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「
古
風
土
記
の
大
国
主
神
」
考
（
上
）

神

　
記
紀
に
「
国
譲
り
の
神
」
即
ち
天
孫
降
臨
以
前
の
地
上
界
の
頭
領
と
し
て
登
場
す
る
大
国
主
神
は
、

名
を
も
つ
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

田

血
ノ、

城

次
に
示
す
よ
う
に
、
多
く
の
亦
の

大
国
主
神
。
亦
の
名
は
大
穴
牟
遅
神
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
葦
原
色
許
男
神
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
八
千
矛
神
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
宇
都

志
国
玉
神
と
謂
ひ
、
併
せ
て
五
つ
の
名
有
り
。
（
古
事
記
）

大
国
主
神
、
亦
の
名
は
大
物
主
神
、
亦
は
国
作
大
己
貴
命
と
号
す
。
亦
は
葦
原
醜
男
と
日
す
。
亦
は
八
千
文
神
と
日
す
。
亦
は
大
国

玉
神
と
日
す
。
亦
は
顕
国
玉
神
と
日
す
。
（
書
紀
第
八
段
一
書
第
六
）
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ま
た
、
「
国
譲
り
」
の
前
段
を
な
す
も
の
と
し
て
大
国
主
神
の
「
国
づ
く
り
」
の
話
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

正
確
に
言
え
ば
、
大
国
主
神
の
「
国
づ
く
り
」
の
こ
と
は
、
書
紀
の
本
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
総
じ
て
見
れ
ば
、
孤
立
的
な
別
伝
と
し
て
掬

い
取
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
第
八
段
一
書
第
六
）
。

　
し
か
し
、
本
稿
は
記
紀
の
違
い
に
言
及
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
次
の
事
実
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
古
事
記
や
書
紀
が
編
纂
さ
れ
た
頃
に
、
「
大
国
主
神
の
『
国
づ
く
り
』
」
の
話
が
存
在
し
て
い
て
、
中
央
の
編
纂
に
あ
た
る
者
の
手
元

　
　
に
は
、
そ
れ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
記
紀
な
る
書
の
歴
史
的
記
述
の
流
れ
の
な
か
で
そ
れ
の
置
か
れ
る
べ
き
場
所
は
、
「
国
譲
り
」



　
　
の
前
段
で
あ
る
こ
と
を
要
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
口
に
「
国
づ
く
り
」
と
言
い
習
わ
し
て
い
る
が
、

と
す
る
と
、
記
紀
の
記
述
は
意
外
な
程
に
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。

そ
の
具
体
的
な
内
容
（
作
業
）
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
見
極
め
よ
う

○
故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
、
其
の
八
十
神
を
追
ひ
避
く
る
時
に
、
坂
の
御
尾
毎
に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
瀬
毎
に
追
ひ
擾
ひ
て
、

始
め
て
国
を
作
り
た
ま
ひ
き
。

○
（
神
産
巣
日
御
祖
命
）
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
（
略
）
汝
（
略
）
其
の
国
を
作
り
堅
め
よ
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
爾
れ
よ
り
、
大

穴
牟
遅
と
少
毘
古
那
と
、
二
柱
の
神
相
並
ば
し
て
、
こ
の
国
を
作
り
堅
め
た
ま
ひ
き
。

○
是
に
大
国
主
神
、
愁
ひ
て
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
独
り
し
て
何
に
か
能
く
此
の
国
を
得
作
ら
む
。
敦
れ
の
神
と
吾
と
、
能
く
此

の
国
を
相
作
ら
む
や
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
の
時
に
海
を
光
し
て
依
り
来
る
神
あ
り
き
。
其
の
神
の
言
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
能
く

我
が
前
を
治
め
ば
、
吾
能
く
共
与
に
相
作
り
成
さ
む
。
若
し
然
ら
ず
ば
国
成
り
難
け
む
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
（
以
上
『
古
事
記
』
）

○
夫
の
大
己
貴
命
と
、
少
彦
名
命
と
、
力
を
鐵
せ
心
を
一
に
し
て
、
天
下
を
経
営
る
。
復
顕
見
蒼
生
及
び
畜
産
の
為
は
、
其
の
病
を

療
む
る
方
を
定
む
。
又
、
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
嬢
は
む
が
為
は
、
其
の
禁
厭
む
る
法
を
定
む
。
是
を
以
て
、
百
姓
、
今
に
至
る
ま

で
に
、
威
に
恩
頼
を
蒙
れ
り
。
嘗
、
大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
に
謂
り
て
曰
は
く
、
「
吾
等
が
所
造
る
国
、
豊
善
く
成
せ
り
と
謂
は
む

や
」
と
の
た
ま
ふ
。

○
自
後
、
国
の
中
に
未
だ
成
ら
ざ
る
所
を
ば
、
大
己
貴
神
、
独
能
く
巡
り
造
る
。
「
遂
に
出
雲
国
に
到
り
て
、
乃
ち
興
言
し
て
曰
は

く
、
「
夫
れ
葦
原
中
国
は
、
本
よ
り
荒
芒
び
た
り
。
磐
石
草
木
に
至
及
る
ま
で
に
、
威
に
能
く
強
暴
る
。
然
れ
ど
も
吾
己
に
催
き
伏

せ
て
、
和
順
は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
遂
に
因
り
て
言
は
く
、
「
今
此
の
国
を
理
む
る
は
、
唯
し
吾
一
身
の
み
な
り
。

其
れ
吾
と
共
に
天
下
を
理
む
べ
き
者
、
蓋
し
有
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
神
し
き
光
り
海
に
照
し
て
、
忽
然
に
浮
び
来
る
者
あ

り
。
曰
は
く
、
「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平
け
ま
し
や
。
吾
が
在
る
に
由
り
て
の
故
に
、
汝
其
の
大
き
に
造
る

績
を
建
つ
こ
と
得
た
り
」
と
い
ふ
。
（
以
上
『
書
紀
一
書
第
六
』
）
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古
事
記
で
は
「
（
国
）
作
・
作
堅
・
作
成
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
行
為
の
描
写
は
な
い
。

　
ま
た
、
書
紀
で
は
「
経
営
・
（
所
）
造
・
（
巡
）
造
・
平
・
理
」
等
の
表
現
が
用
い
て
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に

少
し
ず
つ
「
ず
れ
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
考
え
る
べ
き
問
題
を
遺
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
今
日
の
我
々
に
は
そ
の
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
思
い
描
く
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。

