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「
風
土
記
」
の
異
類
婚
の
代
表
的
な
話
と
し
て
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』

く
れ
ふ
し
や
ま

ひ
れ
ふ
り
の
み
ね

那
賀
郡
・
哺
時
臥
山
条
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
・
摺
振
峰
条
が
挙

『
古
事
記
』
「
日
本
書
紀
』
を
見
る
限
り
、
異
類
婚
姻
證
は
始
祖
の
誕
生

を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
〈
型
〉
で
あ
る
と
言
え
る
。
神
か
ら
天
皇

へ
と
い
う
流
れ
を
説
く
王
権
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
そ
れ
は
重
要
な
役
割

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
「
風
土
記
」
に
も
異
類
婚
姻
證
が
し
ば
し

ば
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
「
風
土
記
」
の
場
合
に
明
確
に
始
祖
誕
生
の

神
話
・
説
話
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
こ
の
違
い
は
、
神
話
・

説
話
の
変
容
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
の
性
格
・
目
的
の
相
違
と
い
う
点

に
そ
の
所
以
が
求
め
ら
れ
る
が
、
だ
と
し
た
場
合
に
、
「
風
土
記
」
に
お
い

て
異
類
婚
姻
讃
が
記
さ
れ
る
目
的
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
実
は
そ
の
点

に
つ
い
て
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
一
見
〈
型
〉
か
ら
逸
脱
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
「
風
土
記
」
の
異
類
婚
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の

である。 「
風
土
記
」
の
異
類
婚

は
じ
め
に

一
、
「
風
土
記
」
の
異
類
婚
の
特
質

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉ

ｌ
始
祖
を
語
る
〈
型
〉
Ｉ

げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
前
者
を
扱
う
こ
と
に
な
る
が
、
は
じ
め

に
後
者
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
の
話

お
だ
ま
き
が
た

は
、
『
古
事
記
』
崇
神
天
皇
条
に
見
ら
れ
る
〈
苧
環
型
〉
神
婚
説
話
の
一

類
型
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
古
事
記
』
と
異
な
っ
て
、
こ

の
婚
姻
讃
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
主
人
公
の

お
と
ひ
ひ
め
こ

弟
日
姫
子
は
蛇
頭
人
身
の
化
け
者
に
よ
っ
て
死
を
賜
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
弟
日
姫
子
は
一
方
で
「
黒
部
の
君
等
の
祖
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
始
祖
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
も
い
る
。
懐
妊
・
出
産

の
伝
え
が
無
く
、
死
を
賜
る
女
性
が
「
祖
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
点
、
疑

問
が
残
る
。
異
類
婚
で
は
な
い
が
、
「
丹
後
国
風
土
記
」
逸
文
記
載
の
浦
喚

子
説
話
に
お
け
る
筒
川
喚
子
も
、
「
旱
部
首
ら
が
先
つ
祖
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
海
上
で
出
逢
っ
た
娘
子
と
と
も
に
神
仙
世
界
に
行
き
、
約
三
百
年
の

間
不
在
で
あ
っ
た
娘
子
が
何
故
氏
族
の
祖
と
な
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仙

境
の
娘
子
と
の
間
に
子
が
生
ま
れ
た
と
い
う
記
述
も
な
い
。
娘
子
が
は
じ

め
亀
の
姿
で
登
場
し
、
「
亀
比
売
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
話
に
も
異
類
婚
と
し
て
の
要
素
が
あ
り
、
始
祖
伝
承
と
い

う
型
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
浦
喚
子
の
話
は（１）

神
仙
の
美
女
と
美
し
く
風
流
な
男
と
の
悲
恋
物
語
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る

谷
口
雅
博

神
話
の
創
造
力
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が
故
に
、
始
祖
伝
承
と
し
て
の
要
素
が
必
要
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
何
故
「
祖
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
成
り
立
ち
得

る
の
か
。
い
ず
れ
の
場
合
も
「
早
部
」
氏
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
説
話

と
伝
承
氏
族
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
必
要
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
話
と
氏
族
と
の
繋
が
り
を
描
か
な

い
と
こ
ろ
に
「
風
土
記
」
の
記
事
の
特
質
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
特
質
を
考
え
る
た
め
に
、
引
き
続
き
「
常
陸
国
風
土
記
』
那
賀
郡
．

