
、
決
し
て
代
替
可
能
な
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
阿
遅

志
貴
高
日
子
根
神
が
父
や
妻
に
と
っ
て
「
天
若
日
子
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

弟
日
姫
子
に
と
っ
て
「
狭
手
彦
に
似
た
男
」
の
訪
れ
は
ま
さ
し
く
「
大
伴

狭
手
彦
自
身
」
の
訪
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
弟
日
姫
子
が
傍
線
⑦
に
お
い
て
「
値
し
」
と
い
う
疑

念
を
抱
く
。
こ
の
「
あ
や
し
」
と
い
、
７
表
現
に
つ
い
て
は
、
山
田
直
巳
氏

が
日
本
思
想
大
系
の
『
古
事
記
』
の
類
字
一
覧
を
元
に
詳
し
い
分
析
を
行
っ

（調）

て
い
る
。
そ
の
中
で
「
あ
や
し
」
は
、
人
間
の
側
が
論
理
を
求
め
、
「
因
果

律
」
を
追
求
し
て
な
お
解
き
得
な
い
何
も
の
か
に
突
き
当
た
っ
た
と
き
に

求
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
述
べ
、
、
「
あ
や
し
」
が
神
の
関
与
と
深
く
結

び
つ
い
た
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
を
様
々
な
位
相
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
受
け
て
こ
の
場
合
の
「
佐
し
」
に
つ
い
て
考
え
る
な

ら
ば
、
「
似
た
男
」
の
訪
れ
を
「
狭
手
彦
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
弟
日
姫

子
が
、
そ
の
「
狭
手
彦
」
に
夫
で
あ
る
以
上
の
「
何
か
」
を
見
出
だ
し
始

め
る
端
緒
と
な
る
疑
問
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
狭
手

彦
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
弟
日
姫
子
に
は
「
忍
黙
え
あ
ら

ず
」
、
相
手
の
正
体
を
知
る
た
め
の
行
動
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
段

が
『
古
事
記
』
の
活
玉
依
毘
売
と
同
様
の
針
と
糸
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
古
事
記
』
の
活
玉
依
毘
売
の
伝
承
に
つ
い
て
飯
泉
健
司
氏
は
、

糸
と
針
が
〈
神
明
か
し
〉
の
た
め
の
「
方
便
」
で
あ
り
、
「
神
の
子
」
で
あ

る
活
玉
依
毘
売
が
「
神
の
本
質
を
知
る
巫
女
（
神
の
嫁
）
と
し
て
、
神
に

選
ば
れ
た
起
源
・
経
緯
を
語
る
伝
承
で
あ
っ
た
」
と
示
唆
に
富
む
指
摘
を

（犯）

し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
活
玉
依
毘
売
が
あ
く
ま
で

も
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
で
あ
り
、
そ
の
彼
女
の
妊
娠
を
き
っ
か
け
に
父
母
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が
「
佐
し
」
と
思
、
う
こ
と
で
「
神
に
選
ば
れ
た
」
と
い
、
う
こ
と
が
判
明
す

る
の
に
対
し
て
、
弟
日
姫
子
伝
承
に
は
父
や
母
な
ど
の
第
三
者
が
介
在
せ

ず
、
「
摺
振
り
」
に
よ
っ
て
訪
れ
た
男
を
狭
手
彦
に
「
似
る
」
と
い
う
の
も
、

「
佑
し
」
と
思
い
「
忍
黙
え
あ
ら
ず
」
と
感
じ
る
の
も
、
全
て
弟
日
姫
子
で

あ
る
。
こ
の
徹
底
し
た
弟
日
姫
子
の
行
動
が
、
同
じ
く
糸
と
針
と
で
相
手

の
正
体
を
現
す
活
玉
依
毘
売
の
伝
承
と
の
明
ら
か
な
違
い
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
弟
日
姫
子
が
尋
ね
当
て
た
先
に
は
傍
線
⑧
の
よ
う
な
半
人
半
蛇

が
い
た
。
こ
の
水
中
に
お
い
て
人
で
あ
り
水
か
ら
出
て
い
る
部
分
が
蛇
で

あ
る
と
い
、
フ
描
写
は
、
従
来
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

先
の
「
値
し
」
と
い
う
弟
日
姫
子
の
疑
問
か
ら
考
え
る
と
、
非
常
に
意
味

を
持
つ
表
現
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
ば
弟
日
姫
子
は
通
っ

て
く
る
「
男
」
を
狭
手
彦
で
あ
る
と
認
知
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
の
「
何

か
」
つ
ま
り
「
神
」
と
の
出
逢
い
を
予
感
し
て
い
る
か
ら
で
、
辿
り
着
い

た
末
に
見
出
だ
し
た
そ
の
人
身
頭
蛇
の
姿
に
は
、
こ
の
弟
日
姫
子
の
違
う

と
も
そ
《
フ
だ
と
も
判
断
の
つ
か
な
い
違
和
感
と
戸
惑
い
が
現
れ
て
い
る
の

ではないか。

そ
の
疑
念
は
そ
の
人
身
頭
蛇
の
存
在
が
そ
の
場
で
「
人
」
の
姿
と
な
り
、

歌
を
語
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
（
傍
線
⑨
）
。
こ
の
時
の
化
身
し
た
人
の
姿

は
、
傍
線
⑥
で
「
狭
手
彦
に
似
た
」
と
言
わ
れ
た
「
人
」
の
姿
で
あ
る
は

ず
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
語
っ
た
の
が
「
篠
原
の
弟
姫
の
子
ぞ
さ
一
夜

も
率
寝
て
む
時
や
家
に
く
だ
さ
む
」
と
い
う
歌
謡
で
あ
る
。
こ
の
歌

謡
に
つ
い
て
は
土
橋
寛
氏
が
伝
承
と
の
食
い
違
い
を
指
摘
し
て
、
独
立
し

た
摺
振
山
の
歌
垣
の
歌
が
「
三
輪
山
型
説
話
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
結
果

（訓）

で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
伝
承
の
形
成
の
上
か
ら
言
え
ば
土
橋
氏
の
い

