
特集・変成する古代神話

『
古
事
記
』
の
自
注
は
口
承
さ
れ
て
き
た
正
し
い
発
音
（
聴
覚
映
像
）

が
文
字
か
ら
復
元
で
き
る
よ
う
意
図
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
本
文
の
意
味
内
容
が
読
者
に
誤
解
な
く
伝
わ
る
よ
う
付
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
小
松
英
雄
が
発
見
し
た
、
『
古
事

（１１）

記
』
の
種
々
の
注
全
体
を
貫
徹
し
て
い
る
原
理
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
高
天
原
」
の
「
天
」
を
「
あ
め
」
で
は
な
く
「
あ
ま
」

と
訓
む
よ
う
指
示
し
た
注
が
示
し
て
い
る
の
は
、
「
天
」
が
拘
束
形
「
あ

ま
」
で
、
「
高
天
原
」
の
語
構
成
は
「
高
天
十
原
」
で
は
な
く
「
高
十
天

（２）

原
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
、
神
名
「
豊
雲
上
野
命
」
の

声
注
「
上
」
（
「
雲
」
の
語
頭
を
高
い
ア
ク
セ
ン
ト
で
訓
む
よ
う
指
示
）

は
、
固
有
名
詞
化
に
伴
い
「
雲
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
平
声
か
ら
上
声
に
転

（３）

じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
、
こ
の
神
名
の
中
核
的
部
分
が
固
有
名

（４）

詞
た
る
「
雲
野
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
だ
、
と
い
う
。

小
松
は
、
こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
伝
承
の
知
識
で
は
な
く
、
施
注
者

の
解
釈
の
提
示
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示

す
の
が
次
の
例
で
あ
る
。
「
宇
比
地
邇
上
神
」
と
「
妹
須
比
智
邇
去
神
」
の

日
本
紀
講
の

特
集
・
変
成
す
る
古
代
神
話
ｌ
「
氏
文
」
研
究
の
現
在

｜
注
釈
と
創
造

知

声
注
は
両
神
の
「
邇
」
の
語
調
の
違
い
を
示
す
も
の
だ
が
、
小
松
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
は
、
両
神
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
よ
う
に
男
女
神
と
し
て

名
前
の
形
の
上
で
も
対
立
す
る
よ
う
、
施
注
者
が
創
作
し
た
（
ま
た
は
、

『
古
事
記
」
以
前
の
ど
こ
か
で
作
ら
れ
、
施
注
者
に
承
認
さ
れ
た
）
語
調

（５）

で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
山
口
佳
紀
に
よ
っ
て
批
判
的
に
継
承
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
に
よ
り
説
明
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、

泥
や
砂
を
意
味
す
る
ら
し
い
ウ
ヒ
ヂ
・
ス
ヒ
ヂ
の
下
に
「
邇
」
が
あ
れ

ば
、
通
常
は
「
土
」
の
意
に
解
釈
さ
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
施
注
者
の

解
釈
は
そ
う
で
は
な
く
、
親
称
の
接
尾
語
と
と
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
「
土
」
の
意
の
二
は
平
声
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

施
注
者
は
、
こ
の
「
邇
」
が
平
声
で
は
な
い
こ
と
を
注
で
示
す
こ
と
で
誤

読
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
神
名
と
も
「
邇
」
が
上
声
で
は

男
女
の
違
い
が
表
れ
な
い
の
で
「
上
」
「
去
」
と
い
う
対
立
が
導
入
さ
れ

た
（
こ
の
点
は
小
松
説
を
支
持
。
語
源
的
に
同
一
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の

「
邇
」
の
声
調
が
異
な
る
以
上
、
施
注
者
の
作
為
と
い
う
発
想
が
も
っ
と

も
合
理
的
だ
）
。
そ
の
際
、
施
注
者
は
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
末
尾

の
キ
・
ミ
が
そ
れ
ぞ
れ
上
声
・
去
声
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
こ
の
対

（６）

立
を
考
え
つ
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
。

津
田
博
幸
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以
上
の
小
松
・
山
口
説
を
受
け
て
、
私
が
考
え
て
み
た
い
こ
と
は
以
下

の
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
注
は
、
す
で
に
文
脈
上
の
誤
読
の

防
止
と
い
う
目
的
を
は
る
か
に
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え

ば
、
国
生
み
段
の
施
注
箇
所
、
「
天
浮
橋
に
立
た
」
を
「
天
浮
橋
を
立
て
」

に
、
「
鳴
し
」
を
「
鳴
り
」
に
解
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
誤
読
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
例
は
そ
の
よ
う
な
通
常
の
誤
読
の
範
濤
を
越
え
た

問
題
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
注
が
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
史
書
と
し
て
『
古
事
記
」
を
読
む
と
き
に
、
「
高
天
原
」

が
「
高
天
十
原
」
な
の
か
「
高
十
天
原
」
な
の
か
、
「
豊
雲
野
」
が
「
豐

雲
十
野
」
な
の
か
「
豊
十
雲
野
」
な
の
か
、
な
ど
と
い
、
う
こ
と
が
問
題
に

な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
万
葉
集
』
に
は
「
天
原
」
の
例
が
散
見
す
る

か
ら
「
高
天
原
」
が
「
高
十
天
原
」
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
冒
頭
の
場
面
で
、
古
代
の
読
者
の
誰
も
が

「
高
天
十
原
」
な
の
か
「
高
十
天
原
」
な
の
か
首
を
ひ
ね
る
、
な
ど
と
い

う
こ
と
は
考
え
難
い
。
「
高
天
原
」
は
「
高
天
原
」
で
よ
い
は
ず
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
「
豊
雲
野
命
」
が
固
有
名
詞
で
あ
る
こ
と
は
、
文
脈
か
ら

も
「
命
」
と
い
う
接
尾
語
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
分
析

し
て
、
本
当
に
固
有
名
詞
な
の
は
「
雲
野
」
だ
け
で
す
よ
と
提
示
す
る
。

こ
れ
は
ご
丁
寧
に
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
注
は
、
聖

な
る
名
前
に
つ
い
て
の
知
を
、
通
常
の
読
者
の
至
り
着
く
こ
と
の
な
い
よ

う
な
過
剰
な
深
度
に
お
い
て
開
示
し
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
宇
比
地
邇
神
と
須
比
智
邇
神
に
つ
い
て
施
注
者
が
行
な
っ
た

の
は
聴
覚
映
像
の
創
出
、
す
な
わ
ち
神
の
名
の
創
造
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
は
や
常
識
的
な
意
味
で
の
注
釈
の
範
囲
を
明
ら
か
に
越
え
て
い
る
。
そ

の
異
様
さ
を
我
々
は
感
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
神
の
名
の
創
造
。
そ
れ
は
神

二
日
本
紀
講
と
氏
文
の
生
成

『
古
事
記
』
の
自
注
が
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
は
神
話
テ
キ
ス
ト
が
生

成
す
る
端
緒
の
一
つ
だ
、
と
も
言
え
る
。
注
釈
的
思
考
に
よ
り
名
と
し
て

神
が
分
節
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
変
貌
す
る
。
そ
の
小
さ
な
出
来
事
は
、
や

が
て
、
そ
の
神
が
席
を
占
め
て
い
る
系
譜
や
物
語
に
波
及
す
る
だ
ろ
う
。

波
紋
は
次
第
に
広
が
り
、
結
局
新
た
な
神
話
テ
キ
ス
ト
が
生
成
す
る
の
で

（７）

そ
の
も
の
の
創
造
で
も
あ
る
。
『
古
事
記
』
の
神
々
に
は
、
注
釈
行
為
が

生
み
出
し
た
神
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
問
題
化
す
べ
き
な
の

だ。私
は
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
行
為
を
「
神
学
的
注
釈
」
と
呼
び
た
い
と
思

