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「
古
事
記
』
編
纂
の
資
料
に
つ
い
て
、
序
文
は
、
帝
紀
・
帝
皇
日
継
・
先
導

と
、
本
辞
・
旧
辞
・
先
代
旧
辞
の
二
種
類
を
挙
げ
て
い
る
。
，
帝
紀
と
本
辞
が
三

通
り
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
の
避
板
法
に
よ
っ
て
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
帝
紀
と
本
辞
の
内
容
は
か
な
り
果
然
と
区
別
さ
れ
て
い

た
事
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
紀
は
系
譜
中
心
の
漢
文
体
の
記
録
で
、
仁
賢

記
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

 
1
、
天
皇
の
御
名
、
2
、
皇
居
の
名
、
3
、
治
天
下
の
年
数
、
4
、
后
妃
、

 
 
皇
子
女
、
5
、
国
家
的
事
件
、
6
、
天
皇
の
享
年
と
御
陵
地
、

な
ど
が
そ
の
中
心
事
項
で
あ
る
。
「
古
事
記
』
の
末
尾
は
、
推
古
記
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

 
 
妹
、
豊
御
食
貸
屋
比
藩
命
（
推
古
天
皇
）
、
小
治
田
の
宮
に
ま
し
ま
し
て
、

 
天
の
下
髪
ら
す
こ
と
、
参
拾
漆
黒
な
り
。
戴
肝
の
の
石
巻
臨
朔
四
半
組
、
御
陵
は
大

 
野
の
岡
の
上
に
在
り
し
を
、
後
に
科
長
の
大
き
陵
に
遷
し
き
。

と
、
ま
さ
し
く
帝
紀
の
典
型
的
な
形
式
で
終
始
し
て
い
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
本
辞
は
、
皇
室
関
係
、
氏
族
関
係
、
民
間
の
伝
承
な
ど
で
、

神
話
・
伝
説
・
歌
（
歌
謡
）
物
語
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
土
・
国
家
．
皇
室
．
氏

族
の
「
も
と
の
こ
と
」
即
ち
、
「
お
こ
り
」
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
有

名
な
伊
野
那
岐
命
の
黄
泉
滑
空
閥
神
話
で
、
千
引
の
石
を
挾
ん
で
永
遠
の
訣
別

を
す
る
時
、

 
 
其
の
石
を
中
に
置
き
て
、
各
対
ひ
立
ち
て
、
事
戸
を
渡
す
時
、
警
笛
那
美

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
く
せ

 
乱
言
ひ
し
く
、
 
「
愛
し
き
我
が
落
勢
の
命
、
華
美
為
ば
、
汝
の
国
の
人
草
一

 
日
に
千
頭
紋
り
殺
さ
む
。
」
と
い
ひ
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
発
馬
り
た
ま
ひ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
せ

 
く
、
 
「
愛
し
き
我
が
那
還
妹
の
命
、
汝
然
為
ば
、
吾
一
日
に
千
五
百
の
産
屋

 
立
て
む
。
」
と
の
与
た
ま
ひ
き
。
是
を
満
ち
て
、
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、

 
一
日
に
必
ず
千
五
百
人
生
ま
る
な
り
。

と
、
人
の
生
と
死
、
人
口
の
増
加
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
の
も
、
事
物
の
起

源
を
説
く
本
辞
の
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
日
で
も
「
五
W
一
H
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
る
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
な
ど
と
い

う
疑
問
は
人
間
の
本
来
的
な
も
の
で
、
い
ず
れ
の
歴
史
書
も
、
事
物
の
起
源
を

語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
い
か
に
説
得
性
に

富
ん
だ
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
文
学
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
本
辞

の
部
分
が
『
古
事
記
」
の
文
学
性
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う

（1）

『
古
 
事
 
記
』
 
の
 
笑
 
い
 
（
下
）



な
理
由
か
ら
《
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
本
辞
の
文
学
性
、
ひ
い
て
は
『
古
事
記
』

の
文
学
性
は
、

 
一
、
比
喩
表
現
、
反
復
表
現
、
対
句
表
現
、
及
び
呪
言
や
、
」
古
語
の
使
用
。

 
、
一
、
，
諺
、
地
名
、
既
存
の
歌
謡
な
ど
の
、
周
知
の
事
象
に
よ
っ
て
保
証
し
、

 
 
補
強
す
る
。

 
一
、
夫
婦
、
兄
弟
姉
妹
、
主
従
の
問
な
ど
の
愛
情
に
訴
え
る
。

 
一
、
構
成
力

な
ど
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
口
請
伝
承
の
要
素
が
強
い
『
古
事
記
』
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
文
学
性
は
け
っ
し
て
緊
密
で
高
度
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
「
か
た
る
」
こ
と
で
人
々
の
共
感
を
得
よ
う
と
す
る
原
点
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、
『
古
事
記
』
の
文
学
性
は
単
に
素
朴
の
一
語
で
片
付
け
ら
れ
る
べ
き

．
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
前
稿
で
、
『
古
事
記
』
に
「
笑
う
」
と
書
か
れ
て

い
る
箇
所
全
て
を
挙
げ
て
、
 
「
笑
い
」
の
実
態
を
飼
う
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
「
笑
い
」
を
通
し
て
『
古
事
記
』
の
文
学
性
を
見
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
笑
い
と
関
係
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
更
に
考
え
を

進
め
て
み
た
い
。

（
二
）

 
最
初
に
、
私
が
「
笑
い
と
関
係
が
あ
る
」
と
考
え
る
箇
所
を
全
て
挙
げ
て
み

る
。
 
（
圏
点
は
主
要
部
分
）
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O
 
 
あ
し
か
び

 
ω
、
国
稚
く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
、
葦
牙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ

 
 
の
如
く
萌
え
騰
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
摩
志
野
冠
詞
備
比

 
む
 
 
む

蕗
．
神
 
（
上
誉
頭
）

ω
、
沼
矛
を
指
し
下
ろ
し
て
か
き
た
ま
へ
ば
、
塩
こ
を
ろ
こ
を
う
に
か
き
鳴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
し
て
引
き
上
げ
た
ま
ふ
時
、
其
の
矛
の
末
よ
り
垂
の
落
つ
る
塩
、
累
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
む
む
む
む
む
む
む
り
 
 
 
オ
ノ
ゴ
ロ

 
積
り
て
島
と
成
り
き
。
回
れ
濃
能
碁
呂
島
な
り
。
 
（
国
土
の
修
理
固
成
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と

㈲
、
是
に
其
の
妹
些
些
那
美
命
に
問
日
ひ
た
ま
は
く
、
 
「
汝
が
身
は
如
何
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
成
れ
る
。
」
と
と
ひ
た
ま
へ
ば
、
 
「
吾
が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り
合
は

 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
た

 
ざ
る
慮
一
庭
あ
り
。
」
と
答
白
へ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
命
詔
り
た

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
ま
は
く
、
 
「
我
が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り
余
れ
る
虞
心
慮
あ
り
。
故
、

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
此
の
吾
が
身
の
成
り
余
れ
る
慮
を
以
ち
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ざ
る
虚

 
む
 
 
 
む
 
む
 
む
 
む
 
 
 
む
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む
 
む
 
む
 
 
 
お
も

 
に
刺
し
塞
ぎ
て
、
国
土
を
生
み
成
さ
む
と
以
爲
ふ
。
」
と
答
日
へ
た
ま
ひ

．
き
。
 
（
二
神
の
結
婚
）

ω
、
是
に
、
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
遷
る
時
、
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
モ
 
ツ
 
シ
 
コ
 
メ

 
「
吾
に
辱
見
せ
・
つ
。
」
と
言
ひ
て
豫
母
都
志
許
売
を
遣
は
し
て
追
は
し
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
o
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
び
か
づ
ら
の
み