（２）

哺
時
臥
山
条
の
説
話
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

茨
城
の
里
。
此
よ
り
北
に
、
高
き
丘
あ
り
。
名
を
哺
時
臥
の
山
と
日
ふ
。

ぬ

か

ぴ

こ

古
老
の
日
へ
ら
く
、
兄
と
妹
と
二
人
あ
り
。
兄
の
名
は
努
賀
毘
古
、

ぬ

か

ぴ

め

む
ろ

妹
の
名
は
努
賀
毘
咋
と
い
ふ
。
時
に
妹
室
に
在
れ
ば
、
人
あ
り
、

な

い

た

よ

ば

姓
名
を
知
ら
ず
。
常
に
就
り
て
求
婚
ひ
、
夜
来
り
て
昼
去
る
。
遂
に

こ
と

Ⅳ剖却訊咽劇劉“Ⅳ。明くれば言なきがごとく、闇るれぱ母

え
を
ぢ

あ
や

みこ

と
語
る
。
こ
こ
に
、
母
と
伯
と
驚
き
奇
し
ぴ
、
心
に
神
の
子
な
ら

お
も

つき

ま
つ
り
ど
の
ま

お

む
と
挟
ふ
。
す
な
は
ち
浄
き
杯
に
盛
り
、
壇
を
設
け
て
安
置
け
り
。

ほ
ど

、うふワ

ま
た
ひ
ら
か

一
夜
の
間
に
、
已
に
杯
の
中
に
満
て
り
。
更
、
盆
に
易
へ
て
置
け
ば
、

亦
盆
の
内
に
満
ち
ぬ
。
此
く
の
ご
と
き
こ
と
三
た
び
四
た
び
、
器
を

う
つ
は
も
の

用
ゐ
敢
へ
ず
。
母
、
子
に
告
げ
て
云
い
し
く
、
「
汝
が
器
宇
を
量
る
に
、

い士ふ

ゆ

細則烈訂・父の在せるに従くくし。此にあるべからず」とい

こ
た

ひ
き
。
時
に
子
哀
し
み
泣
き
、
面
を
拭
ひ
て
答
云
へ
け
ら
く
、
「
謹
み

み
こ
と

いか診

て
母
の
命
を
承
り
ぬ
。
敢
へ
て
辞
ぶ
る
と
こ
ろ
な
し
。
然
れ
ど
も
、

み
ひ
と
つ

た
す

ね
が

一
身
の
独
り
去
か
ば
、
人
の
共
に
右
く
る
も
の
な
し
。
望
請
は
く
は
、

瀞みて一小子を副へたまへ」といひき。母云はく、「秘計

あ

は

れ

わ

ら

は

そ

な姓名
を
知
ら
ず
。

い
も
せ

夫
婦
と
成
り
て
、

自
づ
か
ら
神
の
子
と
知
り
ぬ
。

夕
に
壊
旺
め
り
。
産
む
べ
き
円

〃〃鋤洲琳州凹叫辺り潮卿劒刊則州側瀞割乳胤哨刺可（以下略す）

こ
の
話
は
、
「
肥
前
国
風
土
記
」
松
浦
郡
の
話
と
同
様
、
苧
環
型
の
一

類
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
苧
環
型
と
言
え
る
部
分
は
、
「
人

あ
り
、
姓
名
を
知
ら
ず
。
常
に
就
り
て
求
婚
ひ
、
夜
来
り
て
昼
去
る
。
遂

に
夫
婦
と
成
り
て
、
一
夕
に
懐
妊
め
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
体
不
明

の
男
が
夜
毎
に
女
性
の
も
と
に
通
っ
て
き
て
、
女
性
が
懐
妊
す
る
と
い
う

展
開
を
持
つ
く
ら
い
で
あ
る
。
針
と
糸
を
も
っ
て
男
の
跡
を
つ
け
る
と
い

う
、
苧
環
型
の
特
徴
的
な
内
容
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
話
の
特
徴
は
、
生

ま
れ
た
子
が
人
で
は
な
く
小
蛇
で
あ
る
点
、
そ
の
生
ま
れ
た
子
の
異
常
成

長
を
語
る
点
、
そ
の
異
常
成
長
に
「
杯
・
盆
」
と
い
う
器
が
関
わ
っ
て
い

る
点
な
ど
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
子
が
蛇
で
あ
る
故
に
、
こ
の
話
は
始
祖
證

た
り
え
て
い
な
い
。
こ
の
小
蛇
の
様
子
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
「
明
く
れ

ば
言
な
き
が
ご
と
く
、
闇
る
れ
ば
母
と
語
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夜
に

は
人
語
を
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
の
間
の
異
常
成
長
が
「
三
た

び
四
た
び
」
繰
り
返
さ
れ
、
つ
い
に
母
と
伯
父
は
養
育
を
あ
き
ら
め
る
が
、

父
の
も
と
へ
行
け
と
い
う
母
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
子
蛇
は
天
に
昇
ろ
う