う
。
神
と
い
う
不
可
知
の
所
与
を
注
釈
し
つ
つ
自
ら
の
神
を
新
た
に
作
り

出
し
て
し
ま
う
知
の
営
み
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

太
安
万
侶
は
こ
の
よ
う
な
注
を
施
す
時
、
何
の
恐
れ
も
感
じ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
伝
承
を
守
ら
せ
る
力
は
神
へ
の
恐
れ
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

そ
の
伝
承
に
自
ら
の
知
恵
を
加
え
て
改
変
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
恐
れ

を
喚
起
し
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
が
思
弁
と
し
て
神
の
名
を
も
て
あ
そ
ん

だ
だ
け
だ
、
と
は
考
え
難
い
。
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
。
『
古
事

記
」
を
書
き
な
が
ら
神
々
の
世
界
に
深
々
と
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
安
万

侶
は
、
そ
の
時
か
ら
神
々
へ
の
聖
な
る
責
任
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
つ

（８）

た
、
と
。
古
代
と
は
そ
う
い
う
世
界
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

以
下
に
検
討
す
る
日
本
紀
講
は
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
的
知
の
世
界
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
平
安
の
日
本
紀
講
に
お
い
て
初
め
て
出

現
し
た
言
説
空
間
で
は
な
い
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
古
代
世
界
に
存
在
し
た

（９）

は
ず
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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あ
る
。古

代
に
お
け
る
神
話
テ
キ
ス
ト
の
生
成
は
『
古
事
記
」
一
回
き
り
の
事

件
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
「
日
本
書
紀
』
と
そ
の
様
々
な
一
書
、
風
土
記
、

現
存
の
い
く
つ
か
の
氏
文
、
「
新
撰
姓
氏
録
』
お
よ
び
そ
の
資
料
と
な
っ

た
氏
々
の
「
本
系
帳
」
（
「
日
本
後
記
」
）
、
さ
ら
に
、
日
本
紀
講
の
私
記
や

五
国
史
に
名
前
だ
け
残
さ
れ
た
数
々
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
。
神
話
テ
キ
ス
ト

（旧）

は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
生
成
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
生
成
の
母
胎
の

一
つ
と
し
て
、
『
古
事
記
』
に
見
た
よ
う
な
神
学
的
注
釈
の
知
が
あ
っ
た

は
ず
だ
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
言
説
空
間
と
し
て
常
に
存
在
し
神
話
テ
キ

ス
ト
を
生
み
続
け
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
、
『
新
撰
姓
氏
録
」
や
氏
文
が
生
ま
れ
た
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に

か
け
て
の
時
代
は
、
一
方
で
、
宮
廷
に
お
い
て
日
本
紀
講
が
行
な
わ
れ
た

時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
体
と
し
て
注
釈
の
場
が
存
在
し
た
。
し
か

も
、
日
本
紀
講
と
氏
文
の
生
成
と
の
間
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
、
十
世
紀

初
頭
に
は
成
立
し
て
い
た
『
先
代
旧
事
本
紀
」
を
例
証
と
し
て
確
認
で
き

る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
『
先
代
旧
事
本
紀
」
の
文
章
に
は
日
本
紀

（Ⅱ）

講
の
議
論
を
回
収
す
る
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
だ
。
日
本

紀
講
を
母
胎
に
氏
文
が
生
成
す
る
と
い
、
７
観
点
は
ど
、
フ
や
ら
確
か
そ
う
な

のである。

こ
の
観
点
を
、
近
年
、
正
面
か
ら
問
題
化
し
た
の
が
神
野
志
隆
光
の
論

（旧）

で
あ
る
。
神
野
志
の
主
張
で
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
以
下
の
二
点
で

ある。第
一
点
。
神
野
志
は
、
日
本
紀
講
で
交
わ
さ
れ
た
よ
う
な
タ
イ
プ
の
言

説
を
総
体
と
し
て
「
日
本
紀
言
説
」
と
呼
ぶ
。
日
本
紀
言
説
は
多
元
的
な

神
話
テ
キ
ス
ト
を
一
元
化
し
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
『
日
本
書
紀
」
を
再
構
築

し
て
ゆ
く
方
向
へ
運
動
す
る
も
の
だ
。
『
古
語
拾
遺
』
と
『
先
代
旧
事
本

紀
』
は
、
日
本
紀
言
説
の
渦
中
か
ら
『
日
本
書
紀
』
の
九
世
紀
的
作
り
直

し
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
点
。
そ
も
そ
も
、
神
話
テ
キ
ス
ト
と
祭
儀
と
の
支
え
合
い
の
関
係

は
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
作
ら
れ
て
ゆ
く
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
。

両
者
は
い
つ
い
か
な
る
場
合
も
支
え
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
固
有
の
テ
キ
ス
ト
と
固
有
の
祭
儀
と
の
間
に
固
有
の
関
係
が
成
り
立

つ
の
だ
。
日
本
紀
言
説
の
運
動
は
そ
の
よ
う
な
関
係
を
作
り
出
す
。
こ
の

運
動
は
『
日
本
書
紀
』
と
律
令
祭
儀
の
ず
れ
を
解
消
、
つ
ま
り
律
令
祭
儀

を
神
話
テ
キ
ス
ト
に
回
収
す
る
方
向
で
進
ん
だ
。
『
古
語
拾
遺
』
を
経
て

『
先
代
旧
事
本
紀
」
に
至
っ
て
そ
れ
は
完
成
し
た
。

第
一
点
は
、
言
、
フ
ま
で
も
な
く
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
氏

文
類
の
生
成
の
場
と
し
て
我
々
は
ど
こ
を
見
る
べ
き
な
の
か
、
は
っ
き
り

め

ど

と
目
処
を
つ
け
た
が
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
祭
儀

ま
で
を
視
野
に
含
め
た
中
で
注
釈
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
の
生
成
を
考
え
た
点

が
示
唆
的
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
古
代
に
お
け
る
注
釈
の
問
題
は
単
な
る

机
上
の
思
弁
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
宗
教
的
実
践
の
諸

相
の
中
で
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
の
こ
と
を
神
野
志
の
指
摘
は
予
感
さ
せ

る
。
そ
こ
が
重
要
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
神
野
志
の
示
唆
に
導
か
れ
つ
つ
、
日
本
紀
講
の
私
記
に
見

え
る
諸
言
説
の
、
問
題
化
す
べ
き
要
点
を
順
に
、
紙
幅
の
許
す
限
り
検
討

（日）

し
て
み
る
。

三
「
古
語
」
へ
の
希
求

た
と
え
ば
、
弘
仁
私
記
・
序
は
こ
う
述
べ
る
。
『
日
本
書
紀
』
第
一
、

- ６ ０ -
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二
巻
は
、
内
容
が
「
神
代
」
に
関
わ
り
、
言
葉
に
「
古
質
」
を
多
く
含

む
。
そ
れ
ゆ
え
読
み
方
を
正
し
く
伝
承
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
「
倭
音

を
以
て
詞
語
を
弁
じ
、
丹
点
を
以
て
軽
重
を
明
」
ら
か
に
し
た
も
の
（
Ｉ

私
記
）
を
書
き
残
す
の
だ
、
と
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
日
本
書
紀
私

（脚）

記
・
甲
本
二
～
一
二
頁
）
。
つ
ま
り
、
日
本
紀
講
の
注
釈
作
業
の
眼
目

の
一
つ
は
「
神
代
」
の
「
古
質
」
の
言
葉
を
注
記
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ

た。別
の
私
記
に
は
、
『
日
本
書
紀
」
は
漢
字
を
学
び
中
国
の
諸
学
の
書
を

勘
案
し
て
撰
ば
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
中
国
の
史
書
と
同
じ
水
準
に
あ
る

も
の
だ
が
、
「
其
の
中
に
殊
な
る
は
、
神
代
の
事
、
倭
歌
、
古
語
等
、
是

（旧）

な
り
」
（
釈
日
本
紀
・
巻
一
、
神
道
大
系
九
頁
）
と
も
あ
る
。
お
そ
ら
く

開
講
に
際
し
て
の
博
士
の
発
言
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
世
界
レ
ベ
ル
ま
で
達
し
た
史
書
で
あ
り
つ
つ
、
独
自
の
価
値
を
有