う
よ
う
に
独
立
し
た
摺
振
山
の
歌
垣
の
歌
謡
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思

、
７
。
だ
が
弟
日
姫
子
伝
承
の
中
に
お
い
て
読
ん
だ
時
、
こ
の
歌
謡
は
狭
手

彦
が
か
つ
て
弟
日
姫
子
に
「
娚
ひ
」
し
た
と
き
に
歌
っ
た
歌
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
か
ら
Ｂ
に
か
け
て
伝
承
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
弟
日
姫
子
が
狭
手
彦

を
求
め
る
気
持
ち
で
あ
り
、
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
狭
手
彦
と
の
別
れ
に

始
ま
り
、
鏡
を
失
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
「
摺
振
り
」
の
意
味
合
い

か
ら
外
れ
た
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
失
っ
た
鏡
は
狭
手
彦
の
魂

の
形
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
の
「
摺
振
り
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
そ
う
し
て
振
り
招
か
れ
た
「
似
た
男
」
は
確
か
に
「
狭
手
彦
」

で
あ
り
な
が
ら
、
「
神
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
「
性
し
」
い
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
の
違
和
感
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
、
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
か
な
の

で
は
な
く
「
狭
手
彦
」
が
「
神
」
な
の
だ
と
確
信
す
る
た
め
の
証
拠
が
、

例
の
歌
謡
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
で
あ
れ
ば
こ
の
歌
謡
は
「
狭
手
彦
」
に
繋

が
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
か
つ
て
「
狭
手
彦
」
が
自
分

（魂）

を
「
鰐
ひ
」
し
た
時
の
歌
謡
な
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
歌

謡
は
、
再
び
弟
日
姫
子
が
「
狭
手
彦
」
を
見
出
だ
し
た
こ
と
を
彼
女
に
保

証
し
、
な
お
か
つ
弟
日
姫
子
が
失
っ
た
「
神
」
を
新
た
に
発
見
す
る
鍵
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
歌
謡
は
共
寝
を
誘
う
も
の
で
も
あ
る
か

ら
、
弟
日
姫
子
が
「
狭
手
彦
」
の
元
へ
即
ち
水
の
中
へ
と
入
る
と
い
う
こ

と
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
そ
の
こ
と
は
弟
日
姫
子
が
「
神
」

の
求
婚
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ

て
は
い
な
い
が
「
入
水
」
と
い
う
弟
日
姫
子
の
行
動
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
弟
日
姫
子
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
が
神
の
崇
り
で

（羽）

殺
さ
れ
た
の
だ
と
解
釈
す
る
も
の
や
、
摺
振
り
に
よ
っ
て
招
き
寄
せ
て
し

（弧）

ま
っ
た
蛇
に
殺
さ
れ
た
解
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
両
者
共
に
ど
こ
か
ら
殺
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さ
れ
た
と
読
め
る
の
か
が
不
分
明
で
あ
り
、
歌
謡
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
が
納
得
で
き
な
い
。
神
の
崇
り
と
い
う
な
ら
ば
、

む
し
ろ
活
玉
依
毘
売
同
様
に
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀
」
の

倭
迩
迩
日
百
襲
姫
命
が
、
通
っ
て
く
る
大
物
主
神
の
姿
を
見
て
驚
い
た
た

め
に
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
箸
墓
伝
承
の
方
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
神
に
「
差
を
見
せ
」
た
た
め
に
神
の
怒
り
を
か
う
。
し
か
し
、

弟
日
姫
子
伝
承
を
読
む
限
り
、
神
の
怒
り
を
か
つ
た
と
解
す
る
に
は
無
理

が
あ
る
。
確
か
に
相
手
の
正
体
が
蛇
で
そ
れ
見
た
後
に
死
ぬ
、
と
い
、
フ
展

開
は
類
似
点
と
し
て
あ
る
が
、
弟
日
姫
子
の
「
死
」
は
蓋
に
よ
る
も
の
で

も
崇
り
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
「
神
」
と
の
婚
姻
と
い
う
む
し
ろ
望
む
べ

き
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
弟
日
姫
子
が
狭
手
彦
を
慕
っ
て
入
水
す

（弱）

る
と
す
る
古
橋
氏
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
従
女
の
報
せ

Ａ
か
ら
Ｂ
を
一
連
の
も
の
と
し
て
読
ん
だ
と
き
に
見
え
て
く
る
弟
日
姫

子
の
伝
承
は
、
弟
日
姫
子
が
別
れ
た
狭
手
彦
を
呼
び
求
め
、
つ
い
に
は
沼

の
辺
で
見
出
す
ま
で
の
過
程
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同

時
に
、
弟
日
姫
子
が
川
に
鏡
を
落
と
す
こ
と
で
失
っ
た
「
神
」
を
新
た
に

「
狭
手
彦
」
と
い
う
形
で
取
り
戻
す
ま
で
の
過
程
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
槽
を
振
り
「
似
た
男
」
を
呼
び
寄
せ
、
そ
の
正
体
を
「
性

し
」
と
思
い
「
忍
黙
え
あ
ら
ず
」
に
追
っ
て
い
く
そ
の
姿
は
、
ま
さ
に
恋

し
い
男
を
追
い
求
め
る
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
身
の
神
を
新
た
に
作
り
出

し
て
い
く
弟
日
姫
子
の
姿
に
も
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
ま
で
読
ん
で
気
に
な
る
の
は
、
最
初
に
も
指
摘
し
た
通
り
、

歌
謡
の
後
唐
突
に
場
面
が
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
転
換
が

こ
の
伝
承
の
中
で
最
も
不
可
解
な
部
分
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ

ま
で
の
狭
手
彦
と
の
別
れ
か
ら
始
ま
る
弟
日
姫
子
の
一
連
の
行
動
と
想
い

は
、
全
て
弟
日
姫
子
の
側
に
た
っ
た
語
り
か
た
で
あ
っ
た
。
伝
承
中
の
Ａ

と
Ｂ
に
は
弟
日
姫
子
と
「
狭
手
彦
」
以
外
に
は
介
在
し
な
い
。
し
か
も
そ

の
「
狭
手
彦
」
で
す
ら
弟
日
姫
子
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
姿
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
の
伝
承
中
に
は
弟
日
姫
子
し
か
存
在
し
て