と
す
る
。
そ
の
際
に
母
や
伯
父
へ
の
恨
み
怒
り
を
抱
い
た
子
蛇
は
「
伯
父

を
震
り
殺
し
」
て
天
に
昇
る
。
驚
い
た
母
は
「
盆
」
を
子
蛇
に
投
げ
つ
け

た
と
こ
ろ
、
そ
の
「
盆
」
が
子
蛇
に
触
れ
て
天
に
昇
る
こ
と
が
出
来
な
く

。

斜ぱ別刃削りＪ削り側秤押ｑ卿別。是れ亦、汝明らけく知れる

》」》）

な
り
。
人
の
相
従
ふ
く
き
も
の
無
け
む
」
と
い
ふ
。
差
に
、
子
、
恨

も
の
い

わ
か

い
か
り

み
を
含
み
て
、
事
吐
は
ず
。
決
別
る
る
時
に
臨
み
て
、
怒
怨
に
勝
へ

ずて、

あ

を
取
り
て
投
げ
し
か
ば
、
子
に
触
り
て
昇
る
こ
と
得
ず
。
圏
卯
ｎ
コ

伯
父
を
震
り
殺
し
て
天
に
昇
り
き

盗
り
た
る
盆
と
雲

お

ど

る

ひ

ら

か

。
時
に
母
驚
動
き
て
、
盆

-３９-
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な
っ
た
と
い
う
。
話
の
最
後
の
部
分
は
、
「
因
り
て
こ
の
峰
に
留
ま
り
き
。

盛
り
た
る
盆
と
甕
は
、
今
も
片
岡
の
村
に
存
り
。
そ
の
子
孫
、
社
を
立
て

祭
を
致
し
、
相
続
き
て
絶
え
ず
。
」
と
あ
り
、
祭
祀
の
起
源
讃
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
峰
に
留
ま
っ
た
の
は
子
蛇
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
子
蛇

は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
な
い
。
社
を
立
て
て
祭
っ
た
と
い

う
そ
の
対
象
は
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
「
盆
」
と
「
甕
」
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

何
故
祭
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
「
そ
の
子
孫
」

と
い
う
の
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の
か
も
不
明
瞭
で
あ
る
。

子
蛇
は
伯
父
を
震
り
殺
し
て
天
に
昇
ろ
う
と
し
た
わ
け
な
の
で
、
こ
の

時
点
で
は
恐
ろ
し
い
力
を
持
っ
た
ま
さ
に
雷
神
で
あ
る
。
が
、
「
盆
」
に

触
れ
て
昇
天
出
来
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
す
で
に
神
と
し
て
の
力
は
失
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
雷
神
は
地
に
落
ち
た
時
点
で
霊
力
を
失
っ
て

い
る
ら
し
い
。
例
え
ば
『
日
本
書
紀
」
推
古
天
皇
二
十
六
年
是
年
条
で

は
、
騨
震
の
木
を
伐
ろ
う
と
し
た
河
辺
臣
に
落
雷
し
た
雷
神
が
「
少
魚
」

と
な
っ
て
樹
の
枝
に
挟
ま
り
、
焚
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
が
あ
る
。
ま

た
『
日
本
霊
異
記
」
上
巻
第
一
縁
で
は
少
子
部
栖
軽
の
生
前
と
死
後
と
二

度
に
亘
っ
て
雷
神
が
捉
え
ら
れ
る
話
が
あ
り
、
ま
た
同
第
三
縁
で
は
、
農

夫
の
前
に
落
ち
た
雷
神
が
「
小
子
」
と
な
っ
て
農
夫
に
命
乞
い
を
し
、
「
楠

の
船
を
作
り
、
水
を
入
れ
、
竹
の
葉
を
淀
べ
て
」
貰
う
こ
と
で
、
昇
天
す

る
こ
と
が
出
来
る
、
と
語
る
よ
う
に
、
地
に
落
ち
た
雷
神
は
弱
々
し
い
存

在
で
あ
る
。
但
し
、
上
巻
第
一
縁
や
、
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
七

月
の
記
事
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
雷
神
の
姿
を
見
た
雄
略
天
皇
が
恐
れ

て
雷
神
を
元
の
場
所
に
帰
す
と
い
う
展
開
が
あ
り
、
全
く
無
力
な
存
在
と

い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
に
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
三
縁

の
話
で
は
、
農
夫
に
子
を
授
け
る
と
い
う
霊
威
を
示
し
て
い
る
。

母口封司乳馴悩副詞。

新
田
開
発
を
妨
害
す
る
夜
刀
神
を
在
地
の
首
長
的
存
在
と
思
し
き
箭
括

麻
多
智
が
退
治
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
、
説
話
内
に
「
俗
云
」
と
し

て
分
注
で
記
さ
れ
る
「
そ
の
形
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
ゐ
て
難

を
免
る
る
時
に
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
滅
ぼ
し
子
孫
継
が
ず
。
凡
て

こ
の
郡
の
郊
原
に
、
甚
多
に
住
め
り
。
」
と
い
う
内
容
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