す
る
「
神
代
」
「
倭
歌
」
「
古
語
」
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
評
価
だ
。

「
神
代
」
「
倭
歌
」
「
古
語
」
は
最
初
か
ら
特
権
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を
期
待
し
て
『
日
本
書
紀
」
が
読
ま
れ

て
い
る
面
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
見
る
と
、

「
神
代
」
「
倭
歌
」
「
古
語
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
注
釈
者
の

（旧）

義
務
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
と
が
神
に
関
わ
る
以

上
、
結
局
は
神
に
対
し
て
責
任
を
章
う
こ
と
に
な
る
。
古
代
と
い
う
世
界

に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
重
い
義
務
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
言
説
は
日
本
紀
講
の
注
釈
の
あ
り
方
を
自
ず
と

方
向
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
代
」
す
な
わ
ち
神
々
の
時
代
を

書
物
の
中
で
顕
現
せ
し
め
る
の
は
「
古
語
」
で
あ
る
。
「
倭
歌
」
も
「
古

語
」
に
含
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
神
代
」
は
「
古
語
」
で
あ
り
、
「
古
語
」

は
「
神
代
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
日
本
書
紀
」
に
よ
っ
て
「
神
代
」

を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
中
国
語
の
字
面
の
向
こ
う
に
「
古
語
」
が

透
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
日
本
紀
講
の
注
釈
態
度
の
基
本

と
な
り
、
そ
の
方
針
は
人
代
へ
も
及
ぶ
。
日
本
紀
講
に
お
け
る
『
日
本
書

紀
』
の
訓
読
は
、
音
読
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
漢
籍
語
ま
で
無
理
や
り
和
語

化
し
た
訓
読
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
、
そ
の
思
想

的
根
拠
を
こ
れ
ら
の
言
説
か
ら
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
「
日
本
書
紀
』
は
「
音
訓
の
外
」

の
読
み
方
を
す
る
の
だ
、
と
い
う
言
挙
げ
が
私
記
に
見
え
る
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
」
の
「
日
本
」
を
ど
う
読
む
か
。
音
な
ら

「
に
っ
ぼ
ん
」
、
文
字
に
即
し
た
訓
な
ら
「
ひ
の
も
と
」
で
あ
る
が
、
日
本

紀
講
で
は
「
や
ま
と
」
と
読
ま
れ
て
い
た
。
あ
る
受
講
者
が
、
音
訓
に
依

ら
な
い
「
や
ま
と
」
で
は
な
く
、
字
面
通
り
に
「
ひ
の
も
と
」
と
訓
じ
て

は
ど
う
か
と
質
問
し
た
。
博
士
の
答
え
は
否
。
「
や
ま
と
」
と
読
む
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
「
や
ま
と
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
に
あ
る
。
天
地

開
聞
の
頃
、
土
地
は
未
だ
乾
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
（
神
々

は
？
）
平
地
に
は
住
め
ず
、
山
に
住
ん
で
往
来
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
山

や
ま
と

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
「
山
止
」
、
あ
る
い
は
、
山
と
山
と
の
往
来
に
よ
っ

や
ま
と

て
湿
っ
た
土
地
に
足
跡
が
多
く
残
っ
た
の
で
「
山
跡
」
、
と
い
う
由
来
で

こ
の
地
は
「
や
ま
と
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な

由
緒
の
あ
る
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
「
音
訓
の
外
」
で
あ
っ
て
も
、

「
日
本
」
は
「
や
ま
と
」
と
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
以
上
が
博
士

の
答
え
で
あ
る
（
釈
日
本
紀
・
巻
一
六
、
神
道
大
系
三
九
四
頁
）
。
つ
ま

り
、
「
や
ま
と
」
は
天
地
開
關
の
最
初
か
ら
存
在
し
た
古
語
中
の
古
語
な

の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
「
日
本
」
は
そ
の
よ
う
な
、
超
「
音
訓
」
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的
古
語
に
こ
そ
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

『
日
本
書
紀
』
を
読
む
際
の
「
調
度
」
（
参
考
書
）
と
し
て
和
文
で
書
か

れ
た
「
古
事
記
』
が
用
い
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
古
語
志
向
に
よ
る

（
承
平
私
記
１
国
史
大
系
・
丁
本
、
一
九
○
頁
）
。
当
然
、
『
古
事
記
』
を

根
拠
に
読
み
が
決
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
国
生
み
段
一

書
第
一
の
「
書
槍
海
」
の
「
書
」
字
は
承
和
講
書
以
前
は
「
か
き
な
す
」

と
読
ま
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
承
和
の
時
に
「
滋
相
公
」
（
滋
野
貞
主
。

若
き
日
に
弘
仁
講
書
に
参
加
し
て
い
る
）
の
意
見
を
入
れ
て
、
「
古
事
記

の
意
」
に
依
り
「
長
詞
」
を
加
え
て
「
あ
を
う
な
は
ら
を
し
ほ
こ
を
ろ
こ

マ
マ

を
ろ
に
か
ひ
な
し
て
」
と
読
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
、
フ
。
そ
の
理
由

な

は
「
既
に
鳴
す
の
声
有
り
。
其
の
響
き
を
標
す
べ
し
」
、
つ
ま
り
、
す
で

に
「
書
」
に
「
な
す
」
を
添
え
て
読
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
鳴
る
響

き
も
示
そ
、
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
（
釈
日
本
紀
・
巻
一
六
、
神
道
大
系
四
○

七
頁
）
。
「
書
」
一
字
が
「
し
ほ
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
か
ひ
な
し
て
」
と
読
ま

れ
る
に
至
っ
た
と
は
、
「
書
」
と
い
う
文
字
の
向
こ
う
に
も
は
や
別
の
テ

キ
ス
ト
の
断
片
が
生
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承
和
講
書
の
時
の

事件だ。
写
本
の
傍
訓
や
私
記
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
訓
読
文

は
、
養
老
の
当
初
か
ら
一
般
の
漢
文
訓
読
文
と
同
水
準
の
も
の
と
し
て
自

（〃）

然
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う

な
事
件
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
読
み
方
が
含
ま
れ
る
は
ず
だ
。
言
わ
ば
超
訓

読
語
に
よ
る
超
訓
読
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
超
訓
読
文
は
神
学
的
注
釈
の

言
説
空
間
で
創
作
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

つ（》○右
の
「
薑
」
の
超
訓
読
語
「
し
ほ
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
か
ひ
な
し
て
」
は

す
で
に
単
語
で
は
な
い
。
し
か
し
、
藤
井
貞
和
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
（旧）

う
い
っ
た
成
句
も
「
古
語
」
の
範
嗜
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
神
武
紀
元
年
の
記
事
で
は
、
天
皇
の
称
詞
「
畝
傍
の
橿
原
に
宮

ち
ぎ
た
か
し
は
つ
く
に
し
ら
す

柱
底
つ
磐
の
根
に
太
し
き
立
て
高
天
原
に
樽
風
峻
時
り
て
始
駅
天
下
之
天

皇
」
が
「
古
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
『
日
本
書
紀
』
自
体
の
「
古

語
」
の
用
例
が
日
本
紀
講
の
参
加
者
に
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
な
ら
、

「
し
ほ
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
か
ひ
な
し
て
」
も
「
古
語
」
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
で
は
『
古
事
記
』
の
講
書
を
宮
廷
行
事
と
し
て
行
な
お
う
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
『
日
本
書
紀
』

（旧）

は
正
典
と
し
て
保
持
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
場
合

に
も
当
て
は
ま
る
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
、
承
平
講
書
の
際
に
博
士
矢

田
部
公
望
に
よ
っ
て
、
聖
徳
太
子
撰
の
由
緒
あ
る
史
書
に
し
て
『
日
本
書

紀
』
の
粉
本
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
（
国
史
大
系
一
八
九
～
一
九
○
頁
）
。