　
た
し
か
に
書
紀
に
は
「
医
療
方
」
「
禁
厭
法
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
文
脈
に
よ
れ
ば
天
下
経
営
に
付
随
す
る
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
全
て
を
含
ん
で
大
国
主
神
の
造
国
の
業
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
主
体
た
る
「
天
下
経
営
」
の

実
態
は
不
明
確
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
、
大
国
主
神
に
示
さ
れ
た
多
く
の
亦
の
名
は
、
元
来
そ
れ
ぞ
れ
に
個
々
の
独
立
し
た
神
格
で
あ
っ
た
も
の
を

『
「
記
紀
」
な
る
世
界
（
大
和
朝
廷
の
神
話
）
の
構
築
』
と
い
う
枠
組
の
な
か
で
統
合
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
紀
の
当
該
神
名
の
記

述
の
あ
り
方
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
記
紀
が
成
っ
た
時
点
に
お
い
て
未
だ
大
国
主
神
な
る
名
称
が
確
と
し
た
「
市
民
権
」
を
得
る
に
至
っ

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
亦
の
名
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
個
々
の
神
々
の
う
ち
の
幾
柱
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
名
称

の
も
と
に
、
古
風
土
記
の
中
に
活
々
と
し
た
活
動
の
跡
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
記
紀
に
格
別
記
さ
れ
て
い
な
い
「
国

づ
く
り
の
実
態
」
は
、
個
々
の
神
格
が
世
に
遺
し
て
い
る
行
動
ー
古
風
土
記
に
記
し
留
め
ら
れ
た
よ
う
な
、
人
々
が
生
活
の
場
を
通
じ

て
承
知
し
て
い
る
各
々
の
神
の
事
跡
i
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。

　
つ
ま
り
、
記
紀
を
目
に
す
る
者
は
、
大
国
主
神
の
国
づ
く
り
の
条
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
亦
の
名
に
掲
げ
ら
れ
た
神
の
名
を
見
、
そ
こ
に

そ
れ
ぞ
れ
の
神
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
各
自
の
知
識
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
し
な
が
ら
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
説
明
の
乏
し
い
部
分
は

読
み
手
が
自
己
の
知
見
で
自
動
的
に
補
う
と
い
う
の
が
、
人
の
脳
の
自
然
な
働
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
述
べ
た
よ
う
に
亦
の
名
に
統
合
さ
れ
た
個
々
の
神
の
事
跡
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
の
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
一
端
が
今

日
の
我
々
の
手
元
に
遺
さ
れ
た
、
古
風
土
記
と
い
う
書
物
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
古
風
土
記
に
記
さ
れ
た
亦
の
名
に
該
当
す
る
神
の
事
跡
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
が
国
づ
く
り
を
如
何
な
る
内

容
の
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
か
を
探
る
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
古
風
土
記
と
は
言
っ
て
も
、
単
純
に
、
民
間
伝
承
そ
の
も
の
の
羅
列
な
ど
と
考
え
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
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と
、
い
ず
れ
記
紀
よ
り
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
は
、
記
紀
の
記
載
と
重
な
り
合
う
事
項
の
場
合
、
そ
の
影
響
関
係
を
考
慮
に
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
大
国
主
神
の
国
づ
く
り
し
に
つ
い
て
は
、
見
た
よ
う
に
記
紀
に
具
体
的
描
写
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
古

風
土
記
の
記
述
を
通
じ
て
、
ほ
ぼ
往
時
の
人
の
脳
裏
に
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
個
々
の
記
事
に
当
時

の
人
々
ー
む
ろ
ん
風
土
記
ご
と
に
そ
の
レ
ベ
ル
は
一
様
で
は
な
い
ー
が
各
々
の
神
に
託
し
た
機
能
が
示
さ
れ
て
お
り
、
人
々
が
記
紀

で
大
国
主
神
の
亦
の
名
を
目
に
す
れ
ば
、
自
ず
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
導
き
出
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
よ
し
ん
ば
、
風
土
記
の
描
写
が
全
く
記
紀
の
影
響
下
に
あ
る
と
仮
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
々
が
記
紀
の
国
づ

く
り
に
対
し
て
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
何
に
せ
よ
、
風
土
記
の
記
述
を
辿
る
こ
と
で
、
「
大
国
主
神

の
国
づ
く
り
」
の
、
記
紀
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
具
体
的
な
中
身
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
そ
こ
で
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
、
ま
た
同
時
に
各
神
名
を
構
成
し
て
い
る
コ
ト
バ
そ
の
も
の
の
表
わ
し
て
い
る
意
味
も
視
野
に
置
き

つ
つ
、
古
風
土
記
に
記
し
留
め
ら
れ
た
全
事
例
を
通
覧
し
て
、
そ
こ
に
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
「
大
国
主
神
の
国
づ
く
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

追
っ
て
み
た
い
。
な
お
こ
の
作
業
は
、
大
国
主
神
－
就
中
そ
の
神
格
の
中
核
を
な
す
オ
ホ
ナ
ム
チ
ー
に
つ
い
て
従
来
言
わ
れ
、
筆
者

も
度
々
言
及
し
て
い
る
「
農
耕
神
的
な
性
格
が
色
濃
い
」
こ
と
の
再
確
認
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
予
め
記
し
て
お
く
。

ま
た
、
言
う
ま
で
も
な
く
全
て
の
事
例
が
「
記
紀
の
『
国
づ
く
り
』
」
に
通
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
、
そ
の

神
の
イ
メ
ー
ジ
に
含
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
し
、
全
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
理
解
が
恣
意
に
亙
っ
て
い
る

場
合
の
読
者
諸
氏
の
チ
ェ
ッ
ク
も
容
易
と
な
ろ
う
か
ら
、
と
も
か
く
も
全
事
例
の
検
討
を
披
歴
し
て
お
き
た
い
。
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大
国
主
神
の
亦
の
名
の
う
ち
、
古
風
土
記
に
見
え
る
の
は
、
主
と
し
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
オ
ホ
ナ

ム
チ
こ
そ
は
、
大
国
主
神
の
名
で
統
合
さ
れ
て
い
る
神
の
根
幹
と
な
る
神
格
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
風
土
記
の
記
事
も
多
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
例
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

【
播
磨
國
風
土
記
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
当
風
土
記
に
は
「
大
汝
命
」
と
表
記
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
記
事
が
七
例
あ
る
。