「
風
土
記
」
筆
録
時
点
に
お
い
て
も
土
地
人
に
と
っ
て
は
恐
ろ
し
い
神
で

あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
麻
多
智
は
た
だ

退
治
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
祭
祀
も
行
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
麻
多
智
は
夜

刀
神
の
子
孫
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
祖
先
祭
祀
と

（３）

い
う
要
素
は
持
た
な
い
。
か
び
れ

も
う
一
つ
、
久
慈
郡
の
賀
毘
礼
の
高
峰
の
話
が
あ
る
。

（
薩
都
の
里
の
）
東
の
大
き
山
を
、
賀
毘
礼
の
高
峰
と
謂
ふ
。
詞
割
剛

と
こ
ろ
で
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
他
に
も
蛇
神
祭
祀
に
纏
わ
る
記
述

が
見
ら
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
行
方
郡
の
夜
刀
神
の
話
で
あ
る
。

か
み

と
こ
ろ

ゆ
る

し

も

「
此
よ
り
以
上
は
、
神
の
地
と
為
す
を
聴
す
。
此
よ
り
以
下
は
、

の

ち

は
ふ
り

人
の
田
を
作
る
べ
し
。
今
よ
り
以
後
、
吾
れ
神
の
祝
と
為
り
て
、

と
こ
し
へ

永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
。
翼
は
く
は
な
崇
り
そ
、
な
恨
み
そ
」
と
い
ひ

ま
た
つ
く
り
だ

て
、
社
を
設
け
初
め
て
祭
り
き
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
還
、
耕
田

と

と

こ

ろ

あ

ま

ひ

ら

一
十
町
余
り
を
発
き
、

二
、
『
常
陸
国
風
土
記
」
の
蛇
神
祭
祀

件
の
坐
示
ｈ
ソ
、
甘 認

智
か
羽
謝
阿
Ｊ
洞

ゆ
ば
り
く
そ

。
人
あ
り
、
向
き
て
大
小
便
を

〃
名
は
速
径
和
』
丸
の

-４０-



｢風土記」の異類婚

ね
が
ひ

と
ま
を
し
き
。
こ
こ
に
、
神
、
祷
告
を
聴
き
て
、
遂
に
賀
毘
礼
の
峰

や
か
ら

に
登
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
社
は
、
石
以
て
垣
と
為
し
、
中
に
種
族
甚

ま
た
く
さ
ぐ
さ

多
し
。
井
、
品
の
宝
、
弓
・
桙
・
釡
・
器
の
類
、
皆
石
と
成
り
て

のこ

へ
す

と

存
れ
り
。
凡
て
、
諸
の
烏
の
経
過
ぐ
る
者
は
、
尽
に
急
ぐ
飛
び
避
け
て
、

峰
の
上
に
当
る
こ
と
な
し
。
古
よ
り
然
為
て
、
今
も
亦
同
じ
。

こ
こ
に
は
、
神
が
蛇
神
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
記
述
は
な
い
が
、
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
種
族
甚
多
し
」
と
い
う
説

明
が
、
夜
刀
神
説
話
の
中
の
分
注
記
事
に
見
ら
れ
る
「
凡
て
こ
の
郡
の
側

の
郊
原
に
、
甚
多
に
住
め
り
」
と
い
う
描
写
と
似
て
お
り
、
ま
た
「
石
以

て
垣
と
為
し
」
と
い
う
の
は
、
夜
刀
神
を
退
治
し
た
後
の
麻
多
智
の
「
此

よ
り
以
上
は
、
神
の
地
と
為
す
を
聴
す
。
」
と
い
う
宣
言
に
通
ず
る
も
の

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
々
に
崇
り
な
す
存
在
で
あ
る
こ
の

神
が
、
天
か
ら
降
臨
し
た
神
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
哺
時
臥
山
条
に
お
け

る
子
蛇
の
父
が
天
に
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
と
共
通
す
る
。
従
っ
て

や
は
り
雷
神
的
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
地
上
に
あ
っ
て
も
崇
り
を

な
す
存
在
で
あ
る
故
に
、
祭
を
行
う
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
片
岡