 
き
。
爾
に
万
国
那
岐
命
、
黒
御
髭
を
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
乃
ち
 
蒲
 
子

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ

 
生
り
き
。
是
を
撫
ひ
食
む
問
に
、
逃
げ
行
く
を
、
猶
追
ひ
し
か
ば
、
亦
其
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
右
の
御
み
づ
ら
に
刺
せ
る
ゆ
つ
つ
ま
櫛
を
引
き
間
き
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、

 
 
 
 
む
 
 
 
 
む

 
 
 
た
か
む
な
。
 
o
 
o
 
 
 
 
 
o
 
o
 
o
 
o

 
乃
ち
 
筆
 
生
り
き
。
是
を
抜
き
食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。
…
…
其
の

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
坂
本
に
在
る
桃
子
三
箇
を
取
り
て
、
待
ち
撃
て
ば
悉
に
逃
げ
返
り
き
。

㈲
、
 
（
伊
邪
那
岐
大
神
）
、
是
に
左
の
御
目
を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
成
れ
る

 
神
の
名
は
、
天
照
大
御
神
。
次
に
右
の
御
目
を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
成
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
る
神
の
名
は
、
月
読
命
。
次
に
御
鼻
を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
．
成
れ
る
神
の

 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
名
は
、
建
設
須
佐
之
男
命
。
 
（
三
貴
子
の
誕
生
）

（2）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た

㈲
、
菟
答
へ
寓
し
し
く
、
「
僕
濃
岐
の
島
に
在
り
て
、
此
の
地
に
度
ら
む
と

 
す
れ
ど
も
、
度
ら
む
因
無
か
り
き
。
故
海
の
昼
型
を
欺
き
て
言
ひ
し
く
『
吾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ぞ

 
と
汝
と
競
べ
て
、
族
の
多
き
少
き
を
計
へ
て
む
。
故
、
汝
は
其
の
族
の
在

 
り
の
随
に
、
悉
に
惟
て
来
て
、
此
の
島
よ
り
気
多
の
前
ま
で
、
皆
列
み
伏

 
し
度
れ
。
…
吾
其
の
上
を
踏
み
て
、
読
み
度
り
来
て
、
、
聖
地
に
下
り
む
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
む

 
せ
し
時
、
吾
云
ひ
し
く
、
『
汝
は
．
我
に
欺
か
え
つ
。
』
と
言
ひ
寛
る
即
ち
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
最
端
に
伏
せ
り
し
和
遡
、
我
を
捕
へ
て
悉
に
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
。
此
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
に
因
り
て
泣
き
患
ひ
し
か
ば
、
先
に
行
き
し
八
十
神
の
命
以
ち
て
『
海
塩

 
む
む
む
 
 
 
む
 
 
む
 
ゆ
む
 
 
 
 
な
し

 
を
浴
み
、
風
に
当
り
て
伏
せ
れ
。
」
と
講
へ
司
り
き
。
故
旧
へ
の
如
く
為

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
こ
な

 
し
か
ば
、
我
が
身
悉
に
傷
は
え
つ
。
」
と
ま
を
し
き
。
（
稲
羽
の
素
兎
）

 
 
 
 
し
 
 
む
む
む
む
む
む
む
む
ホ

．
ω
馬
是
に
出
で
む
所
を
知
ら
ざ
る
間
に
、
鼠
来
て
云
ひ
け
ら
く
、
「
内
は
富

 
ラ
 
ホ
 
ラ
 
 
 
 
 
 
 
ス
ブ
 
ス
 
ブ

 
良
富
良
、
外
は
須
夫
須
夫
」
と
い
ひ
き
。
如
泣
言
へ
る
故
に
其
慮
を
踏
み

 
し
か
ば
、
落
ち
て
隠
り
入
り
し
間
に
火
は
焼
け
過
ぎ
き
。
爾
に
其
の
鼠
、

 
 
 
 
 
 
く
む
む
む
 
 
む
 
む

 
其
の
鳴
鏑
を
咋
ひ
持
ち
て
、
出
で
来
て
奉
り
き
。
其
の
．
矢
の
羽
は
、
其
の

 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
コ
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
鼠
の
子
等
皆
喫
ひ
つ
。
…
…
其
の
頭
の
風
を
取
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
素
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
か
で
さ
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く

 
に
其
の
頭
を
見
れ
ば
呉
公
会
な
り
き
。
是
に
其
の
妻
、
転
写
（
椋
）
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
。
。
。
鮎

 
木
の
実
ど
赤
土
を
取
り
て
、
其
の
夫
に
授
け
つ
。
故
、
其
の
木
の
実
を
咋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
o
o
o
．
 
o
o
o
o
-
o
o
つ
ば
 
o
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
o
o
o

 
ひ
破
り
、
赤
土
を
含
み
て
熱
き
出
し
た
ま
へ
ば
、
其
の
大
神
、
呉
公
を
咋

 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ひ
破
り
て
唾
き
出
す
と
お
も
ほ
し
て
、
心
に
愛
し
く
思
ひ
て
寝
ま
し
き
。

 
 
（
根
国
訪
問
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
む
 
む
 
む
ド
 
む
 
む
 
 
 
お
す
ひ
む
む

㈲
、
八
千
矛
の
、
神
の
命
は
、
八
島
国
 
妻
枕
き
か
ね
て
…
…
襲
を
も

 
む
 
む
む
 
 
 
む
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぎ
し

 
い
ま
だ
解
か
ね
ば
…
青
山
に
 
鵯
は
鳴
き
ぬ
 
さ
野
つ
鳥
 
雑
は
と
よ
．

『
古
 
事
 
記
」
 
の
 
笑
 
い
 
（
下
）

 
 
 
 
 
 
 
か
け
 
 
 
 
 
う
れ
み
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
む

む
庭
つ
鳥
鶏
は
鳴
く
心
痛
く
も
鳴
く
な
る
鳥
か
ご
の
鳥
も

 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
打
ち
止
め
こ
せ
ね
…
（
沼
河
比
売
求
婚
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
か
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む

㈲
、
波
の
穂
よ
り
天
の
羅
摩
船
に
乗
り
て
鵡
の
皮
を
内
剥
に
剥
ぎ
て
衣
服
に

 
し
て
、
帰
り
来
る
神
有
り
き
。
…
神
里
巣
日
御
祖
命
に
白
し
上
げ
た
ま
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
ば
、
答
へ
振
り
た
ま
ひ
し
く
、
 
「
此
は
実
に
我
が
子
ぞ
。
子
の
中
に
、
我

 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
 
た
な
ま
た
む
む
く
き
し

 
が
手
俣
よ
り
久
岐
馬
子
ぞ
。
…
隠
名
毘
古
那
神
を
顕
は
し
写
せ
し
謂
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
そ
ほ
ど

 
ゆ
る
久
延
昆
古
は
、
判
者
に
山
田
の
三
富
騰
と
い
ふ
ぞ
。
此
の
神
は
、
足

 
は
行
か
ね
ど
も
、
壼
に
天
の
下
の
事
を
知
れ
る
神
な
り
。
 
（
大
国
主
と
少
・

 
名
四
古
四
神
の
国
作
り
）

⑩
、
援
三
一
古
式
、
阿
邪
詞
に
坐
す
神
、
漁
し
て
、
比
良
夫
貝
に
其
の
手
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
た

 
咋
ひ
合
さ
え
て
、
一
塩
に
沈
み
溺
れ
た
ま
ひ
き
。
…
乃
ち
悉
に
鰭
の
広

 
物
、
鰭
の
語
物
を
追
ひ
聚
め
て
、
「
汝
は
天
つ
神
の
御
子
に
仕
へ
奉
ら
む

 
や
。
」
㌧
と
問
ひ
し
時
に
、
諸
の
魚
沼
「
仕
へ
奉
ら
む
。
」
と
白
す
中
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
ヨ