　
①
錺
磨
郡
伊
和
里
　
昔
、
大
汝
命
の
み
子
、
火
明
命
、
心
行
甚
強
し
。
こ
こ
を
以
ち
て
、
父
の
神
患
へ
ま
し
て
、
遁
れ
棄
て
む
と
欲
し

ま
し
き
。
乃
ち
、
因
達
の
神
山
に
到
り
、
其
の
子
を
遣
り
て
水
を
汲
ま
し
め
、
未
だ
還
ら
ぬ
以
前
に
、
即
て
発
船
し
て
、
遁
れ
去
り
た
ま

ひ
き
。
こ
こ
に
、
火
明
命
、
水
を
汲
み
還
り
来
て
、
船
の
発
で
去
く
を
見
て
、
即
ち
大
き
に
瞑
怨
る
。
傍
り
て
波
風
を
起
こ
し
て
、
そ
の

船
に
追
ひ
迫
り
き
。
こ
こ
に
、
父
の
神
の
船
、
進
み
行
く
こ
と
能
は
ず
し
て
、
遂
に
打
ち
破
ら
れ
き
。
こ
の
所
以
に
、
其
処
を
船
丘
と
号

け
、
波
丘
と
号
く
。
琴
落
ち
し
処
は
、
即
ち
琴
神
丘
と
号
け
、
箱
落
ち
し
処
は
、
即
ち
箱
丘
と
号
け
、
杭
匝
落
ち
し
処
は
、
匝
丘
と
号

け
、
箕
落
ち
し
処
は
、
働
ち
箕
形
丘
と
号
け
、
甕
落
ち
し
処
は
、
傍
ち
甕
丘
と
号
け
、
稲
落
ち
し
処
は
、
即
ち
稲
牟
礼
丘
と
号
け
、
胃
落

ち
し
処
は
、
即
ち
冑
丘
と
号
け
、
沈
石
落
ち
し
処
は
、
即
ち
沈
石
丘
と
号
け
、
綱
落
ち
し
処
は
、
即
ち
藤
丘
と
号
け
、
鹿
落
ち
し
処
は
、

即
ち
鹿
丘
と
号
け
、
犬
落
ち
し
処
は
、
即
ち
犬
丘
と
号
け
、
鷲
子
落
ち
し
処
は
、
即
ち
日
女
道
丘
と
号
く
。
そ
の
時
、
大
汝
の
神
、
妻
の

弩
都
比
売
に
謂
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
悪
き
子
を
遁
れ
む
と
為
て
、
返
り
て
波
風
に
遇
ひ
、
太
く
辛
苦
め
ら
れ
つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
こ
の
所
以
に
、
号
け
て
、
瞑
塩
と
い
ひ
、
苦
の
斉
と
い
ふ
。

幽
〔
考
〕
こ
こ
に
は
格
別
「
国
づ
く
り
」
と
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
他
の
風
土
記
に
も
見
え
て

い
る
「
子
供
の
親
い
じ
め
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
パ
タ
ー
ン
の
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
根
源
的
な
意
義
も
不
明
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
神
が
、
乱
暴
な
息
子
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
か
え
っ
て
ひ
ど
い
目
に
遭
う
と
い
う
、
人
間
社
会
の
家
庭
に
し
ば
し
ば
あ
り

そ
う
な
出
来
事
の
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
事
記
に
、
大
国
主
神
の
亦
の
名
の
一
つ
ヤ
チ
ホ
コ
の
名
で
記
さ
れ
る
神
が
、

「
妻
の
嫉
妬
に
た
え
ら
れ
な
く
て
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
夫
」
と
い
う
姿
を
見
せ
て
い
る
の
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
点
、
記
憶

に
留
め
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
ご
く
普
通
の
人
間
に
起
り
そ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
基
調
と
し
て
い
る
点
は
、
⑤
の
事
例
の
な
か
で
併
せ
考

え
た
い
。
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②
錺
磨
郡
枚
野
里
　
筥
丘
と
称
ふ
所
以
は
、
大
汝
少
日
子
根
命
、
日
女
道
丘
の
神
と
期
り
会
ひ
ま
し
し
時
、
日
女
道
丘
の
神
、
こ
の
丘

に
、
食
物
、
及
、
筥
の
器
等
の
具
を
備
へ
き
。
故
、
筥
丘
と
号
く
。

〔
考
〕
こ
こ
は
、
神
名
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
と
が
合
体
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
両
神
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深

い
例
だ
が
、
今
は
そ
の
こ
と
は
お
い
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
の
例
と
い
う
こ
と
だ
け
を
見
る
。



　
す
る
と
、
こ
れ
は
「
期
り
」
「
会
ひ
」
と
あ
る
か
ら
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
日
女
道
丘
の
神
と
の
婚
姻
（
通
婚
）
に
ま
つ
わ
る
話
し
で
あ
る
。

姫
神
が
丘
上
に
設
け
た
の
は
、
通
い
来
る
夫
神
へ
の
饗
応
の
用
意
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
こ
こ
か
ら
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
や
っ
て
来
て
食

事
を
す
る
神
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
他
の
事
例
に
も
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
こ
と
、
当
面
指
摘
だ
け
に
留
め
て

お
く
が
、
な
お
⑦
の
事
例
考
察
の
な
か
で
触
れ
る
。

③
揖
保
郡
御
橋
山
　
大
汝
命
、
俵
を
積
み
て
橋
を
立
て
ま
し
き
。
山
の
石
、
橋
に
似
た
り
。
故
、
御
橋
山
と
号
く
。

〔
考
〕
こ
の
「
橋
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
大
系
頭
注
に
よ
れ
ば
、
崖
を
な
し
て
い
て
屏
風
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
由
だ
が
、
残
念
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
と
に
筆
者
未
見
に
し
て
そ
の
規
模
、
形
態
に
つ
い
て
不
分
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
風
土
記
の
記
載
を
頼
り
に
類
推
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
が
、
俵
を
「
積
む
」
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
「
下
か
ら
上
へ
」
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
加
え
て
「
橋
を
立
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
や
、

現
在
に
「
屏
風
岩
」
と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
垂
直
的
に
屹
立
す
る
態
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
か
。
そ
の
場
合
は
、
例
え
ば
天

と
地
と
を
繋
ぐ
「
天
の
橋
立
」
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
の
「
橋
」
で
あ
れ
ば
、
宇
宙
論
的
な
神
話
と
い
う
壮
大
な
背
景
を
想
定
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
一
方
、
山
の
斜
面
に
添
う
よ
う
な
階
段
状
の
も
の
、
即
ち
キ
ザ
ハ
シ
様
の
も
の
で
、
斜
面
の
往
来
に
益
す
る
機
能
を
も
つ
も