か
た
お
か

の
大
連
は
『
新
撰
姓
氏
録
」
左
京
神
別
上
に
「
中
臣
方
岳
連
大
中
臣
同
祖
」

と
あ
り
、
祭
祀
関
係
の
氏
族
で
あ
る
。
ま
た
説
話
中
の
「
高
山
の
浄
き
境

に
鎮
ま
り
ま
す
べ
し
。
」
と
い
う
表
現
は
、
遷
却
崇
神
の
祝
詞
に
見
ら
れ

る
「
こ
の
地
よ
り
は
、
四
方
を
見
は
る
か
す
山
川
の
清
き
地
に
遷
り
出
で

ま

わ
ざ
は
ひ

や
ま
ひ

か
た
は
ら
す

行
る
時
に
、
宍
を
示
し
、
疾
苦
を
致
さ
し
む
。
近
き
側
に
居
む
人
、

つれ

た
し
な

さ

ま

の

み

か

と

毎
に
甚
く
辛
苦
み
て
、
状
を
具
べ
て
朝
に
請
ひ
ま
を
し
き
。
肘
岡

坐
す
べ
か
ら
ず
。

の
大
連
急
遣
り
で
敬
び
祭
ｇ
Ｕ
押
引
負
崎
鼎
畑
必
凶
さ
。
、
「
今
、
此
処

い

へ

ゐ

け

が

ら

こ

と

は

り

に
坐
せ
る
は
、
百
姓
近
く
に
家
し
て
、
朝
夕
に
稜
臭
は
し
。
理
、

瞳
り
移
り
て
、
吉
向
山
の
浄
き
境
に
箔

L一一

そ
こ
で
、
哺
時
臥
山
の
話
に
お
け
る
祭
祀
者
の
問
題
に
移
り
た
い
。
話

の
展
開
上
、
ヌ
カ
ビ
コ
・
ヌ
カ
ビ
メ
と
関
わ
る
子
孫
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
正
体
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
ヌ
カ
ビ
コ
・
ヌ
カ

ビ
メ
に
子
孫
が
あ
り
え
た
の
か
ど
う
か
、
判
然
と
し
な
い
。
話
の
中
に
は
、

「
我
ぎ
家
に
あ
る
は
、
母
と
伯
父
と
の
み
。
是
れ
亦
、
汝
明
ら
け
く
知
れ

る
な
り
。
人
の
相
従
ふ
く
き
も
の
無
け
む
」
と
い
う
母
の
言
葉
が
あ
り
、

こ
れ
に
従
え
ば
こ
の
兄
弟
に
は
他
に
係
累
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
伯

父
は
子
蛇
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
残
っ
た
の
は
母
の
み
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
母
は
子
蛇
を
生
ん
だ
の
だ
か
ら
、
「
そ
の
子
孫
」
と
は
母

が
こ
の
後
生
ん
だ
子
が
い
た
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
子
蛇
の
子
孫
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
生
ま
れ
た
子
が
人
で
は
な
く
蛇
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
子
孫
が
祭
祀
を
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
結
局

の
と
こ
ろ
、
「
そ
の
子
孫
」
に
該
当
す
る
存
在
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
り
、

こ
の
神
話
と
祭
祀
者
と
の
関
係
は
説
明
さ
れ
な
い
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ

う
に
、
始
祖
神
話
た
り
え
な
い
所
以
で
あ
る
。

ま
し
て
、
吾
が
地
と
領
き
ま
せ
」
「
崇
り
た
ま
ひ
建
び
た
ま
ふ
事
な
く
し
て
、

山
川
の
広
く
清
き
地
に
遷
り
出
で
ま
し
て
、
神
な
が
ら
鎮
ま
り
ま
せ
」
と

い
う
表
現
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
祭
儀
が
背
景
に
あ
る

も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
蛇
神
祭
祀
（
立
速
男
命
の
場
合
、

蛇
神
・
雷
神
と
は
断
定
で
き
な
い
が
）
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
。

哺
時
臥
山
の
場
合
も
や
は
り
神
の
崇
り
を
恐
れ
て
の
祭
祀
が
そ
の
背
景
と

し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

三
、
ヌ
カ
ビ
コ
・
ヌ
カ
ビ
メ
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ヌ
カ
ビ
コ
・
ヌ
カ
ビ
メ
に
つ
い
て
、
松
岡
静
雄
は
「
努
賀
は
那
賀
に
通

ずるから、此地の国つ神即ち先住民であろう」と言う加、定か

で
は
な
い
。
吉
野
裕
子
は
「
ヌ
カ
」
は
蛇
を
表
す
古
語
で
あ
っ
た
可
能
性

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
哺
時
臥
山
の
話
を
元
に
し
て
の
こ
と

（５）

な
の
で
、
根
拠
に
は
乏
し
い
。
秋
本
吉
徳
は
、
新
撰
姓
氏
録
に
見
え
る
「
努

賀
君
」
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
て
い
る
。
『
新
撰
姓
氏
録
」
左
京
皇
別
下
・
「
上

（６）

毛
野
朝
臣
」
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

と
よ
き
い
り
ひ
こ
の
み
こ
と

た
か
は
せ
の
き
み

下
毛
野
朝
臣
と
同
じ
き
祖
。
豐
城
入
彦
命
の
五
世
孫
、
多
奇
波
世
君

お
ほ
は
っ
せ
わ
か
た
け
の
す
め
ら
み
こ
と

の
後
な
り
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
（
誼
は
雄
略
。
）
の
御
世
に
、

