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完
全
な
比
較
研
究
が
、
姑
し
ば
らく
望
ま
れ
な
い
。
単
に
類
似
点
を
、
日
琉
語
族
の

間
に
つ
き
と
め
て
行
く
と
言
ふ
程
度
の
も
の
に
と
ゞ
ま
る
で
あ
ら
う
。
唯
さ

う
言
ふ
簡
単
な
為
事
も
、
人
文
地
理
上
の
変
革
か
ら
、
問
題
に
せ
ら
れ
な
く

な
る
時
が
来
な
い
と
も
限
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
の
不
安
か
ら
、
こ
の
小
論
文
は

纏
め
て
お
く
気
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
日
琉
同
祖
観
に
よ
る
長
い
よ
し
み
の

記
念
と
も
な
れ
、
と
思
ふ
記
録
に
過
ぎ
な
い
。

日
本
語
・
沖
縄
語
は
、
今
日
で
は
、
疑
ひ
も
な
い
同
系
の
語
だ
と
定
つ
て
ゐ

る
。
だ
が
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
そ
の
両
方
の
語
の
含
ん
で
ゐ
る
古
格
の
言

語
表
情
が
、
可
な
り
複
雑
な
姿
を
見
せ
て
ゐ
て
、
さ
う
言
ふ
と
こ
ろ
に
、
尋
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常
一
様
で
は
い
か
ぬ
文
法
上
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
ふ
気
持
ち

の
、
時
々
の
偶
感
に
は
、
起
つ
て
来
る
も
の
が
あ
る
。
其
と
共
に
、
尚
一
層

熟
考
し
て
ゐ
る
中
に
、
両
者
の
間
の
相
違
点
と
思
は
れ
た
も
の
が
、
存
外
却

て
こ
の
二
つ
の
語
族
の
き
り
放
さ
れ
ぬ
関
繋
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
、

さ
う
い
ふ
事
に
心
づ
く
。
　
　
か
う
言
ふ
経
験
が
、
私
に
は
屡
〻
あ
つ
た
。

か
う
言
ふ
点
も
、
私
だ
け
に
限
つ
た
感
情
か
、
其
と
も
、
誰
の
上
に
も
起
つ

て
来
る
普
遍
質
を
持
つ
た
も
の
か
、
さ
う
言
ふ
こ
と
を
考
へ
て
見
よ
う
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

私
の
之
に
続
け
て
書
か
う
と
す
る
第
一
部
は
、
私
個
人
に
と
つ
て
は
、
久
し

い
懸
案
で
、
殆
ど
書
か
な
い
ま
ゝ
で
四
十
年
に
近
い
年
月
を
経
た
。
そ
の
間

に
、
進
ん
だ
学
者
は
既
に
、
幾
分
そ
の
成
迹
の
報
告
を
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
大
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正
初
年
の
「
東
亜
の
光
」
に
出
さ
れ
た
、
坪
井
九
馬
三
博
士
の
論
文
は
、
そ

の
有
力
な
も
の
で
あ
つ
た
と
記
憶
す
る
。
私
の
此
か
ら
引
用
す
る
若
干
の
例

の
中
、
既
に
そ
の
論
文
に
出
て
ゐ
る
の
も
あ
る
ほ
ど
で
、
私
と
し
て
は
自
由

に
考
へ
て
来
た
こ
と
な
が
ら
、
ど
ん
な
点
か
で
、
そ
の
お
か
げ
と
影
響
と
を

受
け
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
部
　
日
本
語
の
語
序

　
　
　
　
　
一
　
下
何

後
代
の
語
序
か
ら
す
れ
ば
、
「
簾
下
」
「
沓
下
」
と
言
ふ
所
を
、
古
く
は
、
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下
簾
「
シ
タ
ス
ダ
レ
」
、
韈
「
シ
タ
ウ
ヅ
」
と
、
全
く
逆
装
法
を
以
つ
て
言

つ
て
ゐ
る
。
か
う
言
ふ
考
へ
か
ら
出
発
し
て
行
か
う
。

簾
或
は
他
の
器
用
の
下
に
、
更
に
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
簾
を
言
ふ
か
ら
の
名
の

下
簾
な
ら
ば
、
問
題
は
な
い
。
又
、
靴クワ
の
沓クツ
の
下
に
今
一
重
別
に
は
い
て
ゐ

る
の
で
、 

下  
沓 

シ
タ
グ
ツ

と
言
ふ
の
だ
と
す
れ
ば
、
此
も
亦
あ
た
り
ま
へ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
下
簾
・
韈
は
、
さ
う
言
ふ
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

車
の
正
面
に
か
け
た
簾
の
下
に
垂
れ
る
布
類
の
名
が
下
簾
で
あ
り
、
沓
の
下

に
は
く
足
袋
の
や
う
な
類
を
し
た
う
づ
（
し
た
ぐ
つ
）
と
言
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
例
と
も
、
平
安
時
代
の
言
語
の
気
分
の
多
い
語
な
の
だ
が
、
其
前
に

も
既
に
言
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
ぐ
つ
の
方
は
、
万
葉
巻
十
六
に

も
、
「 

二  

綾 

フ
タ
ア
ヤ

下
沓
」
と
言
ふ
語
が
出
て
ゐ
る
。
沓
下
と
し
て
穿
ち
は
い
た
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二
重
紋
綾
の  

足    

袋  

ア
シ
ブ
ク
ロ

な
の
で
あ
る
。

「
…
…
を
ち
か
た
の
ふ
た
綾
下
沓
、
と
ぶ
と
り
の
飛
鳥
壮
夫

ア
ス
カ
ヲ
ト
コ
が  

霖    

禁  

ア
マ
ツ
ヽ
ミ

（
普
通
な
が
め
い
み
と
訓
む
）
縫
ひ
し
黒
沓
」
と
言
ふ
続
き
合
ひ
を
見
る
と
、

右
の
沓
下
と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
上
に
、
飛
鳥
郷
人
の
霖
雨
期
間
に
謹
慎
を
し

て
縫
ひ
あ
げ
た
黒
沓
を
は
い
て
ゐ
る
と
言
つ
た
姿
で
、
沓
と
韈
の
著
用
次
第

も
よ
く
わ
か
る
し
、
語
の
時
代
は
又
溯
つ
て
藤
原
奈
良
時
代
或
は
其
よ
り
古

い
も
の
と
言
ふ
こ
と
は
出
来
る
ら
し
い
。
勿
論
、
語
の
意
義
も
、
そ
の
ま
ゝ

持
続
し
て
ゐ
た
様
子
が
見
え
る
。
さ
う
す
る
と
、
万
葉
集
に
お
け
る
語
の
位

置
排
列
が
、
二
通
り
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

通
常
の
語
序
を
と
つ
た
文
章
で
は
、
先
行
す
る
筈
の
語
の
、
反
対
に
後
置
せ

ら
れ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
形
の
熟
語
が
、
飛
鳥
時
代
に
あ
つ
た
こ
と
の
想
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像
せ
ら
れ
る
程
、
其
に
続
く
長
い
時
代
に
渉
つ
て
生
き
て
居
り
、
或
は
も
つ

と
後
世
ま
で
も
、
固
定
し
て
熟
語
と
し
て
残
つ
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
而
も
其
事
実
は
、
当
然
か
う
い
ふ
事
情
の
内
に
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
日
本
語
の
普
通
語
序
に
あ
る
も
の
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
極
め
て
多
く

の
熟
語
に
介
在
し
て
、
す
つ
か
り
語
序
の
違
つ
た
、
謂
は
ゞ
逆
に
な
つ
た
語

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
今
日
残
つ
た
古
い
文
献
の
綜
合
せ
ら
れ

考
へ
ら
れ
て
来
た
我
々
の
知
識
で
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
語
序
を
以
て
す
る