の
と
し
て
の
「
階
段
」
と
見
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
人
文
的
・
文
化
的
な
も
の
の
建
設
に
か
か
わ
る
仕
業
と
な
ろ
う
。

　
た
だ
し
こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
伝
承
が
、
当
風
土
記
印
南
郡
益
気
里
の
条
に
あ
る
。

6一

此
の
里
に
山
あ
り
。
名
を
斗
形
山
と
い
ふ
。
石
を
以
ち
て
斗
と
乎
気
と
を
作
れ
り
。
故
、
斗
形
山
と
い
ふ
。
石
の
橋
あ
り
。

伝
へ
て
い
へ
ら
く
、
上
古
の
時
、
此
の
橋
天
に
至
り
、
八
十
人
衆
、
上
り
下
り
往
来
ひ
き
。
故
、
八
十
橋
と
い
ふ
。

　
大
系
本
頭
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
斗
形
山
に
比
定
さ
れ
る
山
が
現
存
し
、
そ
の
山
の
東
南
麓
に
「
石
の
階
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
実

際
に
ど
の
よ
う
な
形
状
の
も
の
か
、
こ
れ
ま
た
筆
者
未
見
に
し
て
要
領
を
得
な
い
が
、
そ
の
大
小
の
程
度
は
と
も
か
く
、
「
石
の
階
」
と

い
う
頭
注
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
恐
ら
く
石
が
階
段
状
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
こ
の
所
伝
か
ら
す
れ
ば
、
本
項
の
例
が
階
段

状
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
天
地
を
繁
ぐ
通
路
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
な
し
と
し
な
い
。



　
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
そ
の
材
料
が
「
俵
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
俵
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
藁
1
1
稲
や
麦

の
茎
を
編
ん
だ
も
の
で
、
各
々
の
生
業
に
よ
っ
て
そ
の
用
途
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
、
広
く
一
般
に
は
、
主
と
し
て
穀
物
を
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
の
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
原
料
も
そ
の
用
途
も
す
ぐ
れ
て
農
耕
的
な
モ
ノ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
文
脈
か
ら
す
る
と
、
恐
ら
く
人
為
的
な
（
ー
自
然
に
で
き
た
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
）
「
橋
」
な
る
も
の
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
「
石
」
の

一
群
？
　
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
現
存
の
物
体
を
核
と
し
て
生
じ
た
説
話
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
結
び
付
い
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
形
成
過
程
は
不
明
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
「
俵
」
と
い
う
農
耕
に
密
接
な
モ
ノ
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
し

て
お
い
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
の
場
合
、
御
橋
山
の
石
の
形
が
「
俵
」
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
わ
け
だ

が
、
少
な
く
と
も
そ
の
「
俵
」
が
農
耕
生
活
と
深
く
関
わ
り
の
あ
る
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
話
が
「
俵
を
積

む
」
と
い
う
行
為
を
用
意
に
想
起
す
る
よ
う
な
、
農
耕
に
携
わ
る
人
々
に
担
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
想
定
し
て
お
い

て
よ
か
ろ
う
。

　
あ
る
い
は
、
「
俵
を
積
む
」
と
い
う
よ
う
な
行
為
に
は
、
穀
物
を
高
く
積
み
上
げ
て
穀
霊
を
迎
え
る
と
い
っ
た
儀
礼
の
背
景
な
ど
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
穀
霊
に
つ
い
て
は
三
品
博
士
に
詳
細
な
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
孫
降
臨
神
話
の
分
析
を
通
じ
て

示
さ
れ
た
穀
霊
の
様
態
は
、
地
上
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
収
穫
さ
れ
た
穀
物
め
が
け
て
、
上
天
よ
り
下
り
来
る
も
の
の
ご
と
く
、
さ
す
れ
ば

う
ず
た
か
く
積
み
上
げ
た
穀
物
は
正
に
上
界
と
地
上
の
二
つ
の
世
界
を
繋
ぐ
通
路
1
1
橋
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
だ
、
実
際
の
儀
礼
行
為
と
し
て
「
俵
」
に
詰
め
た
形
で
穀
物
を
積
む
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
残
念
な
が
ら
現
在
の

筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
常
識
的
に
は
円
錐
の
よ
う
な
形
に
稲
を
置
き
、
そ
の
尖
っ
た
頂
点
に
穀
霊
が
来
臨
す
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
未
検
討
の
事
項
を
先
取
り
す
る
の
愚
を
敢
え
て
お
か
す
な
ら
ば
、
当
該
の
説
話
の
主
体
オ
ホ
ナ
ム
チ

は
、
例
え
ば
次
項
に
も
「
稲
を
積
み
上
げ
る
」
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
、
極
め
て
直
接
的
に
穀
物
と
の
関
わ
り
の
示
さ
れ
て
い
る
事
例
が

い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
神
が
営
々
と
し
て
積
み
上
げ
た
俵
の
イ
メ
ー
ジ
の
背
後
に
、
「
穀
霊
」
な
る
神
的
な

霊
力
を
迎
え
る
施
設
と
し
て
の
穀
物
の
山
の
姿
を
見
出
す
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
の
検
討
に
価
し
よ
う
。

　
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
斗
形
山
の
例
が
、
同
じ
く
「
石
の
橋
」
の
話
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
造
り
主
の
伝
を
伴
わ
な
い
。
そ
れ
と
本
項
の

例
と
見
比
べ
る
な
ら
ば
、
本
例
で
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
俵
を
積
ん
だ
こ
と
が
ま
ず
語
ら
れ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
牽
強
な
も
の
言
い
を
す
れ

7



ば
、
あ
た
か
も
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
俵
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。
あ
る
い
は
こ
う
い
っ
た
点
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ

と
農
耕
文
化
と
の
結
び
付
き
と
い
う
範
疇
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
俵
に
つ
い
て
、
現
実
の
土
木
工
事
の
現
場
に
即
し
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
今
日
の
我
々
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
例
え

ば
中
に
土
を
詰
め
た
土
嚢
様
の
も
の
な
ど
も
思
い
浮
ぶ
が
、
古
代
の
工
事
で
、
運
搬
に
モ
ッ
コ
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
た
こ
と
は
あ
る
よ

う
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
恒
久
的
な
設
備
の
造
営
の
材
と
し
て
そ
う
い
っ
た
も
の
を
用
い
た
と
い
う
例
は
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
無