い
な
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
狭
手
彦
に
対
す
る
弟
日
姫
子
の
想
い
が
、
弟

日
姫
子
に
よ
っ
て
自
叙
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
極
端

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
Ａ
と
Ｂ
の
部
分
は
「
狭
手
彦
と
の
別
れ
」
を

契
機
と
し
て
弟
日
姫
子
が
そ
の
内
面
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
ま
ま
に
行
動

し
た
、
実
際
に
は
周
囲
に
全
く
感
知
さ
れ
な
い
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
歌
謡
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
狭
手
彦
」
Ⅱ

「
神
」
と
の
婚
姻
は
弟
日
姫
子
の
望
む
の
も
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
に
は
「
入

水
」
Ⅱ
「
死
」
を
導
く
結
果
と
な
ろ
う
と
も
、
弟
日
姫
子
の
側
か
ら
直
接

そ
の
「
死
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
だ
。

し
か
し
、
一
方
で
こ
の
弟
日
姫
子
伝
承
が
「
墓
の
由
来
」
を
語
っ
た
も

の
で
あ
る
以
上
、
弟
日
姫
子
の
「
死
」
は
周
囲
の
人
間
に
よ
っ
て
確
認
さ

れ
、
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弟
日
姫
子
の
自
叙
的
な
語
り
の
ま

ま
で
は
「
墓
の
由
来
」
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
突
然
の
場

面
の
転
換
が
必
要
な
理
由
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
登
場
す
る
の
が
従
女
な

のだ。こ
の
従
女
が
弟
日
姫
子
の
消
息
を
親
族
に
報
せ
る
こ
と
で
事
件
は
顕
現

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｃ
の
部
分
で
沼
の
底
に
沈
ん
で
い
る
人
の
屍
を
発

見
し
（
傍
線
⑪
）
、
そ
れ
を
「
弟
日
姫
子
で
あ
る
」
（
傍
線
⑫
）
と
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
従
女
が
親
族
達
に
伝
え
た
事
件
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の
内
容
が
Ａ
か
ら
Ｂ
に
相
当
す
る
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
傍
線
⑩

で
従
女
が
親
族
達
を
連
れ
て
戻
っ
た
と
き
に
は
弟
日
姫
子
も
蛇
も
そ
の
場

に
は
い
な
か
っ
た
、
と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。
つ
ま
り
弟
日
姫
子
伝
承
全

体
を
「
墓
の
由
来
」
と
し
て
み
た
と
き
に
、
そ
の
由
来
と
な
る
事
件
の
唯

一
の
「
証
言
者
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
が
従
女
で
あ
り
、
そ
の
証
言
は
（妬）

沼
の
底
に
沈
ん
だ
屍
と
言
う
「
証
拠
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
弟
日
姫
子
の
消
息
を
知
り
得
た
の
が
従
女
で
あ
っ
た
の
か
。

他
に
こ
の
よ
う
な
「
証
言
者
」
と
し
て
現
れ
る
従
女
の
よ
う
な
存
在
は

『
日
本
書
紀
」
仁
徳
天
皇
四
十
年
春
二
月
条
の
雌
鳥
皇
女
の
た
め
の
織
練
る

女
人
や
、
隼
別
皇
子
の
舎
人
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
雌
烏
皇
女

を
妃
に
迎
え
よ
う
と
隼
別
皇
子
を
使
者
に
立
て
た
仁
徳
天
皇
の
意
志
に
反

し
て
、
雌
鳥
皇
女
と
隼
別
皇
子
が
結
婚
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
雌
鳥
皇
女

の
織
練
る
女
人
達
の
歌
う
「
ひ
さ
か
た
の
天
金
機
雌
鳥
が
織
る
金

機
隼
別
の
御
襲
料
」
と
い
う
歌
謡
か
ら
発
覚
す
る
。
ま
た
更
に
隼
別

皇
子
と
雌
鳥
皇
女
の
や
り
と
り
で
、
隼
別
皇
子
が
「
是
、
我
が
先
て
る
所

な
り
」
と
言
っ
た
こ
と
が
彼
の
舎
人
の
歌
う
「
隼
は
天
に
上
り
飛
び

翔
り
斎
が
上
の
鶴
鶇
取
ら
さ
れ
」
と
い
う
歌
謡
か
ら
天
皇
に
知
れ
、

（”）

二
人
は
追
っ
手
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
織
練
る
女
人

達
や
舎
人
達
は
、
そ
の
何
気
な
く
歌
っ
た
歌
謡
で
雌
烏
皇
女
と
隼
別
皇
子

の
二
人
だ
け
の
間
の
出
来
事
を
天
皇
に
証
言
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

（犯）

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
証
言
は
、
彼
ら
が
雌
鳥
皇
女
や
隼
別
皇
子
の
側
に

付
き
従
う
者
達
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
仁
徳
天
皇
に
と
っ
て
信
ず
る
に
足

る
情
報
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
従
女
の
場
合
も
ま
ず
は
織
練
る
女
人

達
や
舎
人
と
い
っ
た
側
近
達
と
同
様
に
弟
日
姫
子
の
側
に
付
き
従
う
者
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
弟
日
姫
子
の
親
族
達
に
そ
の
証
言
へ
の
信
頼
を

与
え
て
い
た
と
言
え
る
。

で
は
、
真
実
従
女
は
弟
日
姫
子
の
側
に
い
る
こ
と
で
彼
女
の
身
に
起

こ
っ
た
出
来
事
の
一
部
始
終
を
見
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
、
う
で
は
な
い
。
も
し
そ
言
フ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
Ａ
か
ら
Ｂ
に
か
け

て
は
、
直
接
事
件
に
関
わ
ら
な
い
証
人
の
証
言
と
し
て
従
女
が
直
接
見
た

（調）

と
語
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
う
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