 
海
鼠
白
さ
ざ
り
き
。
爾
に
天
宇
受
売
命
、
海
鼠
に
云
ひ
し
く
「
此
の
口
や

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む

 
答
へ
ぬ
口
。
」
と
い
ひ
て
、
紐
小
刀
以
ち
て
其
の
口
を
振
き
き
。
故
今
に
、

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
海
鼠
の
口
置
く
る
な
り
。
 
（
天
冠
受
売
命
）

G
D
、
海
神
、
悉
に
海
の
大
小
魚
ど
も
を
召
び
集
め
て
、
問
ひ
て
日
ひ
し
く
、

 
「
若
し
此
の
鉤
を
取
れ
る
魚
有
り
や
。
」
と
い
ひ
き
。
故
、
諸
の
魚
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ひ
 
 
。
。
％
ぎ

 
白
し
し
く
、
 
「
頃
者
、
赤
海
馬
魚
、
喉
に
顛
あ
り
て
、
物
島
先
は
ず
と
愁

 
ひ
言
へ
り
。
故
必
ず
回
れ
取
り
つ
ら
む
。
」
と
ま
を
し
き
。
是
に
赤
海
鱒

 
魚
の
喉
を
探
れ
ば
、
鉤
有
り
き
。
 
（
海
幸
彦
と
山
幸
彦
）

〈
中
 
巻
V

（3）



⑬
、
大
久
米
命
、
其
身
須
気
学
理
比
売
を
見
て
、
歌
を
以
ち
て
天
皇
に
白
し

 
け
ら
く

 
や
ま
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
れ

 
 
倭
の
 
高
佐
士
野
を
 
七
行
く
 
媛
女
ど
も
誰
を
し
枕
か
む
'

、
と
ま
を
し
き
。
…
…
歌
を
以
ち
て
答
日
へ
た
ま
ひ
し
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
 
か
つ
が
つ
も
 
い
や
先
立
て
る
兄
を
し
枕
か
む

 
と
こ
た
へ
た
ま
ひ
き
。
…
其
の
伊
須
気
血
月
比
売
に
詔
り
し
時
、
其
の
大

 
 
 
 
 
さ

 
久
米
南
の
鯨
け
る
利
目
を
見
て
、
奇
し
と
思
ひ
て
歌
日
ひ
け
ら
く

 
 
あ
め
 
つ
つ
 
 
 
 
し
と
と
 
o
o
o
o
o
o
o

 
 
胡
薫
子
鶴
鴨
 
千
鳥
ま
鵬
 
 
な
ど
漉
け
る
利
目
。

 
と
う
た
ひ
き
咳
爾
に
大
久
米
命
、
答
へ
て
歌
日
ひ
け
ら
く
、

 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
仙
女
に
 
直
に
遇
は
む
と
．
我
が
駈
け
る
利
目

 
と
う
た
ひ
き
。
故
、
其
の
嬢
子
「
仕
へ
奉
ら
む
。
」
と
白
し
き
。
 
（
神
武

 
天
皇
の
皇
后
選
定
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
し

⑱
、
是
を
以
ち
て
其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲
ひ
て
、
其
の
女
に
謳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

 
へ
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
赤
土
を
床
の
前
に
散
ら
し
、
へ
そ
紡
麻
を
針
に
貫

 
 
 
 
 
 
 
 
す
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
た

 
き
て
、
其
の
衣
の
欄
に
刺
せ
。
」
ど
い
ひ
き
。
故
、
教
の
如
く
し
て
旦
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

 
に
見
れ
ば
、
針
着
け
し
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
て
出
で
て
、
唯

 
 
 
 
 
 
み
わ

 
遺
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
な
り
き
。
…
…
故
、
其
の
麻
の
三
勾
遺
り
し
に
因

 
り
て
、
其
地
を
名
づ
け
て
美
和
と
謂
ふ
な
り
。
（
崇
無
記
・
三
輪
山
伝
説
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
そ

⑯
、
「
其
の
御
子
を
取
ら
む
時
、
乃
ち
其
の
三
王
を
も
掠
ひ
取
れ
。
髪
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か
 
 
 
ひ

 
あ
れ
手
に
も
あ
れ
、
取
り
獲
む
随
に
、
掬
み
て
書
き
出
す
べ
し
。
」
と
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ね

 
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
其
の
后
、
豫
て
其
の
情
を
知
ら
し
め
て
、
悉
に
其
の

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
ワ
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
ワ
 
 
む

 
髪
を
剃
り
1
髪
以
ち
て
其
の
頭
を
覆
ひ
、
、
亦
玉
の
緒
を
腐
し
て
、
三
重
に

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
手
に
纒
か
し
、
且
酒
倉
ち
て
御
衣
を
腐
し
全
き
衣
の
如
服
し
き
。
 
（
垂
仁

 
記
・
豆
本
毘
古
王
の
反
逆
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

㈲
、
 
（
倭
立
命
）
出
雲
建
を
殺
さ
む
と
欲
ひ
て
到
り
ま
し
て
、
即
ち
友
と
結

 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
そ
 
 
 
い
ち
ひ
 
 
 
 
ご
だ
ち

 
り
た
ま
ひ
き
。
故
騒
か
に
赤
濤
以
ち
て
詐
刀
に
作
り
、
御
楓
と
為
て
共
に

 
肥
河
に
沐
し
た
ま
ひ
き
。
爾
に
倭
建
命
、
河
よ
り
先
に
上
り
ま
し
て
、
出

 
雲
建
が
解
き
置
け
る
横
刀
を
取
り
葺
き
て
、
「
刀
を
易
へ
む
。
し
と
重
り
た

 
ま
ひ
き
。
故
後
に
出
雲
蛇
行
よ
り
上
包
て
、
倭
建
命
の
詐
刀
を
楓
き
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
と
ら
 
 
 
 
の

 
是
に
倭
建
命
、
「
い
ざ
預
合
は
さ
む
」
と
跳
へ
て
創
り
た
ま
ひ
き
。
爾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
に
各
其
の
刀
を
抜
き
し
時
、
出
雲
建
詐
刀
を
得
抜
か
ざ
り
き
。
即
ち
倭
建

 
命
、
其
の
刀
を
抜
き
て
出
雲
建
を
打
ち
殺
し
た
ま
ひ
き
。
爾
に
御
歌
よ
み

 
し
た
ま
ひ
し
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
づ
ら
さ
は
ま
む
 
 
 
 
 
 
 
む
む

 
 
や
つ
め
さ
す
 
出
雲
建
が
 
偲
け
る
刀
 
黒
雨
多
脳
き
 
さ
身
無
し
に

 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
あ
は
れ

 
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
 
（
景
行
記
・
倭
建
命
の
西
征
）

⑯
、
爾
に
美
夜
山
巡
売
、
其
れ
襲
の
裾
に
月
経
著
き
た
り
き
。
故
、
其
の
月

 
経
を
見
て
（
倭
建
命
）
御
歌
縛
み
し
た
ま
ひ
し
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 

 
 
ひ
さ
か
た
の
 
天
の
香
具
山
…
…
さ
寝
む
と
は
、
我
は
思
へ
ど
 
汝
が

 
 
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む
 
む
 
む

 
 
著
せ
る
 
襲
の
裾
に
 
月
立
ち
に
け
り

 
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
美
夜
受
比
売
、
御
歌
に
答
へ
て
日
ひ
し
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
高
光
る
 
日
の
御
子
 
や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
 
あ
ら
た
ま
の
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
。
。
。
o
。
 
 
 
 
 
 
。
。
き
へ
。
o
 
う
べ
う
べ

 
 