い
よ
う
だ
。

④
揖
保
郡
稲
種
山
　
大
汝
命
と
少
日
子
根
命
と
二
柱
の
神
、
神
前
の
郡
塵
岡
の
里
の
生
野
の
寄
に
在
し
て
、
此
の
山
を
望
み
見
て
、
の
り

た
ま
ひ
し
く
、
「
彼
の
山
は
、
稲
種
を
置
く
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
、
稲
種
を
遣
り
て
、
此
の
山
に
積
み
ま
し
き
。
山
の
形
も

稲
積
に
似
た
り
。
故
、
号
け
て
稲
種
山
と
い
ふ
。

〔
考
〕
出
雲
国
風
土
記
の
第
2
9
例
（
左
に
掲
ぐ
）
に
同
じ
二
柱
の
神
に
よ
る
稲
種
将
来
の
話
が
あ
り
、
こ
こ
の
例
と
相
ま
っ
て
、
オ
ホ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

．
豚
籔
磐
講
聴
轄
饗
莇
鉾
装
暴
総
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
探
し
て
い
る
一
程
の
神
勉

姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
「
稲
種
を
何
処
に
置
い
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
相
談
だ
が
、
こ
の
稲
種
由
来
に
は
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ

る
。
神
が
持
参
し
た
も
の
の
置
く
場
所
に
つ
い
て
の
詮
議
で
あ
る
場
合
と
、
既
に
そ
の
土
地
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
を
検
討
し
て
い
る
場
合
と
で
あ
る
。

　
仮
に
出
雲
国
風
土
記
第
2
9
例
を
視
野
に
置
く
な
ら
ば
、
こ
の
稲
種
の
由
来
は
、
両
神
持
参
の
稲
種
を
　
　
と
す
る
の
が
自
然
な
理
解
と

な
ろ
う
。出

雲
国
風
土
記
飯
石
郡
多
禰
郷
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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に
堕
と
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
種
と
云
ふ
。

須
久
奈
比
古
命
と
、
天
下
を
巡
行
り
た
ま
ひ
し
時
、
稲
種
、
こ
の
処



　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
神
話
や
神
の
定
義
に
も
か
か
わ
る
問
題
だ
が
、
い
っ
た
い
に
、
神
の
行
為
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
る
始

源
的
な
時
間
に
お
け
る
出
来
事
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
の
行
為
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
は
る
か
時
を
隔
て
て
い
よ
う
と
、
時
を
遡
っ

て
そ
こ
へ
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
「
現
在
」
に
直
接
つ
な
が
っ
た
時
空
間
の
内
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
「
人
」
を
主

体
と
し
た
話
と
「
神
」
を
主
体
と
し
た
話
と
の
根
本
的
な
質
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
る
始
源
の
と
き
」
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
こ
と
」
が
、
そ
の
時
そ
こ
で
初
め
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
い
ま
少
し
言
え
ば
、
神
が
何
物
か
を
持
っ
て
き
た
と
語
る
こ
と
は
、
そ
の
「
物
」
は
、
そ
れ
以
降
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
ー
そ
れ
ま
で
は
そ
こ
に
な
か
っ
た
も
の
が
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
ー
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
る
と
こ
こ
の
話
は
、
こ
の
土
地
に
稲
種
が
も
た
ら
さ
れ
た
話
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
稲
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
表
現

し
た
、
稲
作
起
源
神
話
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
稲
種
山
の
形
状
は
本
文
⑳
な
か
で
「
稲
積
」
に
似
て
い
る
と
説

獲
額
難
簾
霧
鞍
雛
魁
弛
ボ
議
蕪
鹸
鰭
繕
泓
薪
貸
繋
欝
鰻
ゼ
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イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
二
神
は
、
稲
を
将
来
す
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
稲
の
杞
り
の
場
と
か
た
ち
を
も
定
め

た
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
一
方
、
出
雲
国
風
土
記
の
例
は
別
の
地
域
、
別
の
編
に
な
る
書
で
あ
る
か
ら
考
慮
の
ほ
か
と
し
て
、
更
に
そ
の
可
能
性
を
探
る
と
す
る

な
ら
ば
、
先
に
記
し
た
如
く
、
稲
作
は
既
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
、
稲
を
置
く
場
所
を
選
定
す
る
と
い
う
状

況
が
想
定
で
き
る
。

　
こ
れ
は
右
に
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、
後
半
の
み
に
か
か
わ
る
事
柄
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
即
ち
、
二
神
は
こ
の
土
地
へ
、
不
十

分
、
あ
る
い
は
未
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
祭
儀
の
次
第
を
指
導
し
、
整
え
る
た
め
に
や
っ
て
来
た
。
つ
ま
り
は
農
耕
文
化
の
整
備
を
促
す

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
所
伝
か
ら
浮
び
上
が
っ
て
く
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
及
び
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
の
機
能
は
、
農
耕
文
化
の

伝
播
者
た
る
農
耕
神
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。



⑤
神
前
郡
塑
岡
里
　
塑
岡
と
号
く
る
所
以
は
、
昔
、
大
汝
命
と
少
比
古
尼
命
と
相
争
ひ
て
、
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
塑
の
荷
を
担
ひ
て
遠

く
行
く
と
、
尿
下
ら
ず
し
て
遠
く
行
く
と
、
此
の
二
つ
の
こ
と
、
何
れ
か
能
く
為
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
大
汝
命
の
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
我
は
尿
下
ら
ず
し
て
行
か
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
少
比
古
尼
命
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我
は
塑
の
荷
を
持
ち
て
行
か
む
」
と
の
り
た
ま

ひ
き
。
か
く
相
争
ひ
て
行
で
ま
し
き
。
数
日
経
て
、
大
汝
命
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我
は
行
き
あ
へ
ず
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
て
坐
し
、

尿
下
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
少
比
古
尼
命
、
咲
ひ
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
然
苦
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
亦
、
其
の
塑
を
此
の
岡
に

擦
ち
ま
し
き
。
故
、
塑
岡
と
号
く
。
尿
下
り
た
ま
ひ
し
時
、
小
竹
、
其
の
尿
を
弾
き
上
げ
て
、
衣
に
行
ね
き
。
故
、
波
自
賀
の
村
と
号

く
。
其
の
塑
と
尿
と
は
、
石
と
成
り
て
今
に
亡
せ
ず
。

〔
考
〕
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
に
よ
る
我
慢
く
ら
べ
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
系
頭
注
で
、
国
占
め
争
い
に
伴
う
、
土
地
占
有
を