繰
り
返
す
が
Ａ
か
ら
Ｂ
の
部
分
は
弟
日
姫
子
の
一
人
称
的
な
立
場
か
ら

語
ら
れ
て
い
る
。
極
端
な
話
、
そ
れ
は
弟
日
姫
子
の
内
面
で
お
き
た
出
来

事
で
、
周
囲
の
人
々
に
は
う
か
が
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
出
来
事
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
先
に
も
述
べ
た
。
更
に
い
え
ば
槽
振
り
の
呪
力
を
行
使

す
る
こ
と
の
で
き
る
巫
女
と
し
て
の
弟
日
姫
子
が
知
覚
し
た
世
界
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。
そ
れ
も
、
狭
手
彦
と
別
れ
た
悲
し
み
に
よ
っ
て
、
自
分
の
巫

女
と
し
て
の
力
を
「
狭
手
彦
」
を
探
し
求
め
る
た
め
に
使
う
、
あ
る
意
味

で
は
ｌ
他
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
ｌ
暴
走
と
も
言
う
べ
き
体
験
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
弟
日
姫
子
の
体
験
は
、
単
に
側
近
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で

は
感
知
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
こ
の
弟
日
姫
子
の
世

界
を
同
じ
よ
、
７
に
体
験
し
「
視
る
」
こ
と
が
で
き
る
存
在
、
つ
ま
り
巫
女

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
「
墓
の
由
来
」
と
な
る
出
来
事
の
顛
末
を
語
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
弟
日
姫
子
と
同
様
従
女
自
身

も
巫
女
と
し
て
の
能
力
を
持
つ
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
『
古
事
記
」
の
神
武
天
皇
の
皇
后
選
定
の
条
で
、
美
和
山

の
大
物
主
の
神
の
娘
で
あ
る
伊
須
気
余
理
比
売
を
求
め
た
際
、
こ
の
伊
須

気
余
理
比
売
が
七
人
の
媛
女
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
、
と
い
う
伝
承
が
参

考
に
な
る
。
こ
の
七
媛
女
に
つ
い
て
は
、
神
武
天
皇
の
答
え
た
歌
の
中
で

七
媛
女
の
内
伊
須
気
余
理
比
売
を
「
兄
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
折
口
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信
夫
氏
が
「
思
ふ
に
、
此
七
処
女
は
、
神
に
仕
え
る
聖
職
を
持
っ
た
女
性

で
、
そ
の
中
の
最
高
位
に
居
ら
れ
た
の
が
い
す
け
よ
り
媛
で
お
あ
り
な
さ

（犯）

れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
七
媛
女
に
う
か
が
え
る
聖
職
に

つ
い
た
女
性
の
関
係
を
弟
日
姫
子
と
従
女
に
当
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
弟

日
姫
子
の
従
者
で
あ
る
従
女
が
弟
日
姫
子
と
同
様
に
巫
女
と
し
て
の
資
格

を
持
っ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
書
フ
。

そ
し
て
従
女
が
弟
日
姫
子
の
側
に
い
た
巫
女
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

か
ら
言
え
る
の
は
従
女
が
弟
日
姫
子
の
辿
っ
た
「
狭
手
彦
」
に
出
逢
う
た

め
の
道
筋
を
、
同
じ
巫
女
と
し
て
追
体
験
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
親
族
に
弟
日
姫
子
の
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
伝
え
な
が

ら
、
そ
の
内
容
を
決
し
て
第
三
者
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
証

人
と
し
て
傍
観
者
の
立
場
か
ら
語
る
の
で
は
な
く
、
弟
日
姫
子
の
視
点
に

寄
り
添
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
従
女
は
、
弟
日
姫
子
が
求
め
た
末
に
「
狭
手
彦
」
と
い

う
「
神
」
を
見
出
し
た
体
験
の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
で
、
従
女
自
身
も
「
神
」

を
見
出
し
、
よ
り
高
位
の
巫
女
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
踏
ん
だ
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
な
ら
ば
、
従
女
が
弟
日
姫
子
の

消
息
を
知
り
得
た
の
は
、
そ
う
し
て
弟
日
姫
子
の
視
線
に
自
分
の
眼
差
し

を
寄
り
葱
か
せ
る
こ
と
で
、
弟
日
姫
子
の
体
験
世
界
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
わ
ず
か
だ
が
弟
日
姫
子
伝
承
の
内
部
か
ら
読
み
取
る
事
が
で

き
る
。
そ
れ
が
、
前
述
し
た
「
似
る
」
と
い
、
フ
言
葉
で
あ
る
。
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
慕
い
求
め
る
者
に
と
っ
て
は
「
そ
の

も
の
」
を
意
味
す
る
。
確
か
に
客
観
的
に
は
前
提
と
し
て
「
同
じ
」
も
の

に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
「
同
じ
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
二
重
性
を
も
つ
の
が
「
似
る
」
と
い
、
フ
言
葉
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
弟
日
姫
子
の
摺
振
り
に
よ
っ
て
現
れ
た
「
狭
手
彦
に
似
た
男
」
は
、

弟
日
姫
子
に
と
っ
て
は
「
狭
手
彦
」
で
あ
り
得
る
が
、
従
女
に
と
っ
て
は

「
狭
手
彦
で
は
あ
り
得
な
い
者
」
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
視
線
が
そ
こ
に
見

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
摺
を
振
る
こ
と
で
招
か
れ
た
か

ら
こ
そ
弟
日
姫
子
に
と
っ
て
そ
の
「
男
」
が
「
狭
手
彦
」
足
り
得
る
の
だ

が
、
そ
の
弟
日
姫
子
の
内
的
体
験
に
己
の
視
線
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
従

女
に
と
っ
て
は
「
狭
手
彦
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
似
る
」

と
い
う
二
重
性
を
も
っ
た
表
現
が
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
弟
日
姫
子
へ
の
従
女
の
視
線
の
寄
り
葱
き
は
、
「
狭
手
彦
」
の
歌
謡

に
よ
っ
て
「
神
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
る
。
弟
日
姫
子
の

親
族
に
出
来
事
を
告
げ
、
傍
線
⑪
に
あ
る
よ
う
に
「
屍
」
を
発
見
し
、
「
弟

日
姫
子
の
骨
」
だ
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
（
傍
線
⑫
）
。
こ
の
時
従
女
は
、