が
来
経
れ
ば
 
あ
ら
た
ま
の
 
月
は
来
経
往
く
 
歪
な
諾
な
 
君
待
ち

 
 
が
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

．
 
 
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o

 
 
難
に
 
我
が
著
せ
る
 
襲
の
裾
に
 
月
立
た
な
む
よ

 
と
い
ひ
き
。
 
（
景
行
記
・
倭
建
命
の
東
征
）

⑰
、
如
此
歌
ひ
て
幸
行
で
ま
し
し
時
、
御
杖
を
以
ち
て
大
坂
の
道
申
の
大
石

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
を
打
ち
た
ま
へ
ば
、
其
の
石
走
り
避
り
き
。
故
、
諺
に
「
堅
石
も
酔
人
を

（4）

、



亀

 
り
 
 
む

 
避
く
。
し
と
日
ふ
な
り
。
 
（
薫
煙
記
）

⑯
、
是
に
大
雀
命
と
宇
逞
能
和
紀
郎
子
と
二
柱
、
各
天
の
下
を
譲
り
た
ま
ひ

 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
に
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な

 
し
間
に
、
海
人
大
回
を
回
り
き
。
爾
に
兄
は
旧
び
て
弟
に
回
り
、
弟
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ま
た

 
辞
び
て
兄
に
貢
ら
し
め
て
、
相
譲
り
た
ま
ひ
し
間
に
、
既
に
多
の
日
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
旧
き
。
如
此
相
譲
り
た
ま
ふ
こ
と
、
＝
～
時
に
非
ざ
り
き
。
故
、
海
人
既

 
 
 
 
酌
。
。
。
。
。
。
。
 
 
 
 
 
。
。
。
。
。
 
。
。
。
。
。
。

 
に
往
き
還
に
疲
れ
て
泣
き
き
。
故
諺
に
「
海
人
な
れ
や
、
己
が
物
に
因
り

 
り
 
 
む
 
 
む

 
て
泣
く
。
」
と
日
ふ
。
 
（
応
神
記
）

〈
下
 
巻
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ら
は
し

⑲
、
速
総
別
王
、
女
仁
王
、
共
に
逃
げ
退
き
て
、
倉
椅
山
に
騰
り
き
。
是

 
に
速
総
別
王
他
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

 
 
は
し
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
が
 
 
 
 
 
o
。
o
o
o
o
 
 
o
o
o
o
o

 
 
梯
立
て
の
 
倉
椅
山
を
 
写
し
み
と
 
岩
か
き
か
ね
て
 
我
が
手
取
ら

 
 
む
 
 
む

 
 
す
も

 
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
．
（
仁
徳
記
・
速
総
別
王
の
反
逆
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
。
伽
。
㌦
。
。

㈲
、
爾
に
詔
ら
し
め
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
は
夫
に
嫁
は
ざ
れ
。
今
喚
し
て
む
。
」

 
と
の
ら
し
め
た
ま
ひ
て
、
宮
に
還
り
坐
し
き
。
故
、
其
の
赤
猪
子
、
天
皇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
の
命
を
仰
ぎ
待
ち
て
、
既
に
八
十
歳
を
経
き
。
是
に
赤
猪
子
お
も
ひ
け
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
む
む
 
む
 
 
む

 
く
、
命
を
望
ぎ
し
間
に
、
已
に
多
き
年
を
経
て
 
姿
体
痩
せ
萎
み
て
、
更

 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 

 
に
侍
む
所
無
し
。
 
（
雄
略
記
）

⑳
、
 
（
雄
略
天
皇
）
即
ち
天
皇
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
o
 
 
ひ
れ
 
o
 
o
 
o
 
o
 
 
ま
な
ば
し
ら
 
 
o

 
 
も
も
し
き
の
 
大
宮
人
は
 
鶉
鳥
 
領
巾
取
り
懸
け
て
 
鶴
鴇
 
 
尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
 
o
 
o
 
o
 
o
 
 
。
 
。
 
 
o
 
。
 
o
 
。
 
o
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
か
み
つ

 
 
行
き
合
へ
 
庭
雀
 
う
ず
す
ま
り
居
て
 
今
日
も
か
も
 
酒
水
漬
．
く
ら

「
古
事
記
』
の
笑
い
（
下
）

 
し
 
高
光
る
 
日
の
宮
人
 
事
の
語
言
も

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
 
（
雄
略
記
）

是
を
ば

 
以
上
天
地
言
開
か
ら
下
巻
・
雄
略
記
の
天
語
歌
ま
で
、
私
が
、
「
笑
い
」
、

「
お
か
し
さ
」
を
感
じ
る
箇
所
を
全
て
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一

視
点
か
ら
全
体
を
通
覧
す
る
と
幾
つ
か
の
重
要
な
特
徴
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る

よ
う
で
あ
る
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
』
を
神
典
と
す
る
流
れ
の
一
人
で
、

「
う
ひ
山
ふ
み
」
で
は
「
道
を
し
ら
ん
た
め
に
は
、
殊
に
古
事
記
を
さ
き
と
す

べ
し
。
」
と
述
べ
、
 
「
漢
文
の
か
ざ
り
を
ま
じ
へ
た
る
こ
と
な
ど
な
く
、
た
ゴ

古
よ
り
の
伝
説
の
ま
㌧
に
て
記
し
ざ
ま
い
と
く
め
で
た
く
…
」
と
絶
賛
し
て

い
る
。
た
し
か
に
『
古
事
記
」
の
内
容
は
一
応
は
、
序
文
に
言
う
よ
う
に
「
邦

家
の
経
緯
、
王
化
の
旧
基
」
を
正
し
く
明
確
な
も
の
に
成
書
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
天
皇
の
統
治
の
根
源
と
尊
厳
が
一
貫
し
た
体
系
の
も
と
に
巧
み
に

綴
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
料
と
し
た
も
の
の
（
も
っ
ぱ
ら
本
辞
部
分
）
素

顔
や
、
表
現
の
稚
拙
な
部
分
に
は
、
幼
な
子
の
よ
う
な
素
朴
さ
と
Y
庶
民
性
が

．
満
ち
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
二
十
一
例
は
ま
さ
に
そ
う
し
た

表
現
の
古
代
性
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
笑
い
」
を
意
識
し
て
の
結
果
で
生
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
例
示
し
た
以
外
に
も
、
地
名
起
源
説
話
な
ど
に
、
鉤
に
繋
げ
ら
れ
た
水
中
の

よ
う
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ

 
甲
が
、
カ
ワ
ラ
と
鳴
っ
た
の
で
、
其
慮
を
詞
和
羅
前
と
謂
う
 
（
衣
嚢
記
）

な
ど
と
い
う
地
口
め
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
笑
い
に
は
遠
い
と
判
断
し
て
除
い

た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
『
古
事
記
』
の
全
体
に
渡
り
「
笑
い
」
の
要
素
が
、
多

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一

様
な
型
で
見
出
さ
れ
る
事
は
、
ま
さ
し
く
驚
き
で
あ
っ
た
。
前
稿
で
、
「
笑
う
」

と
表
記
さ
れ
た
箇
所
が
六
箇
所
八
例
だ
け
で
あ
り
、
 
「
泣
く
」
の
二
十
箇
所
以

（5）



上
、
四
十
六
例
に
比
し
て
、
用
例
・
用
法
に
お
い
て
少
数
で
あ
る
こ
と
、
を
述
べ

た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
と
対
称
的
な
結
果
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
列
挙
し
た
文
章
を
よ
く
見
る
と
、

 
切
、
神
話
・
伝
説
・
歌
謡
、
諺
等
多
様
な
型
（
も
ち
ろ
ん
以
上
の
も
の
は
複

 
 
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
の
中
で
「
笑
い
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
¢
り
、
 