決
定
す
る
た
め
の
呪
術
的
方
法
の
説
話
化
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
確
か
に
『
二
柱
の
神
の
争
い
』
に
呪
術
が
用
い
ら
れ
る
例
は
他
に
も

見
ら
れ
、
こ
れ
ま
た
大
系
頭
注
の
言
う
と
お
り
、
当
国
風
土
記
に
は
相
並
ぶ
神
の
争
う
説
話
が
多
い
の
も
事
実
で
、
こ
こ
に
も
「
相
争
」

と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
話
の
主
体
で
あ
る
二
神
に
つ
い
て
は
、
先
の
④
項
や
、
他
の
風
土
記
の
例
か
ら
し
て
も
、
対
立
的
と
は
対
極
に
あ

る
「
協
力
し
あ
う
」
姿
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、
こ
の
我
慢
く
ら
べ
の
方
法
が
、
大
系
頭
注
の
言
う
よ
う
に
国
占
め
争
い

に
根
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
無
し
と
し
な
い
。
こ
の
話
の
結
末
も
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
か
ら
ど
う
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
こ
の
「
我
慢
く
ら
べ
」
の
根
底
に
あ
る
も
の
の
意
味
を
今
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
用
意
は
筆
者
に
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
二
神
に
つ
い
て
他
の
例
で
は
い
ず
れ
も
協
力
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
当
国
風
土
記
に
あ
っ
て
、
他
の
「
相
並

ぶ
神
」
の
例
の
い
ず
れ
も
が
、

一10一

葦
原
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
と
二
は
し
ら
の
神
、
此
の
谷
を
相
奪
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
奪
ひ
谷
と
い
ふ
。
（
宍
禾
郡
）

と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
明
瞭
に
対
立
的
な
様
態
を
示
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
こ
こ
の
例
が
、
決
着
が
つ
い
た
と
き
の
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
の
対

応
な
ど
を
見
て
も
あ
ま
り
に
友
好
的
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
質
的
な
相
違
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
違
い
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
こ



う
い
っ
た
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
争
い
は
、
国
占
め
と
い
う
よ
う
な
範
疇
と
の
関
わ
り
は
あ
ま
り
想
定
せ
ず
に
、
と
も
か
く
も
二
柱

の
神
が
そ
の
能
力
を
競
っ
た
と
い
う
に
留
め
て
お
き
、
そ
の
う
え
で
、
神
が
能
力
を
競
う
こ
と
の
意
味
を
問
う
の
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
話
は
む
し
ろ
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
浮
ん
で
く
る
、
両
神
の
姿
に
注

目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
「
争
い
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
両
神
の
行
為
は
、
「
尿
を
ど
れ
だ
け
我
慢
で
き
る
か
」
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
児
戯
に
等
し
い

よ
う
な
競
争
で
あ
り
、
そ
れ
は
例
え
ば
山
の
峰
を
足
で
踏
み
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
川
の
流
れ
を
変
え
た
り
（
揖
保
郡
美
奈
志
川
）
、
一
晩

で
種
か
ら
苗
に
し
た
り
（
讃
容
郡
）
と
い
う
よ
う
な
超
越
的
な
仕
業
と
は
程
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
そ
の
描
写
の
具
体
的

で
あ
る
こ
と
1
小
竹
に
尿
が
弾
か
れ
て
衣
服
に
跳
ね
た
ー
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
人
々
の
日
常
的
体
験
の
投
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
「
神
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
荷
物
を
背
負
え
ば
重
い
と
言
い
、
排
泄
を
こ
ら
え
れ
ば
苦
し
い
と
い
う
、
生
身
の
肉
体
の

蒙
る
苦
痛
を
そ
の
ま
ま
に
知
覚
し
て
い
る
、
き
わ
め
て
人
間
く
さ
い
存
在
と
し
て
の
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
か
め
し
く
恐
ろ
し
い
、
超

越
的
あ
る
い
は
近
寄
り
難
い
、
触
れ
て
は
な
ら
な
い
タ
ブ
ー
に
ガ
ー
ド
さ
れ
た
よ
う
な
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
人
（
民
衆
）
と
と
も
に
あ

る
、
身
近
で
親
し
み
や
す
い
神
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ

（
及
び
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
）
の
姿
に
は
、
①
の
事
例
に
示
さ
れ
た
、
子
供
の
乱
暴
に
苦
労
す
る
姿
と
通
底
す
る
「
人
間
に
身
近
な
神
」
の
イ
メ

ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
後
の
一
文
に
よ
る
と
、
皇
と
尿
の
石
化
し
た
も
の
が
当
時
現
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
体
に
、
風
土
記
が
こ
の

よ
う
に
記
述
す
る
場
合
は
、
そ
の
モ
ノ
が
現
在
に
ま
で
残
っ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
く
、
実
際
に
当
時
存
在
し
て
い
た
も
の
も
多
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
も
の
の
内
に
は
、
そ
の
「
モ
ノ
」
が
も
と
に
な
っ
て
説
話
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
よ
う

に
思
え
る
。
記
述
の
様
態
は
異
な
る
が
、
先
の
斗
形
山
の
例
な
ど
も
、
大
系
頭
注
に
従
え
ば
、
階
段
状
の
石
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

説
明
的
に
説
話
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
風
土
記
で
も
、
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

11

常
陸
国
風
土
記
那
賀
郡
大
櫛
岡
　
上
古
、
人
有
り
。
身
極
め
て
長
大
く
、
身
は
丘
の
上
に
居
な
が
ら
、
手
は
海
浜
の
唇
を
滲
り
ぬ
。



そ
の
食
ら
へ
る
貝
、
積
聚
り
て
岡
と
成
り
き
。
時
の
人
、
大
袴
の
義
を
取
て
、
今
は
大
櫛
の
岡
と
謂
ふ
。
そ
の
践
み
し
跡
は
、
長
さ

四
十
余
歩
、
広
さ
二
十
余
歩
、
尿
の
穴
の
径
は
二
十
余
歩
許
な
り
。

出
雲
国
風
土
記
意
宇
郡
宍
道
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
の
追
ひ
給
ひ
し
猪
の
像
、
南
の
山
に
二
つ
あ
り
。
一
つ
は
長
さ
二
丈
七
尺
、
高