ぬ
か
の
き
み
こ
は
く
そ
ん
む
す
め
う
ま
は
り

な

努
賀
君
の
男
、
百
尊
・
阿
女
の
産
の
為
に
聟
の
家
に
向
ひ
、
夜
に
犯

み

さ

ざ

き

く

の

り
て
帰
る
。
応
神
天
皇
の
御
陵
辺
に
て
。
馬
に
騎
れ
る
人
に
逢
ひ
、
相

か

た

く
る
つ
あ
し
た

共
に
話
語
ら
ひ
て
、
馬
を
換
へ
て
別
る
。
明
日
に
、
換
へ
た
る
所
の

は
に
ま

う
じ
み
ざ
ざ
き
く
の
き
み

馬
を
看
れ
ば
、
是
は
土
馬
な
り
。
因
り
て
姓
を
陵
辺
君
と
負
ひ
き
。

こ

と

く

そ

ん

ひ

こ

し

ら

百
尊
の
男
、
徳
尊
。
孫
、
斯
羅
。
誼
は
皇
極
の
御
世
に
、
河
内
の
山
下

ふ

み

さ

と

た
な
く
の
ふ
ひ
と

の
田
を
賜
ひ
、
文
書
を
解
れ
る
を
以
て
、
田
辺
史
と
為
れ
り
。
宝
字

称
徳
孝
謙
皇
帝
の
天
平
勝
宝
二
年
、
改
め
て
上
毛
野
公
を
賜
ふ
。
今
上

の
弘
仁
元
年
、
改
め
て
朝
臣
の
姓
を
賜
ふ
。
続
日
本
紀
に
合
へ
り
。

右
の
記
述
に
よ
る
と
、
上
毛
野
朝
臣
は
下
毛
野
朝
臣
と
同
祖
で
豊
城
入
彦

命
（
崇
神
天
皇
の
皇
子
）
の
五
世
孫
で
多
奇
波
世
君
の
後
で
あ
る
と
い
う
。

雄
略
の
御
世
に
「
努
賀
君
」
の
息
子
の
百
尊
が
娘
婿
の
家
に
行
っ
た
帰
り
の

夜
道
、
応
神
天
皇
陵
の
近
く
で
馬
に
乗
っ
た
人
物
に
逢
い
、
語
り
合
っ
て
馬

の
交
換
を
し
て
別
れ
た
が
、
翌
朝
そ
の
馬
を
見
れ
ば
埴
輪
の
馬
で
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
の
百
尊
の
後
喬
が
田
辺
史
と
な
り
、
後
上
毛
野
公
を
賜
っ
た
と
伝

え
て
い
る
。
秋
本
吉
徳
は
こ
の
記
述
を
元
に
、
哺
時
臥
山
の
説
話
は
こ
の
「
努

（７）

賀
君
」
が
伝
え
た
話
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
て
い
る
。
上
毛
野
朝
臣
．

下
毛
野
朝
臣
と
常
陸
国
那
賀
郡
と
の
関
わ
り
は
不
明
だ
が
、
志
田
諄
一
は

下
毛
野
国
那
須
郡
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
・
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
信
仰
が
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
哺
時
臥
山
の
話
の
直
前
に
載
る
巨
人
伝
説
と
合
わ

せ
て
、
那
珂
川
の
上
流
か
ら
下
流
へ
下
る
経
路
で
こ
れ
ら
の
説
話
が
伝
播

（８）

し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
説
い
て
い
る
。
常
陸
国
内
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
・

ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
信
仰
の
跡
が
明
確
に
見
ら
れ
な
い
点
と
、
哺
時
臥
山
の

説
話
と
オ
ホ
ナ
ム
チ
信
仰
と
の
関
連
が
明
確
で
は
な
い
点
で
問
題
を
残
す

が
、
川
伝
い
に
伝
承
が
伝
播
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
伝
承
を
持
ち
伝
え
た
と
思
し
き
「
努

賀
君
」
一
族
自
体
の
本
拠
地
の
移
動
・
展
開
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
確

か
な
こ
と
は
言
え
ま
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
話
の
中
に
み
ら
れ
る
埴
輪

の
馬
と
「
努
賀
君
」
の
性
格
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
土
器
・
埴
輪
製

作
集
団
と
い
う
性
質
が
伺
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
蛇
神
祭
祀
を
司
る
氏

族
の
始
祖
神
話
で
あ
っ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
が
、
そ
の
場
合
、
極
め
て

間
接
的
な
始
祖
神
話
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
多
奇
波
世
君
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
仁
徳
紀
五
十
三
年
条
に
、
「
上

毛
野
君
が
祖
竹
葉
瀬
」
と
見
え
、
弟
の
田
道
と
と
も
に
新
羅
軍
と
戦
っ
て
撃

ち
破
る
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
。
更
に
五
十
五
年
条
に
は
、
弟
の
田
道
が