「
笑
い
」
の
種
類
が
、
普
通
の
、
嘲
笑
・
冷
笑
・
皮
肉
な
笑
い
な
ど
は

 
 
も
と
よ
り
、
比
喩
・
語
呂
合
せ
・
発
想
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
な
ど
と
、
多
種
多

 
 
様
で
あ
る
。

 
の
、
上
・
中
巻
の
有
名
な
、
あ
る
い
は
長
文
の
神
話
や
説
話
の
中
に
「
笑
い
」
・

 
 
が
出
て
い
る
。
の
三
点
が
総
論
と
し
て
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）

次
に
二
十
一
例
を
私
な
り
に
分
類
す
る
と

（
イ
）

（
口
）

（
ハ
）

（
二
）

 
 
（
ホ
）

 
 
（
へ
）

 
 
（
ト
）

と
な
る
。

地
口
型
 
ω
・
ω
・
⑱

比
喩
の
面
白
さ
 
ω
・
⑳

形
状
表
現
の
面
白
さ
 
㈲
・
⑳

機
智
・
計
略
・
妊
計
な
ど
知
的
面
白
さ

●
吟
●
③
●
鋤

・
q
 
 
q
 
 
G

誇
張
の
面
白
さ
 
㈲
・
㈲
・
⑳

失
敗
の
面
白
さ
・
㈲
・
⑩

そ
の
他
．
㈲
・
⑪
・
⑫
・
⑰
・
⑯

ω
・
㈲
・
ω
・
⑱
・
⑯

 
 
 
 
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
な
が
ら
、
何
故
「
笑
い
」

と
関
係
あ
る
箇
所
と
し
て
挙
げ
た
か
も
説
明
し
て
行
き
た
い
。

 
（
イ
）
の
地
口
的
な
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た
詞
和
羅
前
の
例
で
も
分
業
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
か
び

 
に
、
地
名
・
神
名
・
人
名
な
ど
に
数
多
く
見
出
ざ
れ
る
が
、
ω
の
「
高
唱
」

．
↓
「
立
派
な
葦
の
芽
の
男
神
H
国
土
生
長
力
の
神
格
化
」
と
結
び
付
く
と
こ
ろ

は
、
 
「
浮
脂
」
↓
．
「
雲
月
」
↓
「
葦
芽
」
と
続
く
一
文
申
で
あ
る
だ
け
に
、
思

わ
ず
．
「
う
ま
い
な
あ
」
と
言
い
た
く
な
る
。

 
ω
は
天
の
浮
橋
か
ら
伊
予
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
二
神
が
国
土
を
創
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
「
こ
を
ろ
こ
を
ろ
」
と
擬
声
語
を
使
い
、
 
「
海
水
が
矛
の
末
か
ら

し
た
た
り
落
ち
て
、
お
の
ず
か
ら
凝
っ
て
島
に
な
っ
た
」
そ
れ
が
即
ち
「
オ
ノ

ゴ
ロ
島
」
と
地
口
落
ち
的
に
連
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
富
士
谷
御
杖
が

 
 
 
 
注
二

 
『
神
典
言
霊
』
で
解
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
を
専
ら
性
的
な
も
の
と
す
る
な

・
ら
ば
、
「
笑
い
」
の
要
素
は
更
に
強
ま
る
の
で
あ
る
。

 
0
3
は
有
名
な
「
三
輪
山
伝
説
」
の
最
後
に
あ
る
、
三
和
（
三
輪
）
の
地
名
起

 
 
 
 
 
 
 
 
み
わ

源
説
話
部
分
で
、
 
「
三
勾
（
三
三
）
残
っ
た
麻
糸
の
状
態
」
↓
「
三
輪
の
地
名
」

の
転
開
は
、
生
活
必
需
品
の
針
と
糸
が
中
心
素
材
で
あ
る
だ
け
に
美
事
な
落
ち

と
な
っ
て
い
る
。
．

 
 
（
口
）
の
比
喩
の
面
白
い
例
と
し
て
は
、
こ
れ
も
有
名
な
ω
の
天
地
開
闘
神

話
の
中
に
既
に
見
出
さ
れ
る
「
浮
き
し
脂
の
如
く
」
と
「
雲
月
な
す
」
」
「
葦
芽

の
如
く
」
に
と
ど
め
を
さ
す
。
従
来
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
と

の
比
較
や
、
 
『
古
事
記
伝
』
の
解
釈
の
良
し
悪
し
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
し
、

諸
外
国
の
開
闇
神
話
と
の
比
較
も
盛
ん
で
あ
る
が
、
 
『
古
事
記
」
の
時
代
と
、

本
文
そ
の
も
の
を
素
直
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
比
喩
の
面
白
さ
に
最
初
に
注

目
す
べ
巷
で
あ
る
。
国
土
完
成
へ
の
雄
大
な
創
造
神
話
が
、
 
「
動
物
の
脂
肪
の

漂
う
様
」
や
「
早
月
」
「
葦
の
芽
」
に
よ
っ
て
生
き
く
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
又
古
代
人
の
生
活
空
間
と
想
像
力
の
実
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お

け
る
全
世
界
と
個
人
の
生
活
空
間
の
あ
ま
り
の
謹
話
は
、
い
か
に
比
喩
表
現
に

（6）



お
い
て
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
読
む
人
に
微
笑
を
お
こ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
な

い
。
須
佐
之
男
命
の
天
下
を
揺
る
が
す
号
泣
に
、
「
悪
し
き
神
の
声
は
狭
蝿
毒

す
皆
満
ち
」
と
「
夏
五
月
の
蝿
」
を
凄
さ
ま
じ
い
騒
々
し
さ
の
例
と
し
て
挙
げ

た
り
す
る
の
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
。

 
伽
の
歌
謡
歌
詞
の
意
味
は
「
大
宮
の
女
宮
は
、
鶉
の
よ
う
に
領
巾
（
女
性
が
頸
'

か
ら
肩
に
か
け
て
垂
ら
す
布
）
を
懸
け
、
島
蔭
の
よ
う
に
裳
裾
を
交
錯
さ
せ
、

庭
に
居
る
雀
の
よ
う
に
群
れ
騒
い
で
今
日
は
酒
宴
を
し
て
い
る
ら
し
い
…
」
で

あ
る
が
、
女
官
達
の
華
や
か
で
楽
し
げ
な
振
舞
い
が
、
小
鳥
の
姿
形
・
習
性
に

よ
っ
て
三
段
構
成
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
人
間
の
様
子
を
鳥
に
よ
っ
て
描
写
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
け
し

の
は
、
八
千
二
神
の
歌
に
「
ぬ
ば
玉
の
 
黒
き
御
衣
を
 
ま
つ
ぶ
さ
に
 
と
り

よ
そ
 
 
く
 
 
 
 
 
 
ン
ラ
 
 
 
 
 
ラ
 
 
 
 
 
ふ
さ

装
ひ
 
沖
つ
鳥
胸
 
見
る
時
 
は
た
た
ぎ
も
 
こ
は
適
は
ず
…
」
と
あ
る
し
、

仁
徳
記
の
、
女
岨
面
と
速
総
別
の
反
逆
物
語
に
は
、
殆
ん
ど
「
鳥
蓋
く
し
」
と

呼
ん
で
も
よ
い
位
に
鳥
が
頻
出
し
て
い
る
。
特
に
女
前
王
の
所
を
訪
れ
た
仁
徳

 
 
 
お
ほ
さ
ざ
き
の
み
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
き
み

天
皇
（
大
 
雀
 
命
）
が
「
其
の
草
戸
の
閾
（
敷
居
）
の
上
に
坐
し
き
。
」

と
ま
る
で
木
の
枝
に
止
ま
る
小
鳥
を
思
わ
せ
る
書
き
方
で
あ
っ
て
笑
い
を
誘

 
 