表
現
ば
か
り
の
行
は
れ
て
ゐ
た
時
代
が
空
想
せ
ら
れ
易
い
。
勿
論
文
献
の
上

で
は
出
来
る
だ
け
古
代
に
溯
つ
て
見
て
も
、
普
通
語
序
の
熟
語
が
極
め
て
多

く
、
そ
の
逆
様
式
の
も
の
は
極ごく
稀
な
と
言
ふ
よ
り
も
遥
か
に
少
い
。
さ
う
言

ふ
語
が
鏤
め
ら
れ
た
や
う
に
ま
じ
つ
て
ゐ
る
の
が
、
事
実
で
あ
る
。
決
し
て
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逆
語
序
の
語
ば
か
り
の
行
は
れ
た
時
代
は
勿
論
、
其
が
非
常
に
勢
力
の
あ
つ

た
時
期
の
姿
と
言
ふ
の
を
す
ら
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

其
か
と
言
つ
て
、
日
本
語
成
立
の
一
つ
の
方
向
か
ら
出
て
来
る
、
当
然
の
二

分
派
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
別
々
の
系
統
か
ら
出
た
二
様
の
様
式
が
、

日
本
語
の
上
に
、
長
く
痕
を
引
い
て
残
つ
た
も
の
と
見
る
の
が
、
一
番
無
理

の
な
い
考
へ
方
な
の
で
あ
ら
う
。
所
謂
逆
語
序
の
方
が
優
勢
を
持
つ
た
時
代

は
、
書
史
の
現
実
に
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
つ
て
、

其
が
全
然
空
想
だ
と
は
言
へ
な
い
　
　
理
論
的
確
実
性
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

「
し
た
ぐ
つ
」
の
方
は
、
右
様
の
溯
原
を
試
み
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
下
簾
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の
方
は
、
遅
く
は
じ
ま
つ
た
も
の
か
、
今
日
存
す
る
文
献
・
古
典
類
に
留
り

に
く
い
事
実
が
あ
つ
て
、
早
い
姿
を
見
せ
な
か
つ
た
も
の
か
、
と
も
か
く
、

平
安
時
代
よ
り
、
古
い
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
併
し
此
と
同
類
の

様
式
の
も
の
は
、
当
然
臨
時
に
も
出
来
る
訣
な
の
だ
か
ら
、
「
し
た
×
×
」

と
言
ふ
形
の
熟
語
の
あ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
つ
て
さ
し
支
へ
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
片
何

必
し
も
万
葉
に
偏
寄
つ
て
、
同
種
の
例
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
理
由
も

な
い
が
、
語
に
、
円
満
な
理
会
の
得
易
い
、
親
し
み
が
あ
る
か
ら
、
之
を
採
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る
訣
で
あ
る
。
万
葉
に
も
あ
り
、
他
に
も
相
当
に
多
く
現
れ
て
来
る
語
に

「
片
岡
」
と
い
ふ
地
形
・
地
理
に
関
し
た
語
が
あ
る
。
地
名
で
あ
る
理
由
か

ら
、
古
語
で
あ
り
な
が
ら
、
今
も
生
き
て
使
つ
て
ゐ
る
地
方
が
相
当
に
あ
る
。

語
原
意
識
を
明
ら
か
に
見
せ
た
傍
岡
・
傍
丘
な
ど
言
ふ
記
載
例
も
あ
る
。

「
を
か
」
と
言
ふ
地
形
の
印
象
の
強
い
所
か
ら
、
岡
を
中
心
と
し
て
の
地
形

を
思
ひ
浮
べ
る
習
慣
が
我
々
の
間
に
は
出
来
て
ゐ
る
。
「
岡
の
傍
の
山
」
と

言
つ
た
風
に
、
片
岡
山
な
ど
言
ふ
地
名
に
し
て
、
地
理
観
念
の
調
節
を
行
う

た
地
方
も
あ
る
。

「
か
た
山
」
と
言
ふ
の
も
、
同
型
の
語
で
あ
る
。
傍
岡
・
傍
山
は
岡
の
傍
の

一
地
・
山
の
傍
の
一
地
で
、
そ
の
山
・
岡
の
傍
な
る
地
が
直
に
山
や
岡
で
あ

る
こ
と
は
要
せ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
普
通
変
化
の
な
い
地
の
状
況
か
ら
、
岡
・
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山
の
傍
に
あ
る
そ
れ
／
″
＼
の
地
ま
で
も
、
岡
・
山
と
考
へ
く
る
む
癖
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

皇
陵
の
散
列
し
て
ゐ
る
大
和
北
葛
城
郡
の
傍
丘
は
、
狭
い
け
れ
ど
も
、
極
め

て
長
い
地
勢
で
あ
る
。
南
北
三
里
に
渉
る
丘○

の
傍○

の
平○

地○

で
、
逆
語
序
に
言

つ
た
習
慣
に
固
定
し
た
か
た
を
か
の
地
で
、
如
何
に
も
「 

丘  

傍 

ヲ
カ
ガ
タ

」
と
言
ひ

替
へ
て
も
よ
い
気
の
す
る
地
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
漸
く
語
感
の
変
化
に

誘
は
れ
て
傍
の
丘
又
は
、
里
の
傍
の
丘
と
言
ふ
の
に
近
く
、
聯
想
の
移
動
し

て
行
つ
て
、
久
し
く
固
定
し
た
ま
ゝ
に
用
ゐ
ら
れ
た
地
で
あ
る
。

傍
丘
の
名
の
つ
い
た
其
丘
は
、
近
代
「
馬
見
山

マ
ミ
ヤ
マ

」
と
称
へ
る
丘
陵
で
、
北
は

法
隆
寺
の
南
方
の
岡
崎
と
言
ふ
地
か
ら
起
り
、
そ
の
丘
陵
地
帯
が
西
か
ら
南

へ
廻
り
、
東
に
向
つ
た
所
に
又
、
岡
崎
と
言
ふ
地
が
あ
つ
て
、
そ
こ
で
岡
は
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き
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
岡
崎
か
ら
岡
崎
に
渉
る
丘
陵
を
「
丘
」
と
言
ふ
や
う
に

な
つ
た
の
で
、
元
は
そ
の
「
丘
」
の
ほ
と
り
の
平
地
帯
が
、
傍
丘
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
傍
丘
地
方
に
あ
る
丘
故
、
遂
に
丘
を
傍
丘
と
い
ふ
風
に
考

へ
、
片
岡
山
と
言
ふ
名
で
、
そ
の
丘
を
呼
ぶ
の
が
、
古
く
か
ら
岡
の
方
に
移

つ
た
地
名
な
の
で
あ
る
。

片
岡
は
分
布
の
多
い
地
名
で
、
山
城
に
も
、
名
高
い
二
つ
の
片
岡
が
あ
る
。

万
葉
に
は
、
何
処
の
丘
陵
地
帯
を
言
つ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
「
片
岡
の

こ
の
向
つ
尾
に
椎
ま
か
ば
…
…
」
（
巻
七
）
と
言
ふ
の
が
あ
る
。
「
傍
丘
山

即
こ
の
向
ひ
の
丘ヲ
な
る
傍
丘
山
」
と
言
ふ
風
に
解
す
る
や
う
だ
が
、
こ
ゝ
も

亦
、
「
岡
の
傍
の
村
（
平
坦
地
）
の
向
ひ
の
岡
」
と
言
ふ
こ
と
で
、
岡
か
ら

起
つ
た
地
名
の
、
其
地
の
前
に
立
つ
岡
を
さ
す
の
で
あ
る
。
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三
　
竪
橋
と
の
関
係

次
に
誰
で
も
承
認
し
さ
う
な
例
は
、
は
し
だ
て
で
あ
る
。
天
梯
立
な
ど
言
ふ

と
、
今
も
、
我
々
の
中
に
生
き
た
語
序
と
し
て
歴
然
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
の