蝦
夷
征
討
に
際
し
て
戦
死
し
た
話
が
あ
り
、
そ
の
後
再
び
蝦
夷
が
人
民
を
略

奪
し
、
田
道
の
墓
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
大
蛇
が
現
れ
て
多
く
の
蝦

夷
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
努
賀
君
の
祖
で
あ
る
多
奇

波
世
君
の
弟
の
田
道
に
こ
の
よ
う
な
大
蛇
化
身
伝
説
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は

偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
努
賀
君
は
蛇
神
を
祖
と
す
る
信
仰
、
或
い
は
土
器

を
用
い
た
蛇
神
祭
祀
集
団
と
い
う
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

吉
野
裕
子
は
、
哺
時
臥
山
の
話
を
蛇
神
祭
祀
を
基
と
す
る
話
と
考
え
、
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蛇
巫
が
祖
神
と
交
わ
る
「
擬
き
」
「
真
似
」
を
す
る
儀
式
が
あ
っ
た
と
想

定
し
て
い
る
。
更
に
甕
に
入
れ
ら
れ
て
祭
壇
に
祭
ら
れ
て
い
た
毒
蛇
が
伯

父
を
か
み
殺
し
追
い
払
わ
れ
た
が
、
甕
だ
け
が
残
っ
て
神
聖
視
さ
れ
、
祭

（９）

祀
の
対
象
と
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
具
体
的
に
考
え
ら
れ

る
も
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
「
遂
に
夫
婦
と
成
り
て
、
一
夕
に
懐
妊

め
り
。
」
と
あ
る
よ
う
な
一
夜
孕
み
讃
や
誕
生
後
の
異
常
成
長
認
は
農
耕

祭
祀
に
お
け
る
抽
象
化
さ
れ
た
時
間
を
示
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
よ
う

（扣）に
、
何
ら
か
の
祭
祀
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

先
に
見
た
ご
と
く
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
お
い
て
は
蛇
神
を
退
治
し

た
り
追
い
払
っ
た
り
は
す
る
が
、
同
時
に
記
事
の
上
で
は
蛇
神
祭
祀
を
疎

か
に
は
し
て
い
な
い
。
夜
刀
神
の
場
合
は
在
地
首
長
層
と
見
ら
れ
る
箭
括

麻
多
智
に
よ
っ
て
、
賀
毘
礼
の
高
峰
の
場
合
に
は
中
央
か
ら
命
じ
ら
れ
た

人
物
に
よ
っ
て
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
哺
時
臥
山
の
話
は
、
そ
の
二
例
と

は
異
な
っ
て
、
祭
る
側
と
祭
ら
れ
る
側
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
例

で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
関
係
性
は
暖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
ま

た
は
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
益
田
勝
実
は
次
の
よ
う
に

（Ⅲ）

述
べ
て
い
る
。

子
孫
と
い
う
の
は
、
ク
レ
フ
シ
山
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
カ
ミ

の
子
の
、
人
間
界
の
娘
と
の
交
渉
と
い
う
よ
う
な
後
日
證
が
あ
っ
て

の
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
後
日
讃
を
必
ず

合
わ
せ
て
物
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
、
語
り
手
た
ち
は
考
え
て
い

な
い
。
カ
ミ
と
ヒ
ト
と
の
そ
の
か
み
の
神
異
に
満
ち
た
交
渉
の
一
点

を
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
べ
き
時
間
か
ら
、
す
っ
ぱ
り
と
切
り
と
っ
て
、

く
り
か
え
し
語
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
レ
フ
シ
の
蛇
体
の
カ
ミ
の
子
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
た
ち
人
間
を
生
ん
だ
か
。
そ
こ
に
も
ま
た
も

う
ひ
と
っ
の
神
話
の
介
在
を
要
す
る
、
と
わ
れ
わ
れ
の
論
理
で
は
考

え
た
い
が
、
神
話
の
語
り
手
に
は
そ
う
い
う
考
え
方
は
不
要
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
ヌ
カ
ビ
メ
が
生
ん
だ
子
蛇
を
祭
る
も
の
が
子
孫
と
し
て
存
在
す

る
た
め
に
は
、
哺
時
臥
山
に
留
ま
っ
た
子
蛇
が
や
が
て
あ
る
女
性
の
も
と
に

夜
毎
訪
れ
、
孕
ま
せ
る
、
そ
し
て
生
ま
れ
た
子
が
人
の
姿
で
誕
生
す
る
と
い

う
展
開
が
必
要
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
神
話
の
語
り
手
は
そ
れ
を
必
要
と