『
日
本
書
紀
』
以
上
の
史
書
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
が
『
日
本
書
紀
』
の
位
置

に
と
っ
て
代
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、

『
古
事
記
』
で
も
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
も
代
り
え
な
い
絶
対
的
な
何
か

が
『
日
本
書
紀
』
の
字
面
の
向
こ
う
に
希
求
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
神
代
そ
の
も
の
を
体
現
す
る
、
言
わ
ば
純
粋
古
語
テ
キ

ス
ト
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
…
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
新
た
な
史
書
と
し

て
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
つ
い
に
誰
に
も
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
古
語
へ
の
希
求
は
古
語
を
書
き
表
す
文
字
の
問
題

に
も
及
ぶ
。
古
語
は
も
ち
ろ
ん
「
倭
語
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
書
き
表

す
に
は
漢
字
よ
り
も
「
仮
名
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
「
仮
名
」
が
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問
題
に
さ
れ
る
の
だ
。
「
仮
名
」
に
つ
い
て
日
本
紀
講
の
言
説
空
間
で
は
、

応
神
天
皇
の
時
代
に
漢
字
が
伝
来
し
た
時
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
仮
名
」
の
起
源
は
古
い
。
そ
し
て
、
こ
の
信
念

が
「
日
本
書
紀
」
の
起
源
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も

『
日
本
書
紀
』
の
前
に
は
「
仮
名
の
本
」
（
仮
名
書
き
の
史
書
）
が
存
在

し
、
そ
れ
が
漢
文
に
書
き
改
め
ら
れ
て
「
日
本
書
紀
』
が
成
立
し
た
、
と

さ
れ
た
の
だ
（
以
上
、
承
平
私
記
お
よ
び
そ
こ
に
引
か
れ
た
元
慶
講
書
の

説
、
国
史
大
系
一
九
一
頁
以
下
）
。
漢
文
の
『
日
本
書
紀
』
の
起
源
に
古

語
Ｉ
仮
名
の
原
『
日
本
書
紀
』
の
存
在
が
幻
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
古

語
へ
の
過
剰
な
希
求
が
生
み
出
し
た
幻
像
と
は
言
え
ま
い
か
。

『
釈
日
本
紀
』
に
次
の
よ
う
な
有
名
な
一
節
が
あ
る
（
巻
一
六
、
神
道

大
系
四
一
四
頁
）
。

・
天
狭
田
ア
マ
ノ
サ
ナ
ダ

文
永
三
年
七
月
廿
八
日
戊
午
。
天
晴
。
今
暁
卯
の
刻
、
先
師
夢

想
の
子
細
に
依
り
、
「
名
」
の
字
を
加
点
す
る
な
り
。

文
永
三
年
は
一
二
六
六
年
。
天
窟
戸
段
本
文
の
「
天
狭
田
」
は
日
本
紀

講
の
私
記
（
国
史
大
系
・
乙
本
）
で
は
ア
マ
ノ
サ
ダ
と
読
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
「
夢
想
」
の
覚
し
に
よ
り
「
ナ
」
を
加
え
て
ア
マ
ノ
サ
ナ
ダ
と
読

む
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
夢
想
」
と
い
う
神
秘
体
験
を
招

き
寄
せ
た
の
は
、
失
わ
れ
た
神
代
の
古
語
を
な
ん
と
し
て
も
回
復
せ
ん
と

す
る
聖
な
る
欲
求
で
あ
ろ
う
。
そ
の
欲
求
の
激
し
さ
が
「
夢
想
」
を
呼
ん

だ
の
だ
。
中
世
に
は
こ
こ
ま
で
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
欲

求
は
す
で
に
日
本
紀
講
の
言
説
空
間
に
充
満
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

あろう。

四
「
日
本
書
紀
』
を
逸
脱
す
る
物
語

『
日
本
書
紀
』
の
文
字
面
を
古
語
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
営
み
に
は
、

前
節
の
「
や
ま
と
」
の
例
の
よ
、
フ
に
、
古
語
の
由
来
の
探
求
と
不
可
分
の

面
が
あ
っ
た
。
「
や
ま
と
」
の
例
は
語
と
し
て
の
由
来
の
古
さ
を
証
明
す

る
た
め
に
語
源
證
が
引
か
れ
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
で
あ
っ
た
が
、
も
っ

と
単
純
な
動
機
、
つ
ま
り
古
語
理
解
の
一
環
と
し
て
語
源
讃
が
日
本
紀
講

の
場
で
語
ら
れ
た
例
も
私
記
の
中
に
散
見
す
る
。

た
と
え
ば
、
仁
徳
紀
三
○
年
二
月
の
歌
謡
に
見
え
る
枕
詞
「
つ
の
さ

は
ふ
」
の
由
来
は
こ
う
説
明
さ
れ
る
。
孝
霊
天
皇
の
時
代
の
こ
と
、
牛
が

連
な
っ
て
角
で
堤
を
壊
そ
う
と
し
た
が
堤
の
中
の
磐
石
が
角
に
触
れ
て
こ

れ
を
妨
げ
た
。
そ
こ
で
、
「
厳
石
」
に
つ
い
て
言
わ
ん
と
す
る
際
に
は
こ

の
語
を
冠
す
る
の
だ
、
と
（
釈
日
本
紀
・
巻
二
五
、
神
道
大
系
六
四
九

頁
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
話
は
孝
霊
紀
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
こ

の
話
が
孝
霊
天
皇
に
掛
け
て
語
ら
れ
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

こ
の
話
は
単
な
る
座
興
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
前
節

に
見
た
よ
う
に
、
「
倭
歌
」
は
「
神
代
」
「
古
語
」
と
並
ん
で
価
値
化
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
「
倭
歌
」
の
言
葉
で
あ
る
「
つ
の
さ
は
ふ
」
を
明
ら
か
に

す
る
の
は
、
注
釈
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
彼
自
身
の
希

求
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
、
お
そ
ら
く
い
く
ぶ
ん

か
の
聖
性
を
帯
び
た
動
機
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
こ
そ
『
日
本
書
紀
」
を
逸

脱
す
る
物
語
は
日
本
紀
講
の
場
に
召
喚
さ
れ
る
の
だ
。
そ
う
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
も
し
古
代
の
誰
か
が
新
編
『
日
本
書
紀
』
を
作
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
由
来
證
は
重
要
な
物
語
と
し
て
新
編
孝
霊
紀
に
登
録
さ
れ
た
だ
ろ

う
。
ち
ょ
う
ど
、
神
武
紀
三
一
年
に
掛
け
て
、
「
そ
ら
み
つ
」
の
由
来
讃
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た
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
神
話
が
記
さ
れ
た
よ
う
に
。

こ
う
し
て
物
語
を
吸
引
す
る
日
本
紀
講
の
磁
場
は
、
『
日
本
書
紀
」
に

な
い
物
語
だ
け
で
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
の
物
語
の
異
説
を
も
招
き
寄
せ

（加）

る
。
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
の
あ
る
例
だ
が
、
た
と
え
ば
、
八
岐
大

蛇
退
治
段
本
文
の
「
寸
斬
」
を
注
し
て
、
私
記
に
は
、

師
説
。
此
の
蛇
は
斬
ら
れ
て
八
段
に
為
れ
り
。
即
ち
、
段
毎
に
雷
に

成
り
、
惣
て
八
つ
の
雷
に
為
り
て
、
飛
躍
し
て
昇
天
す
。
是
、
神
異

の
甚
し
き
な
り
。

と
あ
る
（
釈
日
本
紀
・
巻
七
、
神
道
大
系
一
七
四
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
『
日

本
書
紀
』
に
は
な
い
内
容
で
あ
る
。
察
す
る
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
ス

サ
ノ
ヲ
が
大
蛇
を
「
寸
斬
」
し
た
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
実
は
こ
と
の
詳
細

は
こ
う
だ
っ
た
の
で
す
よ
、
と
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ

れ
が
「
日
本
書
紀
』
本
文
以
上
に
「
神
代
」
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
物