だ
が
、
お
な
じ
古
廃
語
ら
し
い
感
じ
に
あ
る
「
か
け
は
し
」
（
桟
）
「
い
は

は
し
」
「
つ
ぎ
は
し
」
な
ど
と
は
、
全
く
別
の
素
質
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
が

考
へ
ら
れ
る
。
普
通
、
橋
が
横
（
水
平
）
か
、
勾
配
を
作
つ
て
か
懸
け
ら
れ

て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
竪タテ
（
垂
直
）
に
上
屋
や
屋
上
や
、
又
軒
先
か
ら
上
の

空
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
時
と
し
て
は
信
仰
の
上
か
ら
　
　
そ
の
場

合
が
却
つ
て
多
い
の
だ
ら
う
が
、
屋
上
の
虚
空
を
横
ぎ
つ
て
あ
る
地
点
に
渡

14日琉語族論



さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
た
　
　
さ
う
言
ふ
橋
に
到
る
ま
で
も
、
（
ま
だ
間ハ

木シ
と
言
つ
た
語
原
観
を
意
識
し
な
が
ら
）
は
し
だ
て
と
言
つ
て
ゐ
た
。
我
々

は
や
ゝ
遅
れ
て
、
梯ハシ
の
子コ
・
は
し
ご
と
言
ふ
愛
称
を
加
へ
た
語
と
と
り
替
へ

る
や
う
に
な
つ
た
。
か
う
言
ふ
は
し
の
両
語
序
に
渉
つ
て
聞
え
る
様
に
出
来

て
ゐ
る
の
が
、
く
ら
は
し
（
倉
梯
）
で
あ
る
。
空
想
上
の
天
の
梯
を
、
さ
う

頻
繁
に
考
へ
な
く
な
つ
た
頃
に
、
倉
梯
立
と
言
ふ
や
う
な
語
原
意
識
を
持
つ

た
ま
ゝ
で
固
定
さ
せ
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
「
神
の
秀
倉
ホ
ク
ラ
も
、
梯
立

の
ま
ゝ
に
」
（
垂
仁
紀
）
と
あ
る
は
し
だ
て
は
、
倉
の
上
屋
階

ア
チ
ツ
ク

に
鎮
安
す
る

神
霊
に
奉
仕
す
る
為
の
は
し
（
梯
）
で
あ
つ
た
の
だ
。

昭
和
年
代
に
入
つ
て
も
、
沖
縄
本
島
で
ま
だ
見
か
け
た
梯
子
の
古
風
な
も
の

は
、
太
い
一
本
の
柱
に
、
足
が
ゝ
り
と
な
る
や
う
に
、
鉈
で
ゑ
ぐ
つ
て
間
隔
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を
つ
け
た
、
一
本
梯
子
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
之
を
何
処
に
で
も
立

て
か
け
れ
ば
、
極
簡
易
に
梯
子
の
用
を
す
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
は
し
だ

て
な
ど
呼
ん
で
ゐ
た
時
期
は
、
此
種
の
も
の
を
用
ゐ
た
の
だ
ら
う
。
水
平
に

か
け
る
橋
の
や
う
に
、
両
端
を
物
に
も
た
せ
か
け
る
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

播
磨
風
土
記
揖
保
郡
の
「
御
橋
の
山
は
、
大
汝
命
の
造
つ
た
も
の
で
、
積
ツ
ミ
テ俵

立
橋
、
山
、
石
橋
に
似
る
」
と
あ
る
。
竪
橋
と
し
て
空
に
向
け
て
竪
て
た
こ

と
を
考
へ
て
ゐ
る
。
同
じ
印
南
郡
の
「
八
十
橋
」
が
、
天
に
届
い
て
ゐ
た
時

分
、
八
十
人

ヤ
ソ
ヒ
ト

の
上
り
下
り
し
た
石
橋
と
言
ふ
伝
説
と
通
じ
る
所
が
あ
る
。
此

も
一
本
梯
子
を
考
へ
て
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

梯
立
が
逆
語
序
の
も
の
で
あ
ら
う
と
言
ふ
こ
と
は
、
坪
井
博
士
も
述
べ
て
ゐ

ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
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四
　
殯
（
も
が
り
）

今
ま
で
あ
げ
た
熟
語
は
、
私
の
考
へ
を
裏
切
る
筈
は
な
い
と
思
ふ
が
、
相
当

に
疑
は
し
い
も
の
も
あ
る
。

殯
宮
・
殯
斂
の
殯
の
字
は
、
も
が
り
或
は
あ
ら
き
と
訓
む
こ
と
は
誤
り
で
な

い
ら
し
い
。
今
日
で
も
、
大
体
語
原
は
は
つ
き
り
し
な
い
。
ほ
な
し
の
あ
が

り
の
、
火
無
殯
斂
を
意
味
す
る
ら
し
い
所
か
ら
、
あ
が
り
が
神
あ
が
り
な
ど

の
あ
が
り
と
同
じ
で
あ
り
、
も
が
り
は
、
喪
あ
が
り
だ
と
い
ふ
風
に
説
い
て

来
た
が
、
こ
の
説
自
体
や
ゝ
矛
盾
が
あ
り
、
ほ
な
し
の
あ
が
り
が
り
」
に
傍

線
﹈
の
古
語
も
、
ほ
な
し
の
も
が
り
が
り
」
に
傍
線
﹈
の
誤
記
で
な
い
と
は
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言
へ
な
い
。
も
が
り
は
元
、
本
式
に
喪
葬
す
る
こ
と
で
な
い
。
あ
る
時
期
の

間
、
い
ま
だ
離
れ
な
い
霊
を
持
つ
た
ま
ゝ
の
屍
を
、
別
所
に
据
ゑ
て
置
く
儀

礼
で
あ
る
。
ま
だ
生
人
の
待
遇
を
捨
て
な
い
の
だ
か
ら
、
宮
廷
で
は
、
「
大

行
天
皇
」
と
、
古
く
は
称
し
て
ゐ
た
。
屍
を
呼
ぶ
名
で
あ
り
、
霊
魂
を
名
ざ

し
て
の
称
へ
で
あ
る
。

も
が
り
と
言
ふ
と
共
に
、
か
り
も
が
り
と
も
言
つ
て
、
両
方
共
、
別
に
異
同

の
あ
る
訣
で
は
な
い
。
思
ふ
に
も
が
り
は
元
々
、
一
時
の
行
為
で
、
結
局
喪

葬
の
手
順
の
一
つ
を
考
へ
て
ゐ
た
や
う
だ
。
だ
か
ら
、
か
り
も
が
り
と
称
へ

て
、
恰
も
仮
り
に
行
ふ
喪
葬
と
い
ふ
風
な
感
覚
を
抱
い
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
。
だ
が
、
も
が
り
自
体
が
、
仮
り
の
方
式
だ
か
ら
、
仮
り
に
行
ふ
こ
と
ゝ

言
ふ
意
識
が
重
つ
て
ゐ
る
訣
に
な
る
の
で
あ
る
。
所
々
の
氏
民
に
存
続
し
て
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ゐ
る
方
言
の
も
が
り
と
言
ふ
の
は
、
既
に
昔
の
殯
斂
で
は
な
い
。
埋
葬
し
た

新
墓
に
立
て
る
割
り
竹
の
類
を
言
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
葬
式
の
先
頭
に

振
つ
て
行
く
竹
の
髯
を
垂
れ
た
花
籠
の
、
新
墓
の
上
に
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
の