弟
日
姫
子
が
「
神
」
を
発
見
し
た
の
と
同
時
に
彼
女
自
身
の
「
神
」
を
発

見
し
た
の
だ
。
弟
日
姫
子
に
と
っ
て
「
狭
手
彦
」
と
の
婚
姻
を
意
味
す
る

歌
謡
は
、
従
女
に
と
っ
て
も
「
神
」
と
の
神
婚
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た

歌
謡
の
中
で
呼
び
掛
け
る
「
弟
姫
の
子
」
は
弟
日
姫
子
と
共
に
従
女
を
も

指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
従
女
は
巫
女
と
し
て

の
成
長
の
過
程
を
経
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
が
分
離
し
、
従
女
は
従

女
自
身
の
視
線
を
取
り
戻
す
。
こ
れ
が
Ｂ
と
Ｃ
の
間
の
唐
突
な
場
面
の
転

換
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
弟
日
姫
子
の
体
験
を
通
し

て
従
女
自
身
が
「
神
」
発
見
の
経
験
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
巫
女
と
し
て

（酬）

「
覚
醒
」
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
時

従
女
は
そ
れ
ま
で
の
従
者
で
は
な
く
、
巫
女
の
資
格
を
有
し
た
存
在
と
し

て
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。

- ４ ７ -



弟日姫子の軌跡

『
肥
前
国
風
土
記
」
に
伝
わ
る
弟
日
姫
子
伝
承
は
、
い
く
つ
か
の
別
の
伝

承
が
結
び
つ
い
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
ら
が
繋
が
り
を
持
つ

こ
と
で
複
雑
に
重
層
し
た
一
つ
の
伝
承
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
弟
日

姫
子
と
い
う
女
が
恋
し
い
男
を
探
し
求
め
る
話
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
弟

日
姫
子
の
視
線
に
自
ら
の
視
線
を
重
ね
併
せ
る
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
弟
日

姫
子
の
次
に
巫
女
へ
と
成
長
す
る
従
女
の
話
な
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
悲

し
み
」
に
重
点
を
お
い
た
他
の
摺
振
峯
伝
承
に
抽
象
化
さ
れ
繋
が
っ
て
い

く
話
と
な
ろ
う
し
、
後
者
は
松
浦
に
お
い
て
祭
祀
を
担
う
巫
女
達
の
成
巫

の
過
程
を
語
る
伝
承
に
端
を
発
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

、
フ
Ｏこ

の
弟
日
姫
子
の
原
伝
承
は
、
摺
振
り
の
呪
力
を
有
し
鏡
の
祭
祀
を
行

な
う
巫
女
一
族
の
成
巫
過
程
を
表
す
も
の
と
し
て
想
起
で
き
る
。
そ
の
伝

承
を
最
も
元
の
形
に
近
い
形
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
弟

日
姫
子
伝
承
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
万
葉
集
』
の
佐
用
姫
の
摺
振
り

に
は
、
同
じ
摺
振
峯
伝
承
を
持
ち
な
が
ら
も
魂
を
呼
び
戻
す
た
め
の
呪
力

の
行
使
を
思
わ
せ
る
「
招
く
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
主
題
を
「
悲
し
み
」
に
集
約
さ
せ
た
物
語
性
の
高
い
伝
承
に
ま
と
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
祭
祀
伝
承
と
し
て
の
意
味
内
容
に
対
す
る

こ
だ
わ
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
『
風
土
記
』
乙
類
の
摺
振
峯
伝

承
が
「
揺
り
招
く
」
と
祭
祀
伝
承
の
影
を
残
し
な
が
ら
も
最
も
重
要
な
後

半
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
伝
承
が
太
宰
府
に
お
い

て
九
州
地
方
の
伝
承
が
一
括
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ

り
、
『
万
葉
集
』
の
伝
承
と
同
じ
く
「
別
れ
の
悲
し
み
」
に
昇
華
し
て
い
く

四
お
わ
り
に

態
度
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
述
べ
る
べ
き
は
、
語
り
手
と
し
て
の
従
女
に
つ
い
て
で

あ
る
。
吉
田
氏
は
伝
承
の
語
り
手
に
つ
い
て
、
中
世
の
義
経
伝
承
の
常
陸

坊
海
尊
や
曽
我
物
語
の
虎
御
前
な
ど
を
参
照
し
て
「
常
に
語
る
対
象
と
と

も
に
い
て
、
目
撃
し
た
こ
と
を
確
固
た
る
証
拠
と
し
て
語
る
こ
と
で
そ
の

主
人
公
の
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
様
式
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
「
従
者
が
語

（蛇）

り
手
（
歌
い
手
）
の
位
置
に
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他

に
先
に
も
触
れ
た
雌
鳥
皇
女
の
織
練
る
女
人
達
や
隼
別
皇
子
の
舎
人
の
例

を
考
え
て
も
肯
け
る
。
弟
日
姫
子
伝
承
に
お
け
る
従
女
も
、
こ
の
よ
う
な

語
り
手
と
し
て
弟
日
姫
子
の
「
魂
を
鎮
め
る
」
役
割
を
負
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
お
そ
ら
く
峯
の
南
に
造
っ
た
弟
日
姫
子

の
墓
を
巫
女
と
し
て
祀
っ
た
の
は
、
従
女
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

一
方
で
『
風
土
記
』
の
伝
承
の
語
り
手
と
し
て
「
古
老
」
と
い
う
存
在

が
あ
る
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
条
に
お
い
て
「
古
老
相

伝
ふ
る
旧
聞
異
事
」
を
言
上
せ
よ
と
の
命
に
よ
っ
て
『
風
土
記
』
が
編
纂

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
特
に
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
お
い
て
顕
著
な
「
古

老
」
は
、
〈
神
〉
の
立
場
で
語
る
も
の
と
い
う
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
、
と