 
 
 
 
 
 
う
ね
め

う
。
⑳
の
歌
は
三
重
9
媒
に
関
す
る
三
首
の
天
語
歌
の
最
後
の
一
首
で
、
 
『
古

事
記
伝
』
が
早
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
二
首
と
は
異
質
で
あ
る
が
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
天
皇
讃
歌
と
し
て
の
大
歌
で
あ
る
点
で
は
一
致
す
る
も
の
で

あ
る
。
『
枕
草
子
』
に
言
う
よ
う
に
「
何
も
何
も
小
さ
き
も
の
は
い
と
う
つ
く

し
」
で
、
小
鳥
の
姿
や
動
作
を
女
官
に
移
し
て
描
写
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
や
は

り
笑
い
を
誘
う
要
素
が
多
い
と
思
う
。

 
（
ハ
）
形
状
表
現
の
面
白
さ
、
と
言
う
の
は
ま
こ
と
に
生
硬
な
表
現
で
あ
る

が
、
対
象
壱
見
出
す
目
の
面
白
さ
、
対
象
の
描
写
の
面
白
さ
が
感
じ
ら
れ
る
箇

所
を
挙
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
㈹
は
伝
説
的
に
き
え
な
っ
て
い
る
、
男
性
女
性
の

、
『
古
 
事
 
記
』
 
の
 
笑
 
い
 
（
下
）

肉
体
的
差
違
を
率
直
か
つ
適
切
に
書
い
て
い
る
所
で
あ
る
。
伊
邪
那
岐
・
下
請

那
美
二
神
が
会
話
形
式
で
性
器
の
相
違
を
述
べ
合
う
点
で
は
『
日
本
書
紀
』
も

同
じ
で
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
、

 
 
め
か
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
め
 
 
は
じ
め

 
（
陰
神
）
 
「
吾
が
身
に
一
つ
の
雌
の
元
と
い
ふ
慮
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

 
を

 
陽
神
の
曰
は
く
、
「
吾
が
身
に
属
官
の
元
と
い
ふ
庭
有
り
。
吾
が
身
の
元
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も

 
庭
を
以
て
、
汝
が
身
の
元
の
庭
に
合
せ
む
と
思
欲
ふ
。
」

と
あ
り
、
一
書
の
中
に
も
『
古
事
記
」
の
よ
う
な
伝
講
は
な
い
。
『
古
事
記
』

の
方
が
国
語
的
で
あ
る
し
、
性
器
性
交
の
具
体
的
描
写
は
神
話
的
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
は
従
来
、
い
さ
さ
か
研
究
書
の
避
け
て
通
る
傾
向
に
あ
る
所
だ
が
、
こ

れ
を
単
に
素
朴
な
心
裏
的
辞
句
と
す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
『
古
事
記
』

に
は
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
読
者
に
阿

る
、
あ
る
い
は
迎
え
て
書
こ
う
と
し
た
部
分
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
性
的
で

あ
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
以
上
に
、
そ
の
直
接
的
な
物
言
い
が
特
徴
で
、
そ
れ

は
『
日
本
書
記
』
が
採
ら
な
か
っ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
 
『
古
事

記
」
の
読
者
意
識
は
、
恐
ら
く
、
天
武
天
皇
の
意
図
し
た
も
の
が
、
個
人
的
で

あ
り
，
、
結
果
的
に
も
そ
の
意
志
が
貫
か
れ
た
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
よ
り
権
威
的
で
あ
ろ
う
ど
し
た
り
、
対
外
国
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
れ
ば
失
っ
た
に
違
い
な
い
も
の
、
そ
れ
が
『
古
事
記
』
の
笑
い
と
密
接
に

関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

 
ω
の
巨
を
裂
か
れ
た
海
鼠
の
話
は
、
動
物
形
態
説
明
説
話
、
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
「
A
が
B
で
あ
る
理
由
」
即
ち
、
こ
れ
も
「
事
の
元
」
「
モ
ト
ツ
コ
ト
」

を
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
主
人
公

が
海
鼠
で
あ
る
こ
と
で
奇
妙
な
味
を
持
つ
話
に
な
っ
て
い
る
。
海
中
の
大
小
の

魚
の
中
に
あ
っ
て
（
海
鼠
は
魚
で
は
な
い
が
）
い
か
に
も
た
だ
横
わ
っ
て
い
る
だ

（7）
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け
の
よ
う
な
海
鼠
を
、
返
答
レ
な
い
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
古
代
人
の
着
眼

点
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
る
。
巧
ま
ぎ
る
面
白
さ
な
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
が
、

す
ぐ
前
に
ひ
ら
ぶ
貝
に
手
を
咋
わ
れ
て
溺
れ
よ
う
と
す
る
話
が
あ
る
と
こ
ろ
が

ら
も
、
や
は
り
面
乏
い
話
と
し
て
意
識
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
（
二
）
の
知
的
な
面
白
さ
、
は
『
古
事
記
」
の
一
大
特
徴
で
あ
る
。
 
『
古
事

記
』
の
全
体
を
通
し
て
「
知
の
勝
利
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
戦
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
か

や
、
恋
の
話
で
勝
利
を
得
る
の
は
「
知
力
の
あ
る
者
」
で
あ
り
、
女
性
も
「
賢

し
女
」
 
（
上
巻
・
八
千
矛
神
の
歌
）
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 
ω
は
「
呪
物
投
郷
逃
走
潭
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
世
界
的
に
類
話
が
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
黄
泉
の
国
の
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
女
や
軍
隊
か
ら
、

「
葡
萄
」
 
「
筍
」
 
「
桃
」
に
よ
っ
て
伊
邪
那
岐
命
が
逃
げ
果
せ
る
こ
の
話
の
面

白
さ
は
、
身
に
付
け
て
い
た
髭
と
櫛
を
咄
薩
に
投
げ
る
と
食
べ
物
が
生
え
て
来

る
点
に
あ
る
。
決
し
て
戦
お
う
と
せ
ず
、
逃
げ
に
逃
げ
る
。
あ
わ
や
と
い
う
時

に
食
べ
物
に
救
わ
れ
る
、
そ
こ
に
ス
リ
ル
と
機
智
の
勝
利
が
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

 
㈲
は
後
半
に
書
か
れ
て
い
る
、
八
十
神
の
惨
酷
な
教
示
を
ブ
ラ
の
、
ク
ユ
ー
モ

ア
的
な
も
の
と
し
て
こ
こ
に
数
え
た
い
。
兎
だ
か
ら
こ
そ
歎
さ
れ
た
わ
け
で
、

傷
い
た
身
が
海
水
に
入
り
、
天
日
に
当
れ
ば
、
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
そ
こ
に
思
い
の
致
ら
な
い
兎
は
、
か
わ
い
そ
う
で
は
あ
る
が
笑
う
べ

き
存
在
と
し
て
受
け
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。

 
ω
も
後
半
の
、
大
神
（
須
佐
之
男
命
）
の
贈
爵
を
妻
（
須
佐
之
男
命
の
娘
・

筆
勢
理
豊
里
）
の
助
け
で
切
り
抜
け
る
所
に
、
 
「
知
恵
」
に
よ
っ
て
危
機
を
逃

れ
る
面
白
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。
大
神
の
頭
の
呉
公
を
食
い
ち
ぎ
っ
て
い
る
と

見
せ
か
け
る
為
に
、
椋
の
実
を
噛
み
砕
き
、
口
に
含
ん
だ
赤
土
と
と
も
に
響
き

出
す
。
こ
れ
も
歎
し
が
見
事
に
成
巧
し
た
例
で
あ
る
。

 
⑫
後
半
に
は
片
歌
の
問
答
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
代
の
謎
々
問
答
歌
で
あ
っ