を
見
か
け
る
　
　
あ
れ
が
、
墓
土
の
中
に
埋
め
ら
れ
て
、
髯
の
一
部
が
外
に

出
て
ゐ
る
形
な
の
で
あ
る
。
其
が
窮
極
の
目
的
を
示
し
て
ゐ
る
ら
し
い
名
称

と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
「
目
は
じ
き
」
と
言
ふ
語
で
あ
る
。
掘
り
起
し
て
屍

を
喰
ふ
野
獣
を
追
ふ
と
言
ふ
や
う
な
用
途
を
其
に
持
た
し
て
考
へ
て
ゐ
る
の

だ
。
此
が
古
い
方
言
ら
し
い
呼
び
方
で
は
、
右
の
も
が
り
と
言
ふ
地
方
の
あ

る
外
に
、
逆
茂
木

サ
カ
モ
ギ

・
虎
落
モ
ガ
リ
な
ど
言
ふ
、
戦
場
・
城
塞
な
ど
の
防
衛
の
障
碍
物

の
名
と
し
て
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
思
ひ
起
さ
れ
る
。
近
代
に
な
つ
て
も

尚
、
乾
し
物
竹
の
類
の
枝
の
多
く
つ
い
て
ゐ
て
、
長
い
布
な
ど
の
掛
け
ら
れ
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る
や
う
に
な
つ
た
の
を
、
紺
屋
な
ど
が
使
つ
て
も
が
り
と
言
ひ
、
其
聯
想
か

ら
、
口
実
を
設
け
て
、
言
ひ
が
ゝ
り
し
、
絡
ん
で
か
ゝ
る
詐
偽
者
・
喧
嘩
売

り
・ 
美 
人 
局 
ツ
ヽ
モ
タ
セ

の
類
の
無
頼
漢
を
言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。

古
代
の
仮モ
葬ガ
場リ
（
殯
所
）
に
設
け
た
障
碍
物
が
、
直
に
も
が
り
と
言
は
れ
る

や
う
に
な
り
、
更
に
転
義
を
経
た
も
の
で
あ
ら
う
。
此
等
語
義
の
中
、
古
い

も
の
な
る
「
仮
り
喪
」
の
儀
式
ま
で
溯
つ
て
考
へ
る
事
は
許
さ
れ
て
よ
い
。

喪
葬
の
最
初
の
形
で
、
次
で
行
は
れ
る
儀
礼
を
予
想
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て

の
名
、
仮
喪
な
る
称
呼
を
以
て
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
古
い
逆
語
序
の
形
を
以

て
言
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
殯
に
続
い
て
、
真
葬
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
そ
の

ま
ゝ
正
当
に
う
け
つ
い
だ
と
は
言
へ
ぬ
ま
で
も
、
今
日
尚
日
本
民
俗
の
上
に

痕
跡
の
歴
然
と
し
て
ゐ
る
両
墓
制
は
、
二
つ
或
は
二
つ
以
上
の
喪
葬
行
事
を
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経
な
け
れ
ば
、
完
全
な
喪
事
を
営
ん
だ
と
い
ふ
満
足
感
の
起
ら
な
か
つ
た
古

代
の
民
俗
印
象
を
、
あ
る
点
ま
で
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
と
言
う
て
よ
い
。

さ
う
し
た
喪
葬
の
行
事
の
重
複
か
ら
、
仮
葬
と
言
つ
た
気
味
あ
ひ
を
表
現
し

た
が
る
傾
向
が
現
れ
て
、
も
が
り
と
言
つ
た
上
に
、
更
に
か
り
も
が
り
と
言

ふ
「
重
言
」
の
や
う
な
表
現
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
。

殯
斂
の
式
だ
つ
て
、
様
式
の
相
当
に
違
ふ
所
か
ら
、
必
し
も
漢
土
の
喪
葬
を

学
ん
だ
の
で
は
な
く
、
わ
が
民
俗
に
も
固
有
し
て
ゐ
た
も
の
と
言
へ
る
が
、

其
も
亦
、
古
代
日
本
全
体
に
渉
つ
て
行
は
れ
た
と
も
断
言
は
出
来
な
い
。
之

を
行
は
な
い
地
方
や
、
部
種
族
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
も

出
来
る
。
沖
縄
地
方
全
体
に
、
風
葬
・
洗
骨
の
風
が
認
め
ら
れ
る
が
、
此
と

て
も
、
ど
の
時
代
に
も
、
ど
の
地
方
に
も
通
じ
て
あ
つ
た
葬
風
で
あ
る
と
は
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言
へ
な
い
。
沖
縄
よ
り
北
の
日
本
人
全
体
に
は
、
近
年
ま
で
、
同
じ
風
の
存

在
し
た
こ
と
は
、
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
が
、
今
日
で
は
、
曝
骨
・
洗

骨
と
近
接
し
た
民
俗
の
痕
跡
は
、
次
第
に
そ
の
姿
を
あ
ら
は
に
し
て
来
て
ゐ

る
。

　
　
　
　
　
五
　
赤
裸

今
一
人
の
逆
語
序
論
者
金
沢
庄
三
郎
先
生
は
、
裸
（
は
だ
か
）
は
赤
肌
（
あ

か
は
だ
）
と
言
ふ
旧
来
の
説
に
よ
つ
て
、
語
序
の
逆
に
な
つ
た
も
の
と
し
て

ゐ
ら
れ
た
。

唯
、
殯
と
言
ひ
、
此
と
言
ひ
、
語
原
観
か
ら
推
し
て
、
之
を
証
明
し
よ
う
と
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す
る
の
は
、
結
局
一
つ
の
学
説
の
上
に
立
つ
て
、
更
に
今
一
つ
の
学
説
を
立

て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
語
原
説
が
完
成
し
な
け
れ
ば
、
学
説
と
し
て

確
か
な
も
の
に
は
見
な
さ
れ
な
い
。

も
が
り
説
よ
り
も
、
肌
赤
説
の
方
が
、
直
観
的
に
真
実
ら
し
い
気
は
す
る
。

こ
の
場
合
に
も
、
赤
裸
（
ア
カ
ハ
ダ
カ
）
と
言
ふ
や
う
な
形
で
、
古
い
印
象

を
呼
び
返
さ
う
と
す
る
、
重
言
の
や
う
な
現
象
が
出
て
来
る
の
は
、
注
意
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
語
序
転
換
に
は
、
重
言
過
程
を
経
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る

し
、
日
本
に
お
け
る
重
言
の
成
立
に
は
、
語
序
の
変
化
が
原
因
と
な
つ
て
ゐ

る
点
が
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
、
日
本
の
国
の
文
献
の
辿
る
こ
と
の
出
来
る
限
り
の
最
古
の
時
代
に
溯

る
前
に
、
ま
づ
、
平
安
朝
式
の
語
感
を
持
つ
た
語
を
検
査
し
た
。
今
は
ま
う
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少
し
進
ん
で
、
日
本
語
と
し
て
最
古
い
時
期
の
古
語
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な

姿
を
と
つ
て
ゐ
た
か
を
見
よ
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
六
　
「
さ
ね
」
と
言
ふ
語
及
び
ぬ
し

神
主
・
神
実
と
い
ふ
語
は
一
括
し
て
説
い
て
よ
い
。
む
ざ
ね
と
言
ふ
の
は
、

語
原
的
に
は
身
実
ム
サ
ネ
・
身
真
ム
サ
ネ
な
ど
宛
て
ゝ
よ
い
語
で
、
心シン
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら

だ
・
か
ら
だ
の
心シン
な
ど
と
訳
し
て
よ
い
だ
ら
う
。 

正  

身 

シ
ヤ
ウ
ミ

・
本
体
な
ど
言
へ

ば
、
近
代
的
に
も
わ
か
る
。 

神  

実 

カ
ム
ザ
ネ

・
神
主
な
ど
言
ふ
語
も
、
神
の
中
心
的

な
存
在
・
生
き
て
ゐ
る
神
の
精
髄
、
神
主
は 
主  

神 
シ
ユ
ジ
ン

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

神
主
を
さ
す
こ
と
の
多
く
て
、
之
を
神
髄
な
る
神
と
い
ふ
風
に
解
し
て
も
よ
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い
訣
だ
。
即
、
祭
ら
れ
る
べ
き
神
髄
に
な
る
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
を
意