さ
一
丈
、
周
り
五
丈
七
尺
。
一
つ
は
長
さ
二
丈
五
尺
、
高
さ
八
尺
、
周
り
四
丈
一
尺
。
猪
を
追
ひ
し
犬
の
像
、
長
さ
一
丈
、
高
さ
四

尺
、
周
り
一
丈
九
尺
。
そ
の
形
石
と
な
り
て
、
猪
と
犬
と
に
異
な
る
こ
と
な
し
。
今
に
至
り
て
も
猶
あ
り
。
故
、
宍
道
と
云
ふ
。

　
常
陸
国
風
土
記
の
例
は
、
海
岸
か
ら
遠
く
離
れ
た
内
陸
に
貝
殻
の
集
積
し
た
場
所
（
貝
塚
）
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
に
相
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違
な
く
、
こ
の
話
の
貝
塚
が
現
存
す
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
出
雲
国
風
土
記
の
例
は
、
そ
こ
に
寸
法
ま
で
示
さ
れ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
の
石
が
現
存
す
る
。
こ
の
石
な
ど
、
誰
が
ど
う

見
よ
う
と
、
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
情
緒
に
流
れ
た
言
い
方
だ
が
、
自
然
石
で
、
且
「
何
に
見
え
る
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
「
猪
」
と
い
う

答
え
よ
り
他
に
は
出
て
こ
な
い
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
も
、
先
ず
猪
に
似
た
形
の
石
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
猪
が
石
と

化
し
た
」
と
い
う
説
話
が
生
じ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
例
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
の
話
な
ど
も
尿
の
形
を
し
た
石
が
当
時
の
人
の
目
に
触
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

場
合
、
例
え
ば
近
年
考
古
学
の
分
野
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
「
糞
石
」
な
る
も
の
の
存
在
な
ど
を
前
提
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
施
・

　
こ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
古
代
人
の
糞
が
化
石
と
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
土
中
か
ら
出
る
と
、
す
ぐ
に
変
色
し
て
し
ま
う
も
の
の
、
そ

の
当
初
は
、
生
々
し
い
色
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
の
化
石
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
食
料
、
資
料
提
供
者
の
健
康
状
態
な
ど

が
分
か
る
と
い
う
。
ま
さ
に
「
石
と
成
り
」
た
、
尿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
現
代
の
発
掘
調
査
か
ら
の
事
例
報
告
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
化
石
化
し
た
物
の
出
土
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
千
年
や
二
千
年
程
度
遡
ろ
う
と
、
事
情
が
異
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
し

か
も
人
間
の
生
活
圏
と
い
う
も
の
は
、
多
く
の
遺
跡
調
査
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
存
外
に
通
時
的
に
重
な
り
あ
う
こ
と
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る

「
古
代
」
か
ら
平
安
（
中
古
）
、
時
に
は
中
世
ぐ
ら
い
迄
、
人
の
暮
し
の
跡
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
排
泄
と
い
う
行

為
が
人
の
暮
し
の
必
須
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
殊
更
に
言
い
立
て
る
の
も
お
か
し
な
程
で
あ
る
。
従
っ
て
、
風
土
記
に
記
さ
れ
て
い
る
説
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話
が
で
き
て
来
る
よ
う
な
時
期
に
、
化
石
化
し
た
糞
が
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
播
磨
国
風
土
記
が
筆
録
さ

れ
た
頃
に
、
波
自
賀
村
辺
に
糞
石
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
無
理
な
妄
想
で
も
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
何
れ
で
あ
る
に
し
ろ
、
要
は
、
そ
の
よ
う
な
「
保
の
形
を
し
た
石
」
を
目
に
し
た
時
、
人
々
が
そ
こ
に
、
そ
の
「
糞
」
を
排
泄

し
て
い
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
思
い
描
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
々
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
対
す
る
「
思
い
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
右
に

「
身
近
な
存
在
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
」
像
を
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。

⑥
賀
毛
郡
下
鴨
里
　
下
鴨
の
里
に
、
碓
居
谷
・
箕
谷
・
酒
屋
谷
あ
り
。
昔
、
大
汝
命
、
碓
を
造
り
て
稲
春
き
し
処
は
、
碓
居
谷
と
号
け
、

箕
置
き
し
処
は
、
箕
谷
と
号
け
、
酒
屋
を
造
り
し
処
は
、
酒
屋
谷
と
号
く
。

〔
考
〕
こ
れ
は
⑧
の
事
例
と
一
連
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
⑧
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
仕
業
は
、
何
れ
も
人

鐸
融
錫
韓
藷
籍
饗
等
観
想
該
鶴
糞
態
雛
罐
撃
軽
踊
鮪
館
鷲
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

な
お
⑧
項
参
照
。

⑦
賀
毛
郡
飯
盛
嵩
　
右
然
号
く
る
は
、
大
汝
命
の
御
飯
を
、
此
の
嵩
に
盛
り
き
。
故
ハ
飯
盛
り
嵩
と
い
ふ
。

〔
考
〕
大
系
頭
注
は
、
こ
の
山
で
神
祭
を
し
た
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
山
で
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
儀
が
行
な
わ
れ
、
神
へ
の
饗
応

の
飯
が
捧
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
は
単
に
事
実
を
述
べ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

　
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
山
の
名
称
は
、
そ
の
山
容
か
ら
付
く
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
つ
ま
り
「
飯
を
盛
っ
た
よ
う
な
形
の
山
」
の
謂
い
で

あ
る
場
合
、
「
飯
を
盛
る
」
こ
と
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
「
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
飯
を
盛

る
」
と
い
う
こ
と
は
説
話
と
し
て
読
め
ぱ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
食
事
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
、
先
に
あ
げ
た
②

項
の
事
例
の
類
例
と
な
る
。

　
こ
の
「
飯
を
食
す
」
「
食
事
を
す
る
」
と
い
う
行
為
は
、
他
に
も
例
が
あ
り
、
そ
の
多
く
が
次
に
掲
げ
る
二
例
の
よ
う
に
、
土
地
占
有

に
関
わ
っ
た
象
徴
的
行
為
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。



揖
保
郡
粒
丘
　
天
日
槍
命
、
韓
国
よ
り
度
り
来
て
、
宇
頭
の
川
底
に
到
り
て
、
宿
処
を
葦
原
志
挙
乎
命
に
乞
は
し
し
く
、
汝
は
国
主

た
り
。
吾
が
宿
ら
む
処
を
得
ま
く
欲
ふ
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
志
挙
、
即
ち
海
中
を
許
し
ま
し
き
。