語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
博
士
は
語
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
価
値
判
断
が
あ

っ
て
初
め
て
異
説
は
語
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
先

に
見
た
古
語
や
語
源
へ
の
希
求
と
一
連
な
り
の
、
神
代
を
解
明
せ
ん
と
の

義
務
感
と
欲
求
が
根
底
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

も
し
新
編
『
日
本
書
紀
』
が
書
か
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
描

写
を
取
り
込
ま
な
い
手
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
「
先
代
旧
事
本
紀
』
巻

四
の
大
蛇
退
治
の
場
面
は
、

素
菱
烏
尊
、
乃
抜
所
帯
十
握
剣
、
寸
斬
其
蛇
。
此
蛇
為
八
段
。
即
毎

段
成
雷
。
惣
為
八
雷
、
飛
躍
昇
天
。
是
神
異
之
甚
美
。

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
逃
さ
ず
に
し
っ
か
り
と
取
り
込
ん
で
い
る

（副）
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
聖
徳
太
子
の
撰
ん
だ
最
高
の

史
書
と
し
て
仕
上
げ
る
た
め
に
で
あ
る
。

古
語
の
注
釈
に
は
、
最
重
要
の
古
語
た
る
神
名
の
解
明
も
含
ま
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
神
代
紀
本
文
の
神
世
七
代
の
神
々
の
名
は
最
重
要
課
題
で
あ

る
。
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
私
記
と
承
平
私
記
と
を
較
べ
る
と
、
こ
の
神

統
譜
の
神
々
へ
の
理
解
が
時
代
を
追
っ
て
深
ま
っ
て
ゆ
く
様
が
分
か
る
。

す
な
わ
ち
、
元
慶
講
書
の
際
に
は
、
神
名
の
「
由
」
を
問
わ
れ
た
博
士

イ
「
大
」
マ
マ

は
「
国
常
立
尊
、
豊
掛
淳
尊
、
神
戸
之
辺
尊
、
大
苫
辺
尊
、
伊
芙
諾
、
伊

芙
存
」
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
と
答
え
て
い
る
（
釈
日
本
紀
・
巻
五
、
神
道

こ
の
よ
う
に
、
日
本
紀
講
の
言
説
空
間
は
神
学
的
注
釈
の
知
が
作
り
出

し
た
、
言
わ
ば
物
語
の
聖
な
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
で
あ
り
、
や
が
て
再

編
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
つ
つ
、
様
々
な
小
物
語
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
胎
蔵

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
引
例
は
省
略
す
る
が
、
私
記
に
は
右
以
外
に
も

（寵）

『
日
本
書
紀
』
の
異
説
が
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
宴
和
歌

（羽）

に
異
説
が
詠
ま
れ
た
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
」
は
こ
う
し

て
日
本
紀
講
の
言
説
空
間
で
成
長
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
確
認
す
べ
き
は
、
こ
の
、
異
説
を
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー

ル
の
よ
う
に
吸
い
込
む
と
い
う
あ
り
方
は
、
そ
も
そ
も
『
日
本
書
紀
』
神

代
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
見
合
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
一
書
の
数
々
を
記
載
す
る
と
い
う
そ
の
あ
り
方
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
の
後
に
日
本
紀
講
的
言
説
空
間
が
出

現
し
た
の
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
自
体
が
日
本
紀
講
的
言
説
空

間
を
母
胎
と
し
て
出
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
先
に
『
古

事
記
』
の
自
注
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
神
学
的
注
釈
の
言
説
空
間

は
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
存
在
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

五
神
名
解
釈
と
神
統
譜
の
生
成
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大
系
一
○
三
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
承
平
講
書
の
博
士
矢
田
部
公
望
は
「
先

師
説
」
と
し
て
国
常
立
の
名
義
を
説
い
て
い
る
（
国
史
大
系
一
九
八
頁
）
。

公
望
に
と
っ
て
の
先
師
と
は
延
喜
講
書
の
博
士
藤
原
春
海
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
元
慶
の
段
階
で
不
明
だ
っ
た
国
常
立
の
名
義
は
、
二
十
数
年
後
の
延

喜
の
時
に
新
案
を
得
、
そ
の
説
が
三
十
年
後
の
承
平
講
書
に
お
い
て
も
生

き
て
い
た
の
だ
。

こ
の
時
、
公
望
は
神
世
七
代
の
神
々
の
名
義
を
網
羅
的
に
説
明
し
て
い

る
（
国
史
大
系
一
九
八
・
二
○
一
頁
）
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

国
常
立
Ｉ
「
天
下
の
始
祖
」
が
国
を
「
子
孫
」
に
永
久
に
伝
え
る

（器）
の意。

国
狭
槌
Ｉ
天
地
開
聞
の
後
、
「
土
地
」
が
ま
だ
狭
か
っ
た
時
に
生
ま

れ
た
神
の
意
。

豐
掛
淳
Ｉ
「
地
形
」
が
広
く
な
り
自
ず
か
ら
に
「
沼
沢
」
が
で
き
た

時
に
生
ま
れ
た
神
の
意
。

泥
土
煮
ｉ
開
關
の
後
、
土
地
が
ま
だ
乾
い
て
い
な
か
っ
た
時
に
生
ま

れ
た
神
の
意
。

沙
土
煮
Ｉ
土
地
が
乾
い
た
時
に
生
ま
れ
た
神
の
意
。

面
足
Ｉ
「
人
体
」
が
備
わ
り
「
顔
面
」
が
「
分
明
」
に
な
っ
た
時
の

神の意。

憧
根
Ｉ
「
礼
儀
」
が
備
わ
り
「
威
光
」
が
畏
む
べ
き
状
態
に
な
っ
た

時
の
神
の
意
。

国
常
立
に
つ
い
て
は
延
喜
の
説
、
豊
掛
淳
は
お
そ
ら
く
公
望
の
新
案
、

（妬）

残
り
は
元
慶
以
来
の
説
で
あ
る
ミ
フ
。
大
戸
之
道
・
大
苫
辺
・
伊
笑
諾
・
伊

芙
膏
に
つ
い
て
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
元
慶
以
来
の
未
詳
状
態
が
続
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
、
フ
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
神
名
の
名
義
が
、
『
日
本
書
紀
』
成
立
の
当

初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
ク
ニ
ノ
サ

ッ
チ
を
『
日
本
書
紀
」
の
字
面
に
即
し
て
解
釈
す
る
な
ら
、
ツ
チ
は

「
土
」
で
は
な
く
「
槌
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書

紀
」
の
固
有
名
表
記
に
は
「
豊
秋
津
洲
」
「
泉
津
平
坂
」
の
「
津
」
の
よ

う
に
訓
仮
名
を
用
い
た
例
も
あ
る
か
ら
、
「
槌
」
が
訓
仮
名
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
『
日
本
書
紀
」
筆
録
者
の
解
釈
が
「
狭
い
土

地
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
ツ
チ
に
「
土
」
や
「
地
」
で
は
な
く
、
中
国

語
と
し
て
は
解
読
不
可
能
な
訓
仮
名
を
こ
の
よ
う
な
巻
頭
の
重
要
箇
所
に

わ
ざ
わ
ざ
用
い
て
「
槌
」
と
表
記
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
国
狭
槌
の
名
義
は
『
日
本
書
紀
」
の
字
面

の
ま
ま
に
解
釈
で
き
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
も
注
意
す
べ
き
は
、
国
常
立
や
豊
勘
淳
の
よ
う
に
一
度
名
義
未
詳
と

な
っ
た
名
前
が
再
び
解
明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
な
さ
れ
た
の

は
、
『
古
事
記
』
の
神
名
注
釈
と
同
じ
意
味
で
の
、
神
の
再
創
造
だ
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
紀
講
が
神
を
再
生
さ
せ
る
の
だ
。