（娼）

三
浦
氏
は
述
べ
て
い
る
。
更
に
〈
古
老
〉
が
王
権
に
お
け
る
王
あ
る
い
は

首
長
と
い
っ
た
存
在
の
原
型
的
な
あ
り
方
と
重
ね
ら
れ
る
者
で
、
「
首
長
Ⅱ

シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
役
割
を
も
ち
、
共
同
体
の
な
か
で
外
部
性
を
も
つ
者
と

（“）

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
、
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
と
い
う
語
り
手
の
像
は
、
弟
日
姫
子

伝
承
に
お
け
る
語
り
手
と
し
て
の
従
女
を
考
え
た
時
に
と
て
も
示
唆
に
富

ん
だ
指
摘
で
あ
る
。

『
肥
前
国
風
土
記
」
は
、
そ
の
成
立
が
『
豐
後
国
風
土
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
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（妬）

期
で
、
同
一
の
形
式
を
も
つ
と
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

両
者
を
比
較
す
る
と
『
豊
後
国
風
土
記
』
よ
り
も
記
載
さ
れ
た
伝
承
の
数

が
少
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
々
の
伝
承
の
一
つ
一
つ
が
詳
細
で
あ
る
と

（妬）

い
う
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
伝
承
一
つ
で
「
肥
前
国
風
土
記
』
の
成
立
が
語

れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
従
女
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
弟
日
姫
子
伝
承

が
、
そ
う
し
た
特
徴
の
一
角
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）
『
肥
前
国
風
土
記
』
等
九
州
地
方
の
『
風
土
記
』
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
各
国
に
お
い
て
編
述
さ
れ
た
「
風
土
記
』
の
他
、
『
釈
日
本
紀
』
・

『
万
葉
集
註
釈
』
等
に
『
筑
紫
風
土
記
』
と
し
て
引
用
さ
れ
、
逸
文
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
井
上
通
泰
氏
は
、
こ
れ
ら
の
違

い
を
弟
日
姫
子
の
伝
承
等
を
中
心
に
分
類
し
、
前
者
を
甲
類
、
後
者

を
乙
類
と
定
義
し
た
。
氏
は
そ
の
他
丙
類
の
存
在
も
示
唆
す
る
が
、

こ
れ
は
現
在
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
「
岐
揺
岑
」
は
上
記
の
後
者
『
筑

紫
風
土
記
』
所
収
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
井
上
氏
に
よ
り
乙
類
と

分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
含
肥
前
風
土
記
新
考
』
等
）
。
ま
た
秋
本

吉
郎
氏
は
乙
類
の
『
風
土
記
』
は
太
宰
府
に
お
い
て
藤
原
宇
合
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
亀
風
土
記
の
研
究
壱
。

（
２
）
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
『
万
葉
集
』
の
伝
承
が
女
性
の
名
前
を
松
浦
佐

用
姫
と
す
る
こ
と
か
ら
、
多
く
佐
用
姫
の
伝
承
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て

い
る
が
、
本
論
で
問
題
と
す
る
弟
日
姫
子
の
名
称
と
混
ざ
り
煩
雑
に

な
る
の
で
、
以
下
本
論
で
は
こ
の
伝
承
を
摺
振
峯
伝
承
と
呼
ぶ
こ
と

にする。

（
３
）
阿
部
真
司
氏
「
ヒ
レ
振
り
の
峯
の
物
語
の
形
成
ｌ
山
上
憶
良
の

詠
と
肥
前
国
風
土
記
の
語
り
よ
り
ｌ
」
高
知
日
本
文
学
研
究
会
「
日

本
文
学
研
究
」
二
八
号
が
指
摘
す
る
。

（
４
）
摺
振
峯
伝
承
と
三
輪
山
伝
承
の
苧
環
型
が
、
『
風
土
記
』
編
纂
時
に

結
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
は
、
吉
井
巌
氏
論
（
「
サ
ョ
ヒ
メ
誕

生
」
「
万
葉
」
第
七
六
号
、
昭
和
四
六
年
六
月
）
が
、
加
え
て
最
近
で

は
阿
部
氏
論
（
注
３
前
掲
）
が
弟
日
姫
子
の
後
日
讃
の
部
分
は
苧
環

型
と
箸
墓
型
の
両
者
が
結
合
し
た
も
の
だ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

（
５
）
摺
振
峯
伝
承
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
郷
甫
氏
「
松
浦
佐
用
姫
の
伝
説
」

「
帝
国
文
学
」
第
十
二
巻
第
七
号
、
吉
井
巌
氏
「
沈
む
女
三
）
ｌ
佐

用
比
売
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
「
万
葉
」
第
四
四
二
号
（
昭
和
三
七
年

一
月
）
、
佐
藤
り
つ
氏
「
さ
よ
ひ
め
伝
説
考
」
「
和
歌
文
学
研
究
」
第

二
十
号
（
昭
和
四
一
年
九
月
）
、
大
久
保
広
行
氏
「
領
巾
魔
の
嶺
の
詠

の
形
成
」
都
留
文
科
大
「
国
文
学
論
考
」
十
五
号
（
五
四
年
一
月
）
、

吉
田
修
作
氏
「
伝
承
の
〈
筑
紫
を
と
め
〉
ｌ
松
浦
佐
用
姫
」
福
岡
女

学
院
大
学
紀
要
第
二
号
（
一
九
九
二
年
二
月
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、

後
半
部
分
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
、
吉
井
巌
氏
「
サ
ョ

ヒ
メ
誕
生
」
「
万
葉
」
第
七
六
号
（
昭
和
四
六
年
六
月
）
、
長
野
一
雄

氏
「
摺
振
峯
説
話
の
事
実
と
虚
構
」
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
「
国
文

学
研
究
」
第
五
三
集
（
昭
和
四
九
年
六
月
）
、
古
橋
信
孝
氏
「
醜
さ
と

恥
ｌ
個
体
の
領
域
と
始
源
」
季
刊
「
へ
る
め
す
」
一
九
八
八
年
七
月

号
臨
時
増
刊
別
巻
、
同
『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
』
ぺ
り
か
ん
社