味
す
る
語
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
実
身
（
サ
ネ
ミ
）
と
い
ふ
風
に
逆
に
言
つ
て

も
、
身
の
心シン
と
言
ふ
の
と
同
じ
で
あ
る
。
神
主
も
又
神
人
の
主
体
又
は
神
々

の
主ヌシ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
並
べ
て
考
へ
て
よ
い
訣
だ
。
漠
た
る

表
象
に
、
偏
向
あ
ら
せ
ら
れ
る
所
か
ら
、
意
義
も
固
定
す
る
の
で
、
中
に
は

浮
動
し
た
ま
ゝ
と
謂
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
表
象
を
追
求
す
る
心
が
、
半

ば
以
上
言
語
発
想
当
初
の
意
想
よ
り
も
発
育
し
た
も
の
に
す
る
。

心シン
に
な
る
も
の
を
考
へ
る
。
其
が
、
神
自
体
で
あ
つ
て
も
、
神
以
外
の
も
の

で
あ
つ
て
も
、
さ
う
し
た
点
に
、
深
い
顧
慮
の
な
い
所
か
ら
出
発
し
て
、
そ

の
語
の
宿
命
的
な
意
義
が
定
ま
る
。
だ
か
ら
、
「
神
ざ
ね
」
は
神
で
あ
る
か
、

神
主
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
に
も
考
へ
得
る
所
が
あ
り
、
神
道
が
儀
礼
化
す
る
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と
共
に
、
人
神
信
仰
が
強
く
な
る
と
、
神
実
即
神
主
の
方
に
重
く
な
る
。
而

も
、
正
確
に
は
や
は
り
動
揺
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
外
は
な
い
。

身
の
さ
ね
と
言
つ
て
も
、
実サネ
な
る
身
と
言
つ
て
も
、
固
定
以
前
に
は
ど
ち
ら

で
も
理
会
出
来
る
筈
で
あ
つ
た
。
其
が
語
形
が
き
ま
る
と
、
却
つ
て
一
方
の

外
は
訣
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
む
ざ
ね
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
な
つ
た
ら
し
い
。
む
ざ
ね
と
言
ふ
古
語
が
、
現
存
の
文
献
に

は
見
ら
れ
な
く
な
る
頃
、
　
　
或
は
、
唯
多
く
行
は
れ
な
く
な
つ
た
ゞ
け
で
、

地
方
的
に
は
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
之
に
代
り
、
又
そ
れ
か
ら
幾
分
意
義

が
踏
み
出
し
た
と
見
え
る
語
に
、
さ
う
じ
み
が
あ
る
。
正
身
（
シ
ヤ
ウ
ジ
ン
）

と
い
ふ
漢
語
を
国
語
化
し
て
し
や
う
じ
み
と
言
つ
た
の
で
あ
る
。
其
が
音
韻

変
化
し
て
さ
う
じ
み
と
言
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
、
如
何
に
も
国
語
ら
し
い
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情
調
を
持
つ
て
来
た
。
当
然
む
ざ
ね
と
交
替
す
る
の
に
適
当
な
機
会
が
あ
つ

て
、
漸
く
ふ
り
替
つ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
国
語
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
の

著
し
く
現
れ
た
語
で
あ
る
。
正
身
は
意
義
か
ら
言
へ
ば
む
ざ
ね
で
あ
り
、
語

を
解
体
す
れ
ば
、
さ
ね
み
で
あ
る
。
必
し
も
、
さ
う
し
て
分
解
的
に
語
は
造

ら
れ
て
は
ゐ
な
い
の
だ
が
、
語
の
成
立
に
、
さ
う
言
ふ
意
識
を
含
ん
で
ゐ
る

の
は
事
実
だ
。
精
神
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
時
期
が
、
語
序
を
と
り
替
へ
さ
せ

る
力
に
な
つ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
。
語
序
交
替
期
は
、
若
し
あ
つ
た
と
言
へ
る

に
し
て
も
、
遥
か
に
古
い
時
代
の
事
で
あ
つ
て
、
其
は
現
実
と
し
て
は
考
へ

ら
れ
な
い
や
う
な
も
の
で
、
空
想
と
同
じ
で
あ
る
。
が
、
さ
う
し
た
努
力
は
、

相
当
長
期
に
渉
つ
て
続
け
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
唯
何
と
な
く
、
語
原
的
に
は

ふ
り
替
る
や
う
に
感
じ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
必
し
も
順
か
ら
逆
へ
逆
か
ら
順
へ
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と
も
言
ふ
意
識
な
く
、
唯
今
ま
で
の
形
と
、
変
化
さ
へ
行
は
れ
ゝ
ば
よ
い
と

言
ふ
や
う
な
精
神
誘
導
力
の
為
に
、
何
と
な
く
か
は
り
〳
〵
し
て
来
た
も
の

と
思
う
て
よ
い
の
だ
ら
う
。
恐
ら
く
徐
々
と
し
て
、
全
体
に
及
ん
だ
筈
の
語

序
変
化
の
余
勢
が
、
遅
れ
て
尚
行
は
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
り
、
又
逆
に
再
、

正
序
か
ら
逆
序
へ
戻
つ
た
も
の
も
あ
ら
う
し
、
　
　
ど
ち
ら
が
逆
だ
と
い
ふ

こ
と
は
な
い
訣
だ
が
、
後
世
の
日
本
語
で
は
、
基
準
と
し
て
姑
く
、
さ
う
称

へ
て
ゆ
く
外
な
か
ら
う
。
正
語
序
に
置
か
れ
た
も
の
ゝ
方
が
、
殆
絶
対
に
多

い
の
で
あ
る
か
ら
　
　
其
と
同
じ
語
序
が
可
な
り
遅
く
ま
で
く
り
返
さ
れ
て

ゐ
て
、
む
ざ
ね
・
さ
う
じ
み
の
様
な
、
後
世
的
特
徴
を
持
つ
た
国
語
的
性
質

を
、
新
入
漢
語
の
上
に
表
し
て
来
た
も
の
も
あ
つ
た
訣
だ
。
だ
か
ら
中
に
は

勿
論
、
語
序
変
化
に
と
り
残
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
の
で
、
中
世
国
語
が
そ
の
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散
列
相
を
示
し
て
ゐ
る
訣
で
あ
る
。
そ
の
と
り
残
さ
れ
た
姿
が
、
新
し
い
変

化
の
及
び
に
く
い
固
有
名
詞
の
上
に
見
ら
れ
る
事
の
多
い
の
は
、
当
然
で
あ

る
。
而
も
其
間
に
、
其
以
外
の
も
の
に
も
残
つ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
見
つ
け
ら
れ

る
、
今
ま
で
の
例
の
や
う
な
も
の
も
、
時
と
し
て
は
、
語
序
が
逆
に
な
つ
て

ゐ
て
も
、
其
は
当
然
あ
る
べ
き
普
通
の
こ
と
の
や
う
に
思
つ
て
来
た
こ
と
で

あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
七
　
人
名
に
つ
い
て

　
　  

新
羅
媛
善
妙  

シ
ラ
ギ
ヒ
メ
ゼ
ン
メ
ウ

　
　
百
済
媛
妙
光
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中
臣
金
連

　
　
中
臣
鎌
子
連
（
又
、
中
臣
鎌
足
連
）

　
　

　
　
蘇
我
稲
目
宿
禰

　
　
蘇
我
馬
子
宿
禰

　
　
蘇
我
蝦
夷
宿
禰

　
　
蘇
我
赤
兄
臣

　
　
蘇
我
倉
麻
呂
臣

　
　