未
詳
の
大
戸
之
道
・
大
苫
辺
・
伊
芙
諾
・
伊
芙
骨
に
つ
い
て
も
、
や
が

て
は
解
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
「
神
代
」
は
明
ら

か
に
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
は
ず
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
現
存
弘
仁
私
記
で
は
大
苫
辺
に
は
「
大
戸
間
辺
」
、
伊

笑
諾
に
は
「
去
来
鳴
」
の
字
を
当
て
、
カ
タ
カ
ナ
で
そ
れ
ぞ
れ
「
オ
ホ
ト

マ
ヘ
」
「
イ
サ
ナ
キ
」
と
傍
書
さ
れ
て
い
る
（
国
史
大
系
一
五
頁
）
。
カ
タ

カ
ナ
で
傍
訓
す
る
書
式
が
平
安
初
期
の
も
の
と
は
考
え
難
く
、
後
世
の
書

き
変
え
だ
ろ
う
が
、
当
て
ら
れ
た
漢
字
は
改
変
者
の
解
釈
を
示
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
神
の
再
創
造
に
終
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
公
望
に
よ
る
神
世
七
代
（
よ
り
正
確
に
は
五
代
）
の
解
釈
は
、

明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
神
名
連
鎖
が
一
つ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
成
す
と
考

え
て
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
名
の
連
な
り
が
イ
メ
ー
ジ
の
連
な
り

と
な
っ
て
、
次
第
に
地
上
世
界
が
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
様
子
が
提
示
さ
れ

る
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
系
譜
全
体
を
一
つ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し

て
理
解
し
つ
つ
個
々
の
神
名
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
理
解
は
、
お
そ
ら
く
元
慶
講
書
で
も
存
在

し
た
も
の
だ
ろ
う
。
元
慶
段
階
で
未
詳
と
さ
れ
た
国
常
立
・
豊
掛
淳
・
大

戸
之
道
・
大
苫
辺
・
伊
芙
諾
・
伊
芙
寺
は
、
地
上
世
界
の
生
成
の
具
体
的

様
相
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
に
わ
か
に
は
解
き
難
い
。
国
常
立
と
豐

掛
淳
に
与
え
ら
れ
た
新
案
も
や
や
苦
し
い
理
屈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
慶

段
階
か
ら
こ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
理
解
は
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
は
解
け
な
い

神
名
だ
け
が
未
詳
と
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
と
辻
棲
が
合
う
。

別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
事
実
は
、
神
世
七
代
の
系
譜
を
地
上
世

界
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
と
見
な
す
解
釈
が
「
日
本
書
紀
』
成
立
の
当
初

か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
後
か
ら
『
日
本
書
紀
』
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
。
系
譜
が
全
体
と
し
て
物
語
を
形
成

す
る
と
い
う
こ
と
は
当
初
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
一

度
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
へ
新
し
い
コ
ン
テ
キ
ス
ト
理
解
が
加
え

ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
、
フ
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
浮
い
て
し
ま
う

神
名
が
未
詳
と
し
て
残
っ
た
。
そ
れ
が
元
慶
段
階
の
状
態
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
神
世
七
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
理
解
は
日
本
紀
講

の
言
説
空
間
で
作
ら
れ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
個
々
の
神
の
名
の
探
求
が
、
そ
の
神
の
名
を
包
み
込
む
、
よ

り
高
次
な
全
体
性
の
発
明
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
新
た
な
全
体
性
が

創
出
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
事
件
が
元
慶
か
、
そ
の
以
前
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
系
譜
の
再
解
釈
の
先
に
は
何
が
あ
る
か
。
系
譜
の
作
り
変

え
、
な
い
し
は
差
し
替
え
で
あ
る
。
弘
仁
私
記
・
序
に
は
奇
妙
な
記
述
が

あ
る
。
天
地
開
聞
か
ら
講
書
の
あ
っ
た
弘
仁
期
ま
で
を
概
括
し
て
、

天
常
立
命
よ
り
憧
根
命
に
至
る
は
八
千
億
歳
。
是
、
古
記
と
錐
も
、

尚
、
緊
切
せ
ず
。
伊
諾
命
よ
り
彦
激
尊
に
至
る
は
、
史
官
不
備
に
し

て
歳
次
を
記
す
こ
と
無
し
。
但
し
、
神
倭
天
皇
庚
申
の
年
よ
り
冷
然

聖
主
弘
仁
十
年
に
至
る
は
、
一
千
五
百
五
十
七
歳
…
。

と
す
る
の
だ
（
国
史
大
系
一
二
～
一
三
頁
）
。
世
界
が
「
天
常
立
命
」
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
本
文
の
国
常
立
尊
で
は
な
い
の
だ
。

な
ぜ
こ
ん
な
異
説
が
「
日
本
書
紀
』
の
講
義
ノ
ー
ト
の
序
に
堂
々
と
書
き

付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
早
く
こ
の
問
題
に
着
目
し
た
田
中
卓
は
「
俗
説

（訂）

に
従
っ
て
不
用
意
に
」
記
し
た
も
の
か
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
で

は
な
か
ろ
う
。
三
巻
の
立
派
な
私
記
の
序
で
、
全
歴
史
を
総
括
す
る
と
い

う
重
要
な
箇
所
だ
。
何
ら
か
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
記
述
の
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
電
フ
な
判
断
か
。

原
文
の
「
八
千
億
歳
」
の
下
に
は
次
の
よ
う
な
自
注
が
あ
る
。
「
日
本

一
書
に
此
の
句
有
り
。
但
し
、
史
官
無
く
疑
ひ
に
渉
る
」
。
「
日
本
一
書
」

は
未
詳
だ
が
文
献
名
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
取
っ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
注
は

「
天
常
立
命
…
八
千
億
歳
」
全
体
に
及
ぶ
注
で
、
つ
ま
り
、
「
天
常
立
命
」

か
ら
世
界
が
始
ま
る
系
譜
が
「
日
本
一
書
」
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
ら

し
い
。
「
史
官
」
の
い
な
い
時
代
の
こ
と
だ
か
ら
疑
わ
し
い
と
は
断
る
も

の
の
、
『
日
本
書
紀
』
本
文
の
説
よ
り
こ
ち
ら
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。
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ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
異
説
は
「
八
千
億
歳
」
と
い
う
時

間
の
記
述
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。
「
史
伝
の
例
」
と
し
て
は
年
次
の
記
載

が
あ
る
方
が
よ
い
と
い
う
価
値
観
は
承
平
私
記
に
も
見
え
る
（
国
史
大
系

一
八
九
頁
）
。
こ
の
序
で
も
、
天
常
立
命
か
ら
憧
根
命
ま
で
は
古
記
録
な

の
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
年
数
が
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
伊
諾
命
か
ら
彦

激
尊
ま
で
は
史
官
の
不
備
で
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
「
八
千
億
歳
」
と
い
う
数
字
が
あ
る
こ
と
は

「
史
伝
」
と
し
て
の
価
値
を
増
す
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
系
譜
自
体
の
価
値
と
は
直
接
関
係
な
い
。
い
く
ら
年

数
付
き
と
は
言
え
、
『
日
本
書
紀
』
本
文
と
は
異
な
る
神
の
名
を
世
界
の

初
め
に
も
っ
て
く
る
に
は
名
前
自
体
の
妥
当
性
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
は

想
像
だ
が
、
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
『
日
本
書
紀
』
本

文
に
よ
れ
ば
、
天
地
の
生
成
は
天
が
ま
ず
成
り
、
次
に
地
が
成
る
と
い
う

順
で
あ
っ
た
。
も
し
、
神
世
七
代
の
神
名
連
鎖
が
世
界
生
成
の
様
を
表
し

て
い
る
の
な
ら
、
天
が
ま
ず
成
っ
た
こ
と
を
示
す
神
名
か
ら
始
ま
る
べ
き

だ
。
そ
の
よ
、
フ
な
判
断
か
ら
選
ば
れ
た
の
が
、
こ
の
異
説
だ
っ
た
の
で
は

ないか…。

早
く
粕
谷
興
紀
は
次
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
弘
仁
私
記

の
語
彙
の
掲
出
順
は
『
日
本
書
紀
」
の
記
載
順
で
は
な
く
系
譜
順
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
、
弘
仁
講
書
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂
と
連
動
し
つ