（
一
九
九
二
年
四
月
）
、
三
浦
佑
之
氏
『
古
代
叙
事
伝
承
の
研
究
』
勉

誠
社
（
平
成
四
年
）
、
佐
佐
木
隆
氏
「
弟
日
姫
子
伝
承
の
『
鏡
』
と
『
槽
Ｅ

古
事
記
学
会
「
古
事
記
年
報
」
三
八
号
（
平
成
七
年
度
）
等
が
あ
る
。

（
６
）
長
野
一
雄
氏
「
摺
振
峯
説
話
の
事
実
と
虚
構
」
早
稲
田
大
学
国
文

学
会
「
国
文
学
研
究
」
第
五
三
集
（
昭
和
四
九
年
六
月
）

（
７
）
佐
佐
木
隆
氏
「
弟
日
姫
子
伝
承
の
『
鏡
」
と
『
摺
筐
古
事
記
学
会

「
古
事
記
年
報
」
三
八
号
（
平
成
七
年
度
）
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（
８
）
他
に
吉
井
巌
氏
「
サ
ョ
ヒ
メ
誕
生
」
『
万
葉
」
第
七
六
号
（
昭
和
四

六
年
六
月
）
が
あ
る
が
、
伝
承
の
形
成
と
い
、
フ
点
で
述
べ
て
お
り
、

一
続
き
の
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
以

上
の
分
析
は
試
み
て
い
な
い
。

（
９
）
三
浦
佑
之
氏
『
村
落
伝
承
論
」
五
柳
書
院
昭
和
六
二
年
。
第
六

章
、
第
七
章
参
照
。

（
皿
）
注
９
前
掲
三
浦
氏
論
参
照
。

（
Ⅱ
）
三
浦
佑
之
氏
『
古
代
叙
事
伝
承
の
研
究
』
勉
誠
社
（
平
成
四
年
）

第
二
章
「
想
像
力
の
方
向
」
に
お
い
て
、
三
浦
氏
は
「
伝
承
の
核
」

と
い
う
こ
と
に
触
れ
、
古
代
の
語
り
の
想
像
力
が
常
に
核
を
意
識
し

て
前
の
部
分
が
伸
び
て
い
く
、
と
述
べ
る
。
弟
日
姫
子
伝
承
に
つ
い

て
こ
の
「
核
」
を
言
え
ば
、
最
後
の
「
墓
を
作
り
、
そ
れ
が
今
も
残

る
」
と
い
う
部
分
に
あ
た
る
。
こ
の
部
分
の
説
明
と
し
て
そ
れ
よ
り

前
の
弟
日
姫
子
の
行
動
が
従
女
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
の
伝
承
全
体
が
、
「
墓
の
由

来
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
、
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
」
「
肥
前
国
風
土
記
」
三
九
五
頁
～
三

九
七
頁
。
な
お
、
旧
字
は
新
字
に
直
し
た
。
ま
た
大
系
本
文
の
割
り

注
は
（
）
内
に
示
し
た
。

（
咽
）
『
播
磨
国
風
土
記
』
宍
禾
郡
「
許
乃
波
佐
久
夜
比
売
命
、
其
の
形

美
麗
し
か
り
き
」
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
三
二
三
頁
）

（
Ｍ
）
吉
田
修
作
氏
は
「
俳
優
の
民
の
末
喬
ｌ
隼
人
か
ら
遊
女
へ
ｌ
」

（
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
第
３
号
一
九
九
六
年
二
月
）
の
中
で
、
野

田
浩
子
氏
の
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
記
紀
の
中
で
「
う
る
わ
し
」
と
称

さ
れ
る
女
性
の
伝
承
が
「
神
婚
の
幻
想
を
負
っ
た
伝
承
と
解
さ
れ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
喝
）
弟
日
姫
子
伝
承
に
お
い
て
は
山
田
直
巳
氏
が
『
異
形
の
古
代

ｌ
記
紀
・
風
土
記
表
現
論
賃
新
典
社
研
究
叢
書
研
平
成
五
年
一
月
）

で
同
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
「
神
婚
證
」
に
つ
い
て
は
、
古
橋

信
孝
氏
が
『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
』
ぺ
り
か
ん
社
（
一
九
九
二
年

四
月
）
の
中
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
略
）
注
３
前
掲
阿
部
氏
論
参
照
。

（
Ⅳ
）
注
３
前
掲
阿
部
氏
論
参
照
。

（
肥
）
『
古
事
記
』
葦
原
色
許
男
の
根
の
国
訪
問
の
条
・
須
勢
理
毘
売
が

葦
原
色
許
男
に
「
蛇
の
比
礼
・
呉
公
蜂
比
礼
」
を
与
え
た
。

（
岨
）
『
古
事
記
」
天
之
日
矛
の
渡
来
の
条
・
「
浪
振
る
比
礼
・
浪
切
る
比

礼
・
風
振
る
比
礼
・
風
切
る
比
礼
」

（
別
）
『
先
代
旧
事
本
紀
』
お
よ
び
『
令
集
解
』
に
饒
速
日
尊
が
天
か
ら

降
臨
す
る
と
き
に
天
神
が
与
え
た
「
瑞
宝
十
種
」
の
中
に
「
蛇
比
礼
．

蜂
比
礼
・
品
之
物
比
礼
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
別
）
注
３
前
掲
阿
部
氏
論
参
照
。
阿
部
氏
は
、
弟
日
姫
子
に
限
ら
ず
そ

の
よ
う
な
航
海
安
全
と
無
事
帰
還
を
祈
り
、
呪
力
を
発
動
さ
せ
る
場

所
が
槽
振
峯
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
躯
）
注
７
前
掲
佐
佐
木
氏
論
参
照
。

（
羽
）
注
７
前
掲
佐
佐
木
氏
論
参
照
。

（
別
）
注
３
前
掲
阿
部
氏
論
参
照
。
ま
た
吉
田
修
作
氏
「
伝
承
の
〈
筑
紫

を
と
め
〉
ｌ
松
浦
佐
用
姫
」
（
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
第
２
号
一

九
九
二
年
二
月
）
に
お
い
て
も
、
巫
女
の
資
格
を
失
っ
た
弟
日
姫
子

の
摺
振
り
が
悲
し
み
の
表
現
へ
と
転
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
妬
）
こ
の
摺
振
り
の
場
面
は
、
同
様
に
『
万
葉
集
』
巻
の
佐
用
姫
に
お