　
　
物
部
目
連
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物
部
尾
輿
大
連

　
　
物
部
弓
削
守
屋
大
連

　
　

　
　
大
伴
談
カ
タ
リ連

　
　
大
伴 

金  
村 

カ
ナ
ム
ラ

大
連

　
　
大
伴
長
徳
連

こ
の
日
本
紀
の
人
名
排
列
は
、
一
見
正
逆
の
語
序
を
ま
じ
へ
た
も
の
ゝ
様
に

見
え
、
又
自
然
な
並
べ
方
の
や
う
に
も
見
ら
れ
る
だ
ら
う
。

た
と
へ
ば
、
「
百
済
池イケ
津
媛
」
な
ど
言
ふ
の
を
順
当
と
解
す
れ
ば
、
媛
と
い

ふ
称
号
は
、
唯
の
敬
称
の
や
う
に
、
近
代
の
感
じ
方
で
は
思
は
れ
る
だ
ら
う
。
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併
し
古
代
宮
廷
の
慣
例
に
よ
れ
ば
、
夫
人
・
媛
は
、
三
韓
の
貴
族
の
女
性
の

官
或
は
族
姓
を
示
す
称
呼
で
あ
る
。
「
狛
夫
人
某
と
、
新
羅
百
済
の
媛
善
妙

・
妙
光
其
他
を
度ド
し
た
」
（
崇
峻
三
年
紀
）
と
あ
る
の
は
、
新
し
く
彼
地
か

ら
来
た
人
々
で
、
菩
提
寺
で
得
度
せ
し
め
た
も
の
ゝ
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
。

新
羅
媛
・
百
済
媛
は
そ
の
族
姓
を
示
し
、
善
妙
・
妙
光
は
名
を
言
ふ
も
の
と

見
ら
れ
る
。
雄
略
二
年
紀
に
は
、
媛
を
後
に
し
て
ゐ
る
。
此
は
や
は
り
同
様

に
見
る
べ
き
も
の
で
、
百
済
媛
池
津
と
あ
る
に
等
し
く
考
へ
て
よ
い
。
中
臣

氏
の
金カネ
・
鎌
足
等
に
、
連
姓
の
つ
く
様
子
は
、
日
本
紀
記
録
　
　
或
は
日
本

紀
資
料
記
述
時
代
に
、
既
に
姓
の
下
に
廻
る
風
の
現
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ら
う
が
、
一
方
又
、
姓
が
敬
称
と
し
て
の
感
覚
を
表
す
様
に
な
つ

て
来
た
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
他
の
家
々
の
宿
禰
・
臣
・
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連
な
ど
の
位
置
が
、
同
じ
時
代
に
上
に
も
下
に
も
置
か
れ
る
が
、
概
し
て
下

に
な
る
傾
向
が
出
て
ゐ
る
所
に
、
新
古
の
感
覚
の
相
違
が
出
て
ゐ
る
。
後
に

な
る
ほ
ど
、
真
人
や
朝
臣
が
姓
と
言
ふ
よ
り
敬
称
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
。
某

位
以
上
を
朝
臣
と
敬
称
す
る
と
言
ふ
や
う
な
風
は
、
か
う
言
ふ
傾
向
か
ら
誘

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

元
来
、
敬
称
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
姓
が
、
氏
名

か
ら
放
さ
れ
て
、
人
名
の
下
に
つ
く
や
う
に
な
る
。
此
は
単
な
る
語
序
変
化

に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
さ
う
な
る
と
、
人
名
に
対
し
て
、
姓
が
個
的
な
関

係
を
深
め
て
感
じ
さ
せ
る
。

か
う
し
て
、
姓
と
氏
と
名
と
の
位
置
の
動
い
て
行
く
の
は
、
社
会
感
覚
の
変

化
に
よ
る
や
う
に
見
え
る
が
、
根
柢
の
理
由
は
、
語
序
変
化
に
あ
る
。
さ
う
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し
た
語
序
と
敬
語
感
覚
と
の
交
錯
交
替
す
る
様
子
が
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

傍
丘
の
如
き
は
、
半
固
有
名
詞
と
言
ふ
事
も
出
来
る
も
の
で
、
日
常
常
用
物

の
表
現
例
と
し
て
、
下
簾
・
韈
・
梯
立
の
や
う
に
残
つ
た
も
の
と
、
一
様
に

見
て
よ
か
ら
う
。

旧
語
序
に
よ
つ
て
、
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
　
　
或
は
さ
う
言
ふ
こ
と
が
、

旧
語
序
を
持
つ
言
語
族
に
偏
し
て
甚
一
方
的
な
言
ひ
方
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
は
、
相
当
に
古
い
過
去
で
、
我
々
が
想
像
す
る
古
代
と
は
、
状
態
が
違

ふ
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し
た
語
序
の
語
が
、
普
通
に
使
は
れ
て
ゐ
た
状
態
は
、

古
代
文
献
に
よ
つ
て
印
象
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
、
我
々
の
想
像
を
超
越

し
た
も
の
と
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
後
の
文
献
に
は
窺
は
れ
な
い
ほ
ど
、

34日琉語族論



連
絡
の
き
れ
た
と
思
は
れ
る
姿
が
あ
る
や
う
に
も
見
え
る
。
日
本
の
重
要
な

部
族
の
祖
先
　
　
人
数
の
多
い
こ
と
を
意
味
さ
せ
て
言
ふ
の
で
は
な
い
が
、

　
　
の
移
住
以
前
の
故
土
時
代
に
用
ゐ
た
語
と
い
ふ
思
ひ
き
つ
た
表
現
を
し

て
も
、
無
理
で
は
な
い
程
、
後
の
正
語
序
の
発
想
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
八
　
媛
の
位
置

た
と
へ
ば
、
媛
踏
韛
五
十
鈴
媛
命
の
名
に
媛
の
語
の
畳
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
に
、
極
め
て
遠
い
古
代
も
疑
ひ
を
持
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ほ

と
た
ゝ
ら
・
い
す
ゝ
ぎ
ひ
め
と
言
は
れ
た
名
で
あ
つ
た
の
が
、
ひ
め
た
ゝ
ら

・
い
す
ゞ
ひ
め
（
又
は
、
い
す
け
よ
り
ひ
め
）
と
呼
ば
れ
る
や
う
に
な
つ
た
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と
言
ふ
語
原
説
話
が
行
は
れ
て
ゐ
た
。
語
原
説
は
語
原
説
と
し
て
、
や
は
り

ひ
め
た
ゝ
ら
が
元
で
、
ほ
と
た
ゝ
ら
の
称
号
の
派
生
し
て
来
た
直
接
の
原
因

が
あ
り
、
更
に
さ
う
し
た
語
原
拡
張
を
行
ふ
理
由
が
つ
け
加
つ
て
来
た
の
で

あ
る
。
其
は
其
と
し
て
、
此
御
名
は
、
謂
は
ゞ
新
古
の
語
序
を
示
し
て
ゐ
る

も
の
と
言
は
れ
る
。
新
語
序
で
言
へ
ば
、
た
ゝ
ら
い
す
ゞ
媛
と
言
ふ
べ
き
も

の
で
あ
つ
た
。
其
が
旧
語
序
で
は
、
媛
た
ゝ
ら
い
す
ゞ
或
は
媛
た
ゝ
ら
い
す

け
と
言
ふ
様
な
形
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
古
い
称
号
で
は
、
も
つ
と
複
雑