は
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
『
古
事
記
」
や
「
日

本
書
紀
』
の
よ
う
な
連
続
す
る
時
間
の
中
に
神
話
・
説
話
を
組
み
込
ん
で
成

り
立
っ
て
い
く
物
語
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
繋
が
り
を
意
識
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
神
話
・
説
話
を
記
す
書
で
あ
る
と
同

時
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
系
譜
の
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
「
風
土
記
」
の
場
合
に
は
、
は
じ
ま
り
の
物
語
と
、
今
現
在
と
が
ダ
イ

レ
ク
ト
に
繋
げ
ら
れ
る
。
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
祭
祀
と
、
は
じ
ま
り

の
神
話
、
或
い
は
眼
前
に
存
在
す
る
甕
（
場
合
に
よ
っ
て
は
石
で
あ
っ
た

り
樹
木
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
地
名
で
あ
っ
た
り
す
る
）
と
は
じ
ま
り
の

神
話
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
行
為
・
物
・
社
．
或
い

は
地
名
の
存
在
が
、
神
話
を
保
証
し
、
そ
し
て
神
話
は
眼
前
の
存
在
を
保

証
す
る
、
そ
う
し
た
あ
り
か
た
な
の
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
が
古
く
、
ど
ち

ら
が
新
し
い
の
か
、
ま
た
ど
ち
ら
が
原
初
的
で
、
ど
ち
ら
が
変
容
し
た
形

な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
古
事
記
』
の
異
類
婚
を
見
る
と
、
例
え
ば
火
遠
理
の
命
と
豊
玉
毘
売
と

の
婚
姻
は
、
天
神
か
ら
天
皇
へ
と
繋
が
る
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
。
異
類
婚
は
王
権
の
始
祖
神
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば

お
わ
り
に
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崇
神
記
に
見
ら
れ
る
苧
環
型
の
神
話
で
は
、
娘
子
の
懐
妊
と
神
の
正
体
を

知
る
内
容
は
あ
る
が
、
実
は
子
ど
も
の
誕
生
を
語
る
場
面
が
な
い
。
「
此
の
、

意
富
多
々
泥
古
と
謂
ふ
人
を
、
神
の
子
と
知
り
し
所
以
は
」
で
始
ま
る
神
話

で
語
ら
れ
る
の
は
、
娘
子
の
懐
妊
、
男
の
正
体
が
三
輪
山
の
神
で
あ
る
こ
と

の
確
認
で
あ
り
、
ど
う
い
う
子
が
生
ま
れ
た
か
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
記

さ
れ
る
の
は
、
意
富
多
々
泥
古
自
身
に
よ
る
名
告
り
の
場
面
で
あ
る
。

「
僕
は
、
大
物
主
神
の
、
陶
津
耳
命
の
女
、
活
玉
依
毘
売
を
要
り
て
、

生
み
し
子
、
名
は
櫛
御
方
命
の
子
、
飯
肩
巣
見
命
の
子
、
建
甕
槌
命

の
子
に
し
て
、
僕
は
、
意
富
多
々
泥
古
ぞ
」

稲
荷
山
鉄
剣
銘
に
記
さ
れ
た
系
譜
記
述
に
も
類
似
す
る
こ
の
直
線
的
な
系

譜
語
り
は
、
系
譜
の
最
も
基
本
的
な
形
を
示
す
も
の
と
も
言
わ
れ
る
が
、
苧

環
型
の
神
婚
神
話
と
、
こ
の
系
譜
記
述
が
合
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
大
物
主
神

と
意
富
多
々
泥
古
と
の
繋
が
り
が
明
確
化
さ
れ
る
。
し
か
し
神
婚
神
話
の
方

だ
け
で
は
、
生
ま
れ
た
存
在
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が

ど
こ
に
繋
が
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
神
話
部
分
の
み
で
は
、
益
田
勝
実
が

言
う
と
お
り
、
「
す
っ
ぱ
り
と
切
り
と
っ
て
」
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

「
風
土
記
」
の
異
類
婚
は
系
譜
的
な
保
証
を
求
め
て
い
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
そ
れ
は
「
本
来
的
に
」
「
元
々
は
」
始
祖
神
話
で
あ
っ
た
も
の
が

変
質
し
た
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
見
る
も
の
が
そ
も
そ
も
の
「
風
土

記
」
的
な
始
祖
神
話
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
哺
時
臥
山
の

話
に
は
様
々
に
祭
祀
・
儀
礼
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
祭
祀
・
儀
礼
と
関

わ
る
こ
と
で
、
特
に
具
体
的
・
合
理
的
な
保
証
を
必
要
と
し
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
系
譜
的
保
証
を
求
め
る
「
古
事
記
』

は
、
儀
礼
・
祭
祀
の
場
を
離
れ
、
固
定
化
さ
れ
た
「
記
述
」
「
記
録
」
の

は
、
儀
礼
・
祭
祀
の
場
を
離
れ
、
一

レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
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