け
る
摺
振
峯
伝
承
（
八
七
一
題
詞
）
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は

「
即
ち
高
山
の
嶺
に
登
り
て
、
遥
か
に
離
れ
去
く
船
を
望
み
、
恨
然
に

肝
を
断
ち
、
鶏
然
に
魂
を
錆
つ
。
遂
に
領
巾
を
脱
ぎ
て
座
る
。
傍
の

者
涕
を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
り
き
」
と
あ
り
、
よ
り
悲
し
み
の
表
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現
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
の
伝
承
で
は
、
も
は
や
女

性
の
巫
女
性
や
狭
手
彦
を
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
呪
力
に
興
味
が
な
い

こ
と
が
、
弟
日
姫
子
伝
承
と
比
較
し
て
わ
か
る
。

（
妬
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
二
七
頁
。

（
”
）
古
橋
信
孝
氏
「
醜
さ
と
恥
ｌ
個
体
の
領
域
と
始
源
」
季
刊
「
へ
る

め
す
」
一
九
八
八
年
七
月
号
臨
時
増
刊
別
巻
。
こ
の
中
で
、
『
万
葉

集
」
の
柿
本
人
麻
呂
の
泣
血
哀
働
歌
の
例
か
ら
「
（
中
略
）
つ
ま
り
、

同
一
で
な
く
と
も
代
替
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
共
同
体
の
側
か

ら
の
発
想
で
は
な
い
か
。
共
同
体
か
ら
見
れ
ば
恋
人
の
位
置
に
別
の

女
が
取
っ
て
代
ろ
う
と
ひ
と
つ
の
対
と
い
う
関
係
に
変
わ
り
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
納
得
し
が
た
い
所
で
あ
る
。

（
羽
）
注
”
前
掲
古
橋
氏
論
参
照
。

（
別
）
注
賜
前
掲
山
田
氏
論
参
照
。

（
別
）
飯
泉
健
司
氏
「
三
輪
山
伝
承
考
ｌ
「
神
の
子
」
と
巫
女
ｌ
」
『
古
事

記
研
究
体
系
』
８
高
科
書
店
（
一
九
九
三
年
九
月
）
所
収
。

（
別
）
土
橋
寛
氏
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
岩
波
書
店
（
一
九
六
五

年初版）。

（
塊
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
狭
手
彦
が
弟
日
姫
子
を
鰐
い
し
た
時
の
歌

謡
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
確
証
を
得
ら
れ
る
所
で
は
な
い
の

だ
が
、
例
え
ば
『
古
事
記
』
で
八
千
矛
神
が
沼
河
比
売
と
婚
姻
し
よ

う
と
し
た
際
に
歌
を
歌
い
交
わ
す
場
面
な
ど
が
、
参
考
に
な
る
だ
ろ

う
。
但
し
、
弟
日
姫
子
の
場
合
に
は
彼
女
の
方
の
返
歌
は
な
い
が
、

そ
れ
は
こ
こ
で
は
実
際
の
鰐
い
と
し
て
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
狭

手
彦
」
の
明
か
し
を
立
て
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ

つ（》Ｏ

（
詔
）
注
６
前
掲
長
野
氏
論
参
照
。

（
別
）
益
田
勝
実
氏
「
新
し
い
古
代
文
学
史
像
を
求
め
て
ｌ
わ
た
く
し
の

＊
本
稿
は
平
成
五
年
七
月
例
会
に
お
け
る
発
表
を
元
に
文
章
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
論
文
化
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
発
表
時
の
質
疑
や
現
場
論
の
研
究

会
に
お
い
て
多
く
の
考
え
る
べ
き
指
摘
。
興
味
深
い
示
唆
を
得
て
、
大
き

く
影
響
を
受
け
て
い
る
。

場
合
ｌ
」
学
燈
社
『
国
文
学
』
第
三
二
巻
二
号
、
他
。

（
弱
）
注
”
前
掲
古
橋
氏
論
参
照
。

（
鮒
）
注
９
前
掲
三
浦
氏
論
参
照
。

（
師
）
歌
謡
の
引
用
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
。

（
銘
）
土
橋
寛
氏
は
『
古
代
歌
謡
の
世
界
」
（
塙
書
房
昭
和
四
三
年
）
に

お
い
て
、
こ
の
歌
謡
が
「
童
謡
的
性
格
」
を
持
つ
歌
と
し
て
い
る
。

（
胡
）
注
９
前
掲
三
浦
氏
論
参
照
。

（
棚
）
中
央
文
庫
版
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
七
巻
国
文
学
篇
１
（
昭
和

五
一
年
）
所
収
「
文
学
様
式
の
発
生
」

（
虹
）
「
覚
醒
」
と
い
う
言
葉
は
、
平
成
八
年
度
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
以
降
、

現
場
論
に
お
い
て
「
夢
か
ら
さ
め
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
特

に
実
践
者
の
意
識
の
レ
ベ
ル
の
変
化
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
議
論
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（
蛇
）
吉
田
修
作
氏
「
聖
母
の
源
流
と
生
成
」
（
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
第

６
号
一
九
九
六
年
二
月
）
。
ま
た
同
氏
「
死
へ
向
か
う
旅
」
『
古
代

文
学
講
座
５
旅
と
異
郷
』
（
一
九
九
四
年
八
月
）
。

（
“
）
注
、
前
掲
三
浦
氏
論
参
照
。
氏
は
こ
こ
で
、
斎
藤
英
喜
氏
の
「
古

老
Ｉ
語
り
手
・
伝
承
者
論
の
た
め
に
ｌ
」
（
古
代
文
学
二
六
号
）
を
援

用
し
て
述
べ
て
い
る
。

（
“
）
注
Ⅱ
前
掲
三
浦
氏
論
参
照
。

（
妬
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
」
秋
本
吉
郎
氏
校
注
解
説
等
。

（
妬
）
水
野
祐
氏
一
入
門
・
古
風
土
記
』
雄
山
閣
（
一
九
八
七
年
）
。
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