な
も
の
が
あ
る
の
だ
ら
う
が
、
さ
う
言
ふ
想
定
を
加
へ
る
こ
と
は
、
却
つ
て

不
自
然
に
な
る
か
ら
、
素
朴
な
形
で
考
へ
て
見
よ
う
。

媛
た
ゝ
ら
い
す
ゞ
に
対
し
て
、
尠
く
と
も
、
「
命
ミ
コ
ト」
は
、
相
当
後
の
附
加
で
、

第
二
次
の
称
呼
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
種
々
雑
多
な
古
代
の
歴
史
的
或
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は
地
方
的
な
称
号
を
統
一
し
た
宮
廷
的
称
呼
で
あ
つ
て
、
「
ひ
め
…
…
ひ
め
」

だ
け
で
、
通
じ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
末
尾
に
つ
く
媛
は
、
後
代
風
に
は
正
当
な
位
置
に
、
接
尾
語
と
し
て

あ
る
も
の
ゝ
や
う
に
見
え
る
が
、
当
然
あ
る
筈
の
地
位
に
、
敬
語
語
尾
と
し

て
据
ゑ
た
ゞ
け
で
、
若
し
敬
語
語
尾
が
、
古
く
こ
ゝ
に
な
い
の
が
、
語
序
と

し
て
正
当
な
ら
ば
、
前
に
言
つ
た
や
う
に
、
ひ
め
た
ゝ
ら
い
す
ゞ
で
よ
い
訣

で
あ
る
。

後
代
の
習
慣
で
、
語
感
に
不
安
を
覚
え
る
な
ら
、
仮
り
に
ひ
め
た
ゝ
ら
・
い

す
ゞ
の
命
と
し
て
も
よ
い
。
唯
、
語
尾
に
敬
語
を
置
か
ず
、
語
頭
に
据
ゑ
る

の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
併
し
ひ
め
乃
至
ひ
こ
と
言
つ
た
語

が
、
敬
語
と
い
ふ
意
識
を
以
て
は
じ
め
か
ら
使
は
れ
て
ゐ
た
か
、
ど
う
か
は
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問
題
で
あ
る
。
神
聖
な
資
格
を
示
す
名
で
あ
つ
た
の
が
、
次
第
に
敬
意
を
孕

み
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
古
く
は
自
ら
別
途
の
意
義
を
表
し
て
ゐ
た
も
の

と
考
へ
て
よ
い
。
語
頭
に
ひ
こ
の
遺
つ
た
例
は
、
之
に
比
べ
る
と
、
極
め
て

豊
富
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
九
　
彦
の
論

　
　
ひ
こ
・
く
に
ぶ
く
（
彦
国
葺
）

　
　
ひ
こ
・
さ
し
り
（
彦
狭
知
神
）

　
　
ひ
こ
・
い
つ
せ
（
彦
五
瀬
命
）

　
　
ひ
こ
・
ま
す
王ミコ
（
彦
坐
王
）
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┌
　
　
　
主
┐

　
　
ひ
こ
・
さ
し
ま
│
彦
狭
島
　
　
　
　
　
　
　
│

　
　
　
　
　
　
　
　
└
　
　
　
神
┘

　
　
ひ
こ
・
ほ
ゝ
で
み
（
彦
火
々
出
見
命
）

　
　
ほ
ゝ
で
み
（
火
々
出
見
命
）

　
　
あ
ま
つ
ひ
こ
ね
（
天
津
彦
根
命
）

　
　
あ
ま
つ
ひ
こ
ね
ほ
の
に
ゝ
ぎ
（
天
津
彦
根
火
瓊
々
杵
尊
）

　
　
あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ
ほ
の
に
ゝ
ぎ
（
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
）

　
　
か
む
や
ま
と
い
は
れ
ひ
こ
ほ
ゝ
で
み
（
神
日
本
磐
余
彦
火
々
出
見
天
皇
）

　
　
　
　
ひ
こ
な
ぎ
さ
た
け
う
が
や
ふ
き
あ
へ
ず
（
彦
波
瀲
武
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
）
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「
彦
」
を 

名  

頭 

ナ
ガ
シ
ラ

に
頂
い
た
人
名
（
神
名
）
は
、
単
に
之
に
限
ら
ず
相
当
に

多
い
が
、
大
抵
は
、
純
然
た
る
逆
語
序
時
代
に
固
定
し
た
も
の
が
、
忘
却
の

時
代
に
入
つ
て
安
定
状
態
に
あ
る
と
言
つ
た
風
の
お
ち
つ
い
た
語
感
を
与
へ

て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
か
う
し
た
人
名
が
行
は
れ
、
固
定
し
、
運
搬
せ
ら
れ
て

来
て
、
死
語
化
し
た
歴
史
を
、
一
語
々
々
が
示
し
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
、
言

ひ
過
ぎ
で
は
な
い
。
殊
に
神
名
の
系
統
の
語
の
中
に
は
、
旧
語
序
に
よ
つ
て

出
来
て
ゐ
る
語
の
形
に
倣
つ
て
出
来
た
　
　
た
と
へ
ば
奈
良
時
代
前
に
な
つ

た
と
見
え
る
新
し
い
古
典
語
な
ど
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
中
に
は
、
く
に
ぶ
く

彦
・
さ
し
り
彦
・
い
つ
せ
彦
・
さ
し
ま
彦
な
ど
言
ひ
か
へ
て
も
、
元
の
名
の

持
つ
た
感
覚
を
う
け
と
る
こ
と
の
出
来
さ
う
な
種
類
も
あ
つ
て
、
多
く
の
古

代
人
名
の
間
に
は
旧
語
序
か
ら
新
語
序
に
お
き
替
へ
て
伝
つ
た
も
の
も
あ
る
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こ
と
を
思
は
せ
て
ゐ
る
。
併
し
書
物
に
残
つ
た
多
く
は
、
新
語
序
時
代
に
は
、

す
で
に
静
か
に
固
定
し
て
、
さ
う
言
ふ
風
に
言
ひ
か
へ
る
必
要
が
な
く
な
つ

て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

殊
に
、
ひ
こ
い
つ
せ
の
場
合
は
、
五
瀬
命
を
、
古
い
語
序
で
は
成
程
さ
う
言

つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
即
、
五
瀬
命
或
は
「
五
瀬
彦
命
」
と

言
ふ
べ
き
所
で
あ
る
。

「
ほ
ゝ
で
み
」
「
ひ
こ
ほ
ゝ
で
み
」
は
、
古
代
宮
廷
で
尊
信
し
た
祖
先
に
共

通
し
た
呼
び
名
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
彦
火
々
出
見
尊
か
ら
そ
の
前
の
瓊
々
杵

尊
に
溯
り
、
又
降
つ
て
神
武
天
皇
に
至
る
ま
で
、
た
と
へ
ば
神
日
本
磐
余
彦

火
々
出
見
天
皇
と
言
ふ
風
に
、
ひ
こ
ほ
ゝ
で
み
と
称
し
て
ゐ
た
。

詳
し
く
考
へ
れ
ば
、
尚
問
題
は
あ
る
が
、
大
体
に
は
、
「
彦
火
々
出
見
」
が
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天
皇
の
聖
名
で
、
神
日
本
磐
余
が
天
皇
の
個
称
　
　
元
来
、
地
名
　
　
と
言

ふ
こ
と
に
な
る
訣
だ
。
此
も
、
後
の
古
典
的
に
整
頓
し
た
称
呼
、
ひ
こ
ほ
ゝ

で
み
の
命
と
言
ふ
訣
だ
が
、
古
く
は
、
ほ
ゝ
で
み
彦
と
い
ふ
風
の
名
で
あ
つ

た
の
だ
ら
う
。

ひ
こ
な
ぎ
さ
は
「
波
瀲
彦
　
武
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
」
と
言
ふ
風
な
語
序
に
置