讃
容
郡
邑
費
里
　
弥
麻
都
比
古
命
、
井
を
治
り
て
根
を
槍
し
た
ま
ひ
て
、
即
ち
云
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
は
多
く
の
国
を
占
め
つ
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
大
の
村
と
い
ふ
。

　
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
②
項
の
事
例
は
、
日
女
道
丘
の
神
と
通
じ
、
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
を
占
有
し
た
わ
け
で
、
こ

の
⑦
の
事
例
も
、
こ
の
土
地
を
占
有
す
る
神
と
認
定
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
通
常
「
土
地
の
占
有
」

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
そ
の
地
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
、
古
語
で
言
え
ば
ウ
シ
バ
ク
こ
と
に
通
じ
る
わ
け

で
、
こ
こ
に
は
「
支
配
す
る
神
」
「
統
治
す
る
神
」
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑧
賀
毛
郡
糎
岡
　
右
、
梗
岡
と
号
く
る
は
、
大
汝
命
、
稲
を
下
鴨
の
村
に
春
か
し
め
た
ま
ひ
し
に
、
梗
散
り
て
、
此
の
岡
に
飛
び
到
り

き
。
故
、
糎
岡
と
い
ふ
。

〔
考
〕
糎
に
関
わ
る
説
話
は
こ
の
ほ
か
に
も
二
例
あ
り
、
何
れ
も
神
の
仕
業
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
見
え
る
。
特
に
宍
禾
郡
稲
春
寄
の

例
は
こ
こ
の
例
に
酷
似
し
て
い
る
。

　
右
に
も
触
れ
た
が
、
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
稲
を
春
か
せ
た
（
原
文
『
令
春
稲
』
）
」
と
あ
る
わ
け
で
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
神
の
行
為
が
起
源
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
と
の
観
点
に
立
て
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
稲
を
春
く
こ
と
を
人
間
に
教
え
て
い
る

農
耕
の
指
導
者
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

14

　
以
上
、
播
磨
国
風
土
記
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ま
ず
農
耕
の
指
導
者
、
農
耕
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
が
色
濃
く
、
同
時
に
、
ト
そ
の
よ
う
な
文
化
英
雄
と
い
っ
た
範
疇
に
属
す
側
面
と
と
も
に
、
土
地
の
支
配
者
と
い
っ
た
、
既
に
ポ
リ
テ
ィ



カ
ル
な
世
界
に
属
す
神
と
し
て
の
性
格
も
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
例
だ
け
ツ
マ
ド
ヒ
の
話
し
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
両
者
の

中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
農
耕
文
化
を
象
徴
す
る
神
と
し
て
豊
穣
を
約
す
意
味
を
も
つ
多
情
多
産
の
現
わ
れ
で
あ
る

本
来
の
「
神
婚
」
。
そ
の
一
方
で
、
恐
ら
く
そ
の
延
長
上
に
生
じ
た
実
利
で
あ
ろ
う
が
、
結
婚
は
支
配
者
が
勢
力
を
拡
張
す
る
手
段
と
し

て
の
意
味
も
持
つ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
神
が
、
人
々
に
ご
く
身
近
な
存
在
と
し
て
親
し
み
を
込
め
た
視
線
を
注
が
れ
て
い
た
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
だ

ろ
う
。

　
更
に
記
紀
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
ス
ク
ナ
ピ
コ
ネ
と
親
密
な
べ
ァ
を
な
し
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

〔
原
典
の
訓
み
下
し
は
、
記
紀
、
播
磨
国
風
土
記
を
岩
波
書
店
の
古
典
大
系
本
、

書
房
の
『
校
注
出
雲
国
風
土
記
』
本
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。
〕

常
陸
国
風
土
記
を
講
談
社
学
術
文
庫
本
、
出
雲
国
風
土
記
を
千
鳥

注
1
　
い
ま
は
詳
説
は
略
す
が
、
播
磨
国
風
土
記
に
は
単
に
大
神
と
あ
る
よ
う
な
、
固
有
名
の
記
さ
れ
な
い
神
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
オ
ホ
ナ
ム
チ

　
　
や
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

注
2
　
植
垣
節
也
氏
「
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
（
五
）
」
（
『
風
土
記
研
究
第
六
号
』
所
収
）
所
引
に
よ
り
知
り
え
た
『
新
宮
町
史
』
に
も
こ
れ
を
「
石

　
　
の
屏
風
を
立
て
た
よ
う
な
形
で
き
り
た
っ
た
岩
層
」
「
風
化
し
に
く
い
安
山
岩
の
岩
脈
だ
け
が
あ
と
に
残
っ
て
、
屏
風
の
よ
う
に
突
出
し
て
し

　
　
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
由
。

注
3
　
た
だ
し
、
植
垣
氏
前
掲
注
釈
に
、
「
俵
」
は
記
紀
・
風
土
記
万
葉
で
他
に
用
例
を
見
ず
、
天
平
宝
字
年
間
の
古
文
書
に
運
米
量
の
単
位
に
使

　
　
わ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
、
「
タ
ハ
ラ
」
の
語
彙
も
上
代
文
献
に
例
が
な
い
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
。

注
4
　
『
三
品
彰
英
論
文
集
』
（
平
凡
社
）

注
5
　
現
在
の
神
話
研
究
で
は
、
こ
の
事
例
を
、
稲
種
将
来
の
神
話
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
共
通
認
識
と
い
っ
て
よ
い
。

注
6
　
体
系
頭
注
は
、
「
稲
積
」
を
、
刈
り
取
っ
た
ま
ま
の
穂
の
つ
い
た
稲
を
積
み
束
ね
た
も
の
、
と
解
説
し
て
い
る
。

注
7
　
『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
（
桜
楓
社
）
「
く
そ
」
項
で
は
、
ク
ソ
を
生
命
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
、
こ
こ
の
話
に
つ
い
て
、
「
生
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活
力
と
、
生
命
力
に
関
係
す
る
」
旨
を
説
き
、
ま
た
そ
の
「
糞
の
呪
力
」
が
作
物
の
成
育
を
も
た
ら
す
と
す
る
見
方
が
あ
り
得
る
こ
と
も
示
唆

　
　
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
ク
ソ
」
語
の
語
源
説
に
つ
い
て
は
筆
者
の
判
断
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

注
8
　
諸
注
に
よ
れ
ば
、
現
在
「
大
串
貝
塚
」
と
い
う
。

注
9
　
『
環
境
考
古
学
事
始
め
』
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）
ほ
か
。
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