つ
、
正
統
な
系
譜
を
『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
確
か
め
る
と
い
う
目
的
を

も
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
こ
の
私
記
に
は
各
天
皇
毎
に

末
尾
に
ま
と
め
て
「
日
本
書
紀
」
に
な
い
語
彙
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
帝
王
紀
文
」
の
よ
う
な
「
日
本
書
紀
」
以
外
の
文
献
の
語
彙
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
弘
仁
講
書
で
は
そ
う
い
っ
た
文
献
を
も
参
照
し
つ

つ
氏
姓
の
正
統
を
確
認
す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

「
日
本
紀
漏
」
と
注
記
さ
れ
る
よ
う
な
氏
族
も
『
新
撰
姓
氏
録
」
に
記
載

さ
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
空
気
と
弘
仁
講
書
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て

（羽）

いたのだ、と。

要
す
る
に
、
弘
仁
講
書
は
系
譜
に
つ
い
て
様
々
な
異
説
が
競
合
し
、
か

つ
、
よ
り
正
統
な
も
の
を
選
ぼ
う
と
志
向
す
る
言
説
空
間
だ
っ
た
ら
し
い

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
説
空
間
か
ら
生
ま
れ
た
私
記
の
序
に
天
常
立

か
ら
始
ま
る
神
統
譜
を
書
き
付
け
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
の

だ。も
し
こ
の
序
を
書
い
た
人
物
が
新
編
『
日
本
書
紀
』
を
作
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
神
世
七
代
は
天
常
立
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
系
譜
は
時

（調）

間
軸
と
な
り
さ
ら
に
高
次
の
全
体
性
へ
と
向
か
お
う
。
新
た
な
神
話
テ
キ

（功）

ス
ト
の
生
成
で
あ
る
。

注
（
１
）
小
松
英
雄
『
国
語
史
学
基
礎
論
』
（
一
九
七
三
年
一
月
、
笠
間
書

院
）
。
な
お
、
表
記
の
技
は
誤
読
を
い
か
に
防
止
す
る
か
と
い
う
動

機
に
よ
っ
て
文
献
ご
と
に
生
成
す
る
、
と
は
古
代
か
ら
中
世
に
渡
る

種
々
の
文
献
を
対
象
と
し
て
小
松
が
実
証
し
て
き
た
命
題
で
あ
る
。

こ
の
説
に
は
そ
の
よ
う
な
表
記
史
へ
の
洞
察
の
裏
付
け
が
あ
る
。

（
２
）
小
松
前
掲
書
二
二
○
～
二
二
一
頁
。

（
３
）
東
京
方
言
で
樹
木
の
「
杉
」
と
人
名
の
「
杉
（
良
太
郎
）
」
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
の
に
等
し
い
。

（
４
）
小
松
前
掲
書
二
九
五
～
二
九
六
頁
。

（
５
）
小
松
前
掲
書
三
一
四
～
三
二
五
頁
。

（
６
）
山
口
佳
紀
『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
（
一
九
九
五
年
九
月
、
有
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精
堂
）
八
○
～
八
三
頁
。
な
お
、
本
書
の
第
二
章
は
、
古
事
記
の
訓

注
・
声
注
に
つ
い
て
網
羅
的
に
考
証
し
て
、
小
松
の
発
見
が
原
則
的

に
正
し
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

（
７
）
そ
も
そ
も
神
の
名
に
つ
い
て
い
か
な
る
知
を
獲
得
す
る
か
は
、
神

と
対
時
し
神
を
祭
る
者
の
問
題
で
あ
る
。
神
の
名
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
森
朝
男
「
な
」
（
古
代
語
誌
刊
行
会
編
『
古
代
語
を
読
む
」
、
一

九
八
八
年
一
月
、
お
う
ふ
う
）
を
参
照
。

（
８
）
神
の
名
を
注
釈
す
る
こ
と
は
も
は
や
宗
教
実
践
の
世
界
に
入
る
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
宗
教
実
践
者
、
お
よ
び
、
宗
教
実
践
者
と
神
話

テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
胚

胎
ｌ
方
法
と
し
て
の
宗
教
実
践
者
ｌ
」
（
斎
藤
英
喜
編
『
ア
マ

テ
ラ
ス
の
変
身
譜
」
、
一
九
九
六
年
一
○
月
、
森
話
社
）
で
論
じ
た
。

参看を乞う。

（
９
）
日
本
書
紀
本
文
の
神
統
譜
と
注
記
さ
れ
た
一
書
の
数
々
の
書
か
れ

方
、
万
葉
集
の
用
字
、
風
土
記
等
の
地
名
・
枕
詞
の
語
源
神
話
な
ど

も
、
よ
り
古
代
的
に
読
む
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
見

直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
伝
承
の
知
と
は
別
次
元
の
、
よ
り
創
造
的

な
聖
な
る
知
の
働
き
が
背
後
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
帥
）
神
話
テ
キ
ス
ト
を
古
代
神
話
と
し
て
一
括
り
に
せ
ず
、
テ
キ
ス
ト

毎
に
そ
の
意
義
を
考
え
る
と
い
う
方
法
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
は

神
野
志
隆
光
で
あ
る
。
同
編
『
論
集
『
日
本
書
紀
』
「
神
代
」
』
（
一

九
九
三
年
一
二
月
、
和
泉
書
院
）
等
を
参
照
。

（
Ⅱ
）
拙
稿
「
偽
書
づ
く
り
の
わ
ざ
１
１
先
代
旧
事
本
紀
の
方
法
と
日
本

紀
講
ｌ
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
九
四
年
二
月
号
）
、
お
よ
び
、

「
日
本
紀
講
と
先
代
旧
事
本
紀
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
九
七
年
一
○

月
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
皿
）
神
野
志
隆
光
「
古
代
天
皇
神
話
の
完
成
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一

九
九
六
年
二
月
号
）
、
お
よ
び
、
「
平
安
期
の
日
本
書
紀
」
（
上
代

文
学
会
大
会
口
頭
発
表
、
一
九
九
七
年
五
月
）
を
参
照
。

（
Ｂ
）
歴
代
の
日
本
紀
講
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
養
老
講
書
＊
私
記
等
平
安
期
の
資
料
に
名
が
伝
わ
る
の

み。

②
弘
仁
講
書
弘
仁
３
（
八
一
二
）
年
６
月
２
日
開
講
。

＊
終
了
時
期
は
不
明
。

③
承
和
講
書
承
和
川
（
八
四
三
）
年
６
月
１
日
開
講
。

承
和
Ⅱ
（
八
四
四
）
年
６
月
丁
卯
終
了
。

④
元
慶
講
書
元
慶
２
（
八
七
八
）
年
２
月
妬
日
開
講
。

元
慶
５
（
八
八
二
年
６
月
別
日
終
了
。
翌
年

８
月
別
日
寛
宴
。

⑤
延
喜
講
書
延
喜
４
（
九
○
四
）
年
８
月
〃
日
開
講
。

延
喜
６
（
九
○
六
）
年
皿
月
朋
日
終
了
。
閏
ｎ

月Ⅳ日寛宴。

⑥
承
平
講
書
承
平
６
（
九
三
六
）
年
岨
月
８
日
開
講
。

天
慶
６
（
九
四
三
）
年
９
月
終
了
。
皿
月
別
日

寛宴。

⑦
康
保
講
書
康
保
２
（
九
六
五
）
年
８
月
過
日
開
講
。

＊
終
了
時
期
は
不
明
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
日
本
紀
講
お
よ
び
私
記
に
関
す
る
概