た
。
 
『
記
紀
歌
謡
要
石
」
山
路
平
四
郎
著
が
こ
れ
に
つ
い
て
「
軽
口
問
答
と
も

云
ふ
べ
き
、
機
智
を
主
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
要
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
 
ス
 
ケ
 
ヨ

を
尽
し
て
い
る
と
思
う
。
入
墨
を
し
た
鋭
い
目
の
大
久
米
命
を
見
た
伊
須
気
余

リ
 
ヒ
 
 
メ

理
趣
売
は
、
 
「
ど
う
し
て
、
鳥
の
目
の
よ
う
に
入
墨
を
し
た
鋭
い
目
な
の
で
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
か
ひ
と

か
」
と
謎
を
出
し
て
、
神
武
天
皇
か
ら
「
媒
」
と
さ
れ
た
大
久
米
審
の
資

格
を
諮
し
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
求
婚
者
に
対
す
る
出
題
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
対
し
大
久
米
命
は
「
直
接
お
目
に
か
か
っ
て
、
そ
の
お
美
し
さ
を

確
め
よ
う
と
し
て
入
墨
を
し
た
鋭
い
目
な
の
で
す
。
」
と
切
り
返
す
こ
と
で
見

事
に
謎
を
解
い
た
の
で
あ
る
。
解
釈
の
分
れ
る
歌
問
答
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ

う
に
機
智
を
中
心
と
し
た
面
白
さ
は
、
歌
の
調
子
の
よ
さ
と
と
も
に
私
達
に
も

充
分
伝
っ
て
く
る
。

 
⑬
は
『
古
事
記
』
の
説
法
中
、
最
も
文
学
性
に
富
み
、
完
成
度
の
高
い
．
話

と
し
て
有
名
な
、
佐
保
毘
古
王
の
謀
反
物
語
の
一
節
で
あ
る
。
兄
（
沙
壌
毘

古
）
か
ら
夫
（
会
津
天
皇
）
の
暗
殺
を
依
頼
さ
れ
た
沙
本
毘
売
は
、
三
度
振

り
上
げ
た
短
刀
を
下
す
こ
と
が
出
来
ず
泣
く
が
、
そ
の
涙
で
目
を
覚
し
た
天
皇

に
全
て
を
告
白
し
て
し
ま
う
。
そ
の
射
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
兄
と
と
も
に
稲
城

に
籠
る
が
、
后
の
胎
内
に
は
既
に
天
皇
の
子
が
宿
っ
て
い
た
。
天
皇
が
攻
め
る

の
を
薦
躇
し
て
い
る
問
に
、
出
産
す
る
が
、
天
皇
は
子
供
と
と
も
に
后
も
取
り

戻
せ
と
力
士
に
命
令
す
る
。
そ
れ
を
察
知
し
た
后
の
振
舞
い
は
人
の
意
表
を
突

い
て
面
白
い
。
衣
服
を
腐
ら
せ
る
の
は
中
国
種
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
が
ハ
力

士
の
中
で
も
選
り
す
ぐ
り
の
者
が
見
事
に
失
敗
す
る
辺
で
物
語
は
最
高
調
に
達

す
る
。
ま
さ
し
く
仕
方
咄
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
一
方
に
全
編
を
貫
く
、
兄
弟

（8）

、



愛
（
兄
と
妹
）
と
夫
婦
愛
の
凄
絶
な
葛
藤
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
機
智
の
面
白
さ
が

際
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
㈲
は
、
甘
藷
命
が
自
分
の
木
刀
と
出
雲
建
の
刀
と
を
交
換
し
て
戦
い
、
見
事

に
計
略
通
り
行
っ
て
嘲
笑
の
歌
（
戦
勝
の
歌
で
も
あ
る
）
を
歌
う
と
い
う
話
で
、

敵
を
欺
く
こ
と
は
一
方
で
は
相
手
に
知
恵
で
勝
つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
 
「
ご
た

い
そ
う
な
刀
に
刀
身
が
な
い
と
は
こ
れ
は
お
気
の
毒
さ
ま
」
と
、
木
刀
を
抜
こ

う
と
す
る
出
雲
建
を
冷
た
く
歌
っ
て
突
き
放
す
の
は
、
反
面
は
な
は
だ
惨
酷
で

も
あ
る
。

 
㈲
は
女
性
の
月
経
を
歌
う
極
め
て
特
殊
な
歌
謡
の
問
答
で
あ
る
が
、
内
容
は

機
智
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
倭
建
替
の
歌
は
、
男
歌
の
通
例
と
し
て
コ

刻
も
早
く
共
寝
を
し
た
い
の
に
、
何
と
い
う
こ
と
だ
襲
の
裾
に
経
血
が
着
い
て

い
る
ど
う
し
て
く
れ
る
」
と
逸
る
。
一
方
美
夜
受
比
売
は
、
女
歌
ら
し
く
「
ま

あ
ま
あ
、
あ
せ
ら
な
い
で
わ
が
君
よ
、
貴
方
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
年
月
は
過

ぎ
、
又
新
し
く
月
が
空
に
は
出
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
、
年
月
（
空
の
月
も
含

め
て
）
の
方
へ
話
を
逸
ら
し
て
、
や
ん
わ
り
と
受
け
止
め
て
い
る
。
見
事
な
問

答
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
容
の
特
異
性
も
笑
い
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
⑲
は
、
仁
徳
天
皇
に
反
逆
し
た
、
速
総
別
王
と
女
鳥
王
が
敗
走
し
て
倉
椅
山

を
登
る
時
の
歌
で
あ
る
が
、
『
逸
文
肥
前
国
風
土
記
」
（
『
万
葉
集
註
釈
」
巻
三

所
引
）
に
は
「
杵
島
曲
」
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
が

 
 
あ
ら
れ
ふ
る
 
杵
島
が
嶽
を
 
瞼
し
み
と
 
草
取
り
か
ね
て
 
妹
が
手
を

 
 
取
る

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
『
万
葉
集
」
巻
三
に
も
類
歌
が
あ
る
の
で
、
広
い
範

囲
で
歌
わ
れ
た
民
謡
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
「
岩
を
つ
か
ま
ず
に
、
私
の
手

を
お
つ
か
み
に
な
る
」
と
歌
う
だ
け
の
も
の
で
、
本
来
は
歌
垣
の
歌
で
あ
っ
た

『
古
 
事
 
記
」
 
の
 
笑
 
い
 
（
下
）

か
と
思
わ
れ
る
が
、
単
純
な
変
化
が
そ
れ
だ
け
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

 
（
ホ
）
誇
張
の
面
白
さ
は
、
人
々
め
予
想
を
唱
え
る
と
こ
ろ
に
面
白
味
が
生

れ
る
も
の
で
、
喜
怒
哀
楽
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
だ
け
、
他
人
か
ら
み
る
見
る

と
滑
稽
に
な
る
の
は
よ
く
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
㈲
の
八
千
守
神
が
越
の
国
の
沼
河
比
売
に
求
婚
し
た
歌
は
、
 
「
日
本
中
で
妻

を
探
し
探
し
て
バ
や
っ
と
越
の
国
で
素
晴
し
い
女
性
を
見
つ
け
）
一
番
上
の
衣

も
脱
が
な
い
の
に
婆
・
雑
・
鶏
が
鳴
い
て
夜
が
明
け
て
行
く
、
え
～
い
こ
ん
な

鳥
は
殺
し
て
し
ま
え
」
と
い
う
内
容
で
、
妻
問
い
に
来
て
果
た
せ
な
い
男
の
激

情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
㌻
古
代
の
英
雄
神
大
国
主
命
で
あ
る
だ
け
に
一
層

お
か
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
神
も
人
も
同
じ
次
元
で
捕
え
ら
れ
て
い
る
の
も
人

々
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

 
⑲
で
は
、
大
国
主
命
と
と
も
に
国
作
り
を
し
た
、
少
名
爵
古
言
神
が
い
か
に

小
さ
か
っ
た
か
が
「
指
の
間
か
ら
洩
れ
落
ち
た
子
」
で
あ
る
と
言
う
、
動
産
今

日
御
祖
命
の
言
葉
で
コ
ー
モ
ラ
ス
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
。

 
⑫
①
の
話
は
「
引
田
部
の
赤
猪
子
の
話
し
」
と
し
て
有
名
な
も
の
で
、
雄
略
天

皇
が
迎
え
に
来
る
と
言
っ
た
言
葉
を
信
じ
て
八
十
年
間
待
っ
て
い
た
女
性
の
話

で
あ
る
。
三
輪
川
で
洗
濯
を
し
て
い
た
娘
が
、
天
皇
の
一
言
を
信
じ
て
八
十
年

の
歳
月
を
空
し
く
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
は
な
は
だ
惨
酷
な
話
で
は
あ
る
が
、

文
章
の
調
子
か
ら
言
っ
て
も
「
八
十
年
」
の
期
間
か
ら
見
て
も
、
悲
劇
と
だ
け

の
受
取
り
方
は
『
古
事
記
』
の
時
代
に
お
い
て
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
誇
張

さ
れ
た
数
字
、
全
く
忘
れ
て
い
た
天
皇
の
驚
き
の
描
写
な
ど
、
や
は
り
一
種
の

滑
稽
讃
と
し
て
受
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
（
へ
）
失
敗
の
面
白
さ
は
、
他
人
・
第
三
者
が
、
当
事
者
の
徒
労
を
見
て
感

（9）



'

じ
る
も
の
で
、
質
の
よ
く
な
い
笑
い
で
は
あ
る
が
、
最
も
人
間
的
な
笑
い
か
も

し
れ
な
い
。

 
㈲
の
前
半
、
和
遡
を
九
分
九
厘
欺
い
た
兎
が
、
地
面
に
降
り
よ
う
と
し
た
時
、

つ
い
本
当
の
事
を
話
し
て
、
捕
え
ら
れ
皮
を
剥
が
れ
て
し
ま
う
箇
所
で
あ
る

が
、
兎
の
計
略
の
す
ば
ら
し
さ
（
喜
雨
の
数
を
算
え
る
と
言
っ
て
そ
の
背
中
を

橋
代
り
に
使
う
）
が
一
瞬
の
油
断
か
ら
大
悲
劇
へ
と
転
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
笑

い
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

 
0
0
猿
田
毘
古
説
ほ
ど
の
も
の
が
、
貝
に
手
を
は
さ
ま
れ
て
溺
れ
よ
う
と
は
、

一
瞬
も
気
を
ゆ
る
せ
な
い
海
の
漁
の
厳
レ
さ
と
同
時
に
、
貝
に
殺
さ
れ
よ
う
と

し
た
失
敗
の
意
外
性
が
笑
い
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
．

 
（
ト
）
、
（
イ
）
～
（
へ
）
ま
で
の
分
類
に
入
れ
か
ね
た
も
の
を
順
次
挙
げ
て
行

こ
》
つ
。

 
㈲
は
、
乱
暴
極
ま
り
な
い
須
佐
之
男
命
が
鼻
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

 
α
D
は
有
名
な
海
幸
彦
と
山
幸
彦
の
話
で
あ
る
が
、
今
注
目
し
た
い
の
は
、
魚

た
ち
が
「
鯛
さ
ん
が
喉
に
骨
が
さ
さ
っ
て
食
事
が
出
来
な
い
と
痛
が
っ
て
い
ま

す
、
だ
か
ら
（
な
く
さ
れ
た
鉤
を
取
っ
た
の
は
）
き
っ
と
あ
い
つ
で
す
よ
」
と

海
神
に
話
す
所
で
あ
る
。
鰻
は
魚
の
骨
の
事
だ
か
ら
、
右
の
言
葉
は
な
ん
と
も

言
え
な
い
面
白
味
が
あ
る
。

 
吻
の
前
半
、
野
に
遊
ぶ
七
人
の
女
工
の
中
で
、
誰
を
妻
に
し
た
い
か
と
大
久

爺
婆
に
聞
か
れ
た
神
武
天
皇
は
、
先
頭
を
行
く
伊
雪
気
余
業
比
売
に
十
分
気
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
「
ま
あ
、
ど
の
女
性
か
と
言
は
れ
れ
ば
、
先
頭
を
行

く
年
嵩
の
子
に
で
も
白
羽
の
矢
を
立
て
ま
し
ょ
う
か
（
妻
と
し
よ
う
）
」
と
、

わ
ぎ
と
不
満
気
に
答
え
て
い
る
。
人
々
の
意
表
を
突
い
て
い
て
面
白
い
。

 
㈹
は
諺
の
一
つ
で
、
文
字
通
り
「
酔
っ
ぱ
ら
い
に
は
石
で
も
逃
げ
出
す
。
」

と
、
正
気
を
失
っ
た
泥
酔
者
の
恐
ろ
し
さ
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
も
昔
も

酒
に
関
す
る
歌
や
話
は
多
い
が
『
古
事
記
』
に
も
「
酒
楽
之
歌
」
を
は
じ
め
と

し
て
歌
謡
に
説
話
に
と
、
酒
が
主
題
の
も
の
が
少
く
な
い
が
、
こ
の
諺
は
人
情

の
機
微
を
穿
っ
て
い
て
他
に
例
が
な
い
。

 
⑯
も
諺
で
、
意
味
は
「
普
通
は
物
が
無
く
て
泣
く
の
に
、
海
人
は
自
分
の
持

っ
て
い
る
物
で
泣
く
。
」
と
い
う
。
常
識
と
逆
な
結
果
が
起
っ
た
時
言
う
諺
で

一
あ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
」
で
は
仁
徳
紀
に
ほ
ぼ
同
じ
話
と
諺
が
あ
る
が
、
そ
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ざ

ら
の
方
で
は
「
鮮
魚
」
が
「
鮫
れ
る
（
く
さ
る
）
か
否
か
で
海
入
が
苦
労
す
る

点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
，
（
四
）

 
『
古
事
記
』
の
中
で
「
笑
い
」
と
関
係
す
る
と
思
う
所
を
検
討
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
こ
ま
か
く
考
え
れ
ば
も
う
少
し
対
象
は
増
え
る
に
し
て
も
、
大
筋

右
に
述
べ
た
所
に
含
ま
れ
る
と
思
う
。
『
古
事
記
』
の
世
界
は
確
か
に
広
く
、

複
雑
な
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
字
数
か
ら
言
え
ば
そ
れ
程
大
部
の
書
物
で

は
な
い
、
む
し
ろ
小
冊
子
と
言
え
る
方
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
二
回
に
わ
た
っ

て
検
討
し
た
よ
う
に
、
多
様
な
「
笑
い
し
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ

れ
が
『
古
事
記
』
の
文
学
性
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
た
こ
と
は
確
か
め
得
た

よ
う
に
思
う
。
．
「
笑
い
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
か
ら
現
代
ま

で
、
哲
学
者
を
は
じ
め
と
す
る
幾
多
の
人
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
「
笑
い
」
が
人
間
存
在
と
大
い
に
関
係
あ
る
事
を
全
て
の
入
が
知
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
日
本
最
初
の
作
品
で
あ
る
『
古
事
記
』
に
右
に
見
て
来

た
よ
う
な
「
笑
い
」
が
満
ち
て
い
た
し
、
そ
れ
は
古
代
日
本
人
の
健
康
で
明
る

い
性
状
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

（10）
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い
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