略
説
明
や
考
証
的
議
論
は
必
要
最
低
限
に
と
ど
め
る
。
日
本
紀
講
と

私
記
の
全
体
像
・
考
証
・
評
価
等
に
つ
い
て
は
、
太
田
晶
二
郎
「
上

代
に
紗
け
る
日
本
書
紀
講
究
」
（
史
学
会
編
『
本
邦
史
学
論
叢
』
、
一

九
三
九
年
五
月
、
冨
山
房
、
再
収
『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
」
吉
川
弘

文
館
）
が
最
も
有
益
で
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ｍ
）
こ
の
序
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
初
頭
の
文
献
と
認
め
る
か
否
か
で
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議
論
が
あ
る
。
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研

究
』
第
二
章
第
二
節
（
一
九
六
三
年
三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）

は
、
「
丹
点
を
以
て
」
声
点
を
加
え
る
方
式
は
こ
の
時
期
に
は
異
例

で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
偽
書
説
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
の
太
田
晶

二
郎
「
上
代
に
船
け
る
日
本
書
紀
講
究
」
、
田
中
卓
「
弘
仁
私
記
の

研
究
ｌ
主
と
し
て
序
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ｌ
」
（
同
著
『
古
典

籍
と
史
料
」
、
一
九
九
三
年
八
月
、
国
書
刊
行
会
）
、
粕
谷
興
紀
「
日

本
書
紀
私
記
甲
本
の
研
究
」
（
『
芸
林
』
一
九
巻
二
号
、
一
九
六
八
年

四
月
）
は
、
丹
点
云
々
の
問
題
を
認
め
つ
つ
も
、
仮
名
遣
い
や
内
容

か
ら
弘
仁
講
書
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
文
献
と
見
て
か
ま
わ
な
い

と
す
る
。
本
稿
で
は
後
者
に
従
っ
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
序
は
自
注

の
部
分
も
含
め
て
承
平
講
書
の
私
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
国
史
大

系
一
九
九
頁
）
。
つ
ま
り
、
十
世
紀
初
め
に
は
日
本
紀
講
の
言
説
空

間
の
一
部
を
成
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

（
巧
）
粕
谷
興
紀
「
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
名
の
由
来
」
（
『
皇
学
館
論

叢
』
一
六
巻
二
、
三
号
、
一
九
八
三
年
四
、
六
月
）
、
お
よ
び
、
小

野
田
光
雄
（
神
道
大
系
『
釈
日
本
紀
ご
「
解
題
」
（
一
九
八
六
年
一
二

月
、
神
道
大
系
編
纂
会
）
は
、
こ
の
記
事
を
承
平
講
書
の
私
記
と
す

る
。
た
だ
し
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
賂
）
承
和
講
書
で
、
「
知
古
事
者
」
（
『
続
日
本
後
紀
』
）
菅
野
高
年
が
博

士
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
こ
と
と
関
わ
る
か
。

（
Ⅳ
）
前
掲
の
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』

第
二
章
第
二
節
を
参
照
。
築
島
は
『
日
本
書
紀
』
は
奈
良
時
代
に
は

訓
読
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。

（
略
）
藤
井
貞
和
『
物
語
文
学
成
立
史
』
第
三
章
第
二
節
（
一
九
八
七
年

一
二
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
・

（
岨
）
こ
の
点
は
神
野
志
隆
光
が
強
調
し
て
い
る
（
前
掲
「
古
代
天
皇
神

話の完成」）・

（
別
）
前
掲
拙
稿
「
日
本
紀
講
と
先
代
旧
事
本
紀
」
。

（
別
）
両
者
の
関
係
は
、
私
記
の
文
章
を
『
先
代
旧
事
本
紀
」
が
直
接
引

用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
『
先
代
旧
事
本
紀
」
十
巻

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
承
平
講
害
の
段
階
ま
で
に
な
さ
れ
た
の
か
、

も
っ
と
新
し
い
の
か
（
後
世
の
改
編
か
）
、
と
い
う
問
題
は
残
る
。

（
〃
）
す
で
に
神
野
志
隆
光
が
問
題
化
し
て
い
る
（
前
掲
「
平
安
期
の
日

本書紀」）・

（
羽
）
西
宮
一
民
『
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
』
第
二
章
第
二
節
（
一
九

七
○
年
二
月
、
風
間
書
房
）
、
お
よ
び
、
徳
盛
誠
ヨ
日
本
紀
寛
宴
和

歌
」
に
お
け
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
五
年
一

○
月
号
）
を
参
照
。

（
別
）
「
神
戸
之
辺
尊
」
は
「
大
戸
之
道
尊
」
の
誤
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
部
分
は
「
公
望
私
記
日
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
が
、
「
公

望
」
（
承
平
講
書
の
博
士
矢
田
部
公
望
の
こ
と
）
の
部
分
は
斜
線
で

抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
で
「
釈
日
本
紀
』
に
引
か
れ
た
私
記
は

概
ね
公
望
の
父
（
？
）
矢
田
部
名
実
の
残
し
た
元
慶
私
記
だ
と
推
定

す
る
太
田
晶
二
郎
（
前
掲
）
の
説
に
従
っ
て
お
く
。
後
述
の
承
平
私

記
と
の
照
合
で
も
、
こ
の
記
事
を
元
慶
私
記
と
考
え
る
と
辻
棲
が
合

芦フ
Ｏま

た
、
国
狭
槌
・
泥
土
煮
・
沙
土
煮
・
面
足
・
憧
根
に
つ
い
て

は
、
右
と
同
じ
書
式
で
『
釈
日
本
紀
』
に
引
か
れ
た
私
記
に
名
義
説

が
見
え
る
（
巻
五
、
神
道
大
系
一
○
三
～
一
○
四
頁
）
。
お
そ
ら
く

こ
れ
ら
も
元
慶
私
記
で
、
こ
の
五
神
に
つ
い
て
は
元
慶
段
階
か
ら
名

義
説
が
存
在
し
た
と
考
え
る
と
す
べ
て
が
整
合
す
る
（
後
述
）
。

（
空
原
文
に
は
「
常
立
之
義
者
、
天
下
始
祖
将
伝
子
孫
万
代
元
窮
歎
」

と
あ
り
、
や
や
文
意
が
取
り
に
く
い
。
私
案
と
し
て
本
文
の
よ
う
に
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（
肥
）
前
掲
「
日
本
書
紀
私
記
甲
本
の
研
究
」
。

（
的
）
古
橋
信
孝
「
古
代
天
皇
制
の
構
造
」
第
四
節
（
同
著
『
古
代
歌
謡

論
』
、
一
九
八
二
年
一
月
、
冬
樹
社
）
を
参
照
。

（
帥
）
本
稿
は
古
代
文
学
会
一
九
九
七
年
八
月
例
会
（
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
）

に
お
け
る
口
頭
発
表
の
前
半
部
分
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当

日
会
員
諸
氏
に
は
長
時
間
の
発
表
に
つ
き
あ
っ
て
い
た
だ
き
、
か
つ

有
益
な
批
判
を
頂
戴
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
成
稿
に

際
し
て
は
編
集
委
員
諸
氏
か
ら
も
適
切
な
意
見
を
賜
っ
た
。
合
わ
せ

（
”
）
前
掲
「
弘
仁
私
記
の
研
究
ｌ
主
と
し
て
序
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題

解しておく。

（
邪
）
国
狭
槌
・
泥
土
煮
・
沙
土
煮
・
面
足
・
憧
根
に
つ
い
て
の
公
望
の

説
明
は
、
注
（
別
）
で
述
べ
た
（
推
定
）
元
慶
私
記
に
見
え
る
説
と

な
お
、
口
頭
発
表
の
後
半
部
分
は
い
わ
ゆ
る
「
史
官
」
に
関
す
る

諸
問
題
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
ま
で
視
野
に
入
れ
な
い
と
日

本
紀
講
に
お
け
る
注
釈
行
為
と
宗
教
実
践
と
の
関
係
は
十
全
に
は
と

ら
え
ら
れ
な
い
。
別
稿
を
期
し
た
い
。

ｌ
」
二
九
六
頁
。

同
趣
で
あ
る
。

て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
口
頭
発
表
の
雑
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