き
替
へ
て
見
れ
ば
、
理
会
し
易
い
語
で
あ
ら
う
。

ひ
こ
ほ
の
上
に
、
あ
ま
つ
を
伴
ふ
呼
称
例
も
多
い
。
更
に
一
つ
ひ
こ
が
つ
い

て
、
あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ
ほ
の
に
ゝ
ぎ
と
言
ふ
例
も
あ
る
。
文
献
時
代
の
誤
写

か
、
其
に
先
さ
き
だつ
伝
承
時
代
の
聞
き
違
へ
、
聯
想
の
錯
誤
か
と
も
思
は
れ
る
が
、

古
典
研
究
に
大
切
な
準
拠
を
な
く
す
る
事
に
な
る
。
こ
の
名
な
ど
は
、
同
時

に
さ
う
し
た
形
が
、
最
正
し
い
古
い
名
の
形
と
考
へ
て
か
ゝ
る
必
要
が
あ
る
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や
う
だ
。
天
つ
彦
が
一
部
、
彦
火
瓊
々
杵
尊
が
又
一
部
、
と
言
ふ
風
に
、
一

称
号
を
分
け
て
考
へ
れ
ば
理
会
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
天
つ
彦
」
は
新
語
序
時
代
に
入
つ
て
ゐ
る
し
、
「
彦
火
…
…
」
は
旧
語
序

の
姿
を
止
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
語
序
錯
雑
は
、
伝
承
と
歴
史
と

の
時
代
を
経
て
重
つ
て
来
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
又
逆
に
、
彦
天
津
と
い
つ

た
逆
語
序
も
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
想
像
出
来
る
が
、
こ
の
外
に
も
後
代
に

「
天
津
彦
」
が
残
つ
て
ゐ
る
。
大
抵
天
津
彦
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
の
神
聖

に
属
す
る
そ
の
聖
子
と
言
つ
た
意
を
持
つ
、
纏
つ
た
熟
語
に
な
つ
て
ゐ
る
。

天
津
彦
根
と
熟
す
る
こ
と
が
、
其
事
を
明
ら
か
に
示
す
。
天
津
彦
根
　
火
瓊

々
杵
尊
か
ら
、
寧
ろ
単
純
化
せ
ら
れ
た
形
と
思
ふ
べ
き
天
津
彦
根
命
・
天
津

彦
尊
な
ど
が
出
て
来
る
。
更
に
再
複
合
し
て
、
天
津
彦
　  

国    

光  

ク
ニ
ヒ
カ
ル

彦
火
瓊
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々
杵
尊
と
言
ふ
や
う
な
複
雑
な
の
に
も
な
つ
て
ゐ
る
。
「
国
光
火
瓊
々
杵
」

と
い
ふ
形
に
彦
が
つ
き
、
其
が
対
句
に
な
つ
て
、
天
津
彦
国
光
彦
と
言
ふ
形

を
採
つ
た
と
見
ら
れ
る
。
（
お
な
じ
理
由
で
、
形
は
違
ふ
が
、
天
津
国
光
彦

々
瓊
々
杵
と
言
ふ
風
に
も
説
け
る
。
）
か
う
し
た
神
名
を
表
出
す
る
宗
教
的

恍
惚
時
の
心
理
は
、
潜
在
す
る
印
象
の
錯
出
す
る
も
の
だ
か
ら
、
単
純
な
一

方
的
な
理
会
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
方
が
、
却
つ
て
不
安
を
誘
ふ
。

何
に
せ
よ
、
長
い
伝
承
の
間
に
、
語
序
が
入
り
乱
れ
て
、
ひ
こ
の
用
語
例
さ

へ
明
ら
か
で
な
く
な
つ
た
の
だ
が
、
此
だ
け
は
言
つ
て
も
さ
し
支
へ
が
な
い
。

逆
語
序
時
代
に
は
、
ひ
め
た
ゝ
ら
同
様
、
語
頭
に
来
て
ゐ
た
も
の
が
、
正
語

序
に
な
つ
て
は
、
語
尾
に
移
さ
れ
た
。
併
し
尚
古
典
感
の
極
め
て
固
定
し
て

ゐ
た
も
の
は
、
語
頭
に
留
め
て
お
く
と
共
に
、
正
語
序
時
代
の
方
法
に
よ
つ
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て
、
今
一
つ
同
様
な
語
を
、
据
ゑ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
其
為
に
、
『
ひ
こ
ひ

こ
（
彦
々
）
』
の
場
合
の
如
く
、
唯
古
典
感
を
添
へ
る
だ
け
の
も
の
に
な
つ

て
残
る
の
で
あ
る
。

彦
穂
は
、
ひ
こ
ほ
と
熟
し
て
ゐ
る
語
の
や
う
に
普
通
考
へ
て
来
て
ゐ
る
。
併

し
此
も
、
ひ
こ
と
ほ
と
は
元
は
結
合
し
て
ゐ
た
も
の
で
な
い
。
や
は
り
ひ
こ

は
逆
序
の
「
ひ
こ
…
…
」
で
あ
つ
た
の
が
、
後
に
、
た
と
へ
ば
天
つ
ひ
こ
と

言
ふ
様
に
正
序
の
考
へ
方
か
ら
、
上
の
語
に
つ
い
て
来
た
。
さ
う
し
た
段
階

を
経
た
も
の
ゝ
上
に
、
更
に
正
序
の
「
天
つ
ひ
こ
」
に
「
ほ
の
…
…
」
が
接

し
た
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
だ
。
併
し
「
ほ
」
は
支
那
風
に
言
へ
ば
、

火
徳
あ
る
上
帝
と
言
ふ
や
う
な
、
一
種
の
讃
頌
の
語
と
考
へ
ら
れ
易
い
。
さ

う
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
事
実
に
近
い
が
、
元
々
帝
徳
を
言
ふ
も
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の
ゝ
様
に
、
古
代
に
お
い
て
既
に
解
釈
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
あ
る
時
代
の
君
主
の
と
て
み
ず
む
の
標
示
で
あ
つ
た
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
ら
う
。
動
物
・
植
物
以
外
の
天
体
・
光
線
・
空
気
等
の
族
霊
ト
テ
ム
を
持
つ

部
族
の
首
長
の
類
で
あ
つ
た
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
も
の
と
見
る
方
が
適
当
ら

し
い
。
即
、
「
ほ
」
は
「
火
」
或
は
「
日
光
」
を
標
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ほ
の
・
に
ゝ
ぎ
・
ひ
こ
と
言
つ
た
正
序
の
形
が
成
立
し
な
い
で
し
ま
つ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
以
前
の
姿
で
残
つ
た
の
が
、
ひ
こ
・
「
ほ
の
に
ゝ
ぎ
」

で
あ
り
、
其
に
尊
称
語
尾
を
整
頓
し
て
、
「
ひ
こ
ほ
の
に
ゝ
ぎ
の
み
こ
と
」

と
、
正
語
序
時
代
の
語
感
を
満
足
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

彦
や
媛
の
上
に
あ
つ
た
事
実
が
、
他
に
あ
つ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
前
に
出

た
「
ひ
こ
な
ぎ
さ
・
た
け
・
う
が
や
ふ
き
あ
へ
ず
」
と
言
ふ
名
は
、
「
な
ぎ
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さ
ひ
こ
・
う
が
や
ふ
き
あ
へ
ず
た
け
る
」
と
正
語
序
時
代
な
ら
言
ふ
所
で
あ

ら
う
。
こ
れ
は
、
讃
称
を
二
つ
持
つ
た
神
名
で
あ
る
。
ひ
こ
と
お
な
じ
位
置

に
あ
る
た
け
は
、
語
頭
に
あ
る
時
の
形
で
、
語
尾
に
来
る
時
は
た
け
る
と
言

ふ
の
で
あ
る
。
た
け
・
わ
か
（
稚
）
な
ど
、
性
格
表
示
と
、
讃
称
と
を
兼
ね

た
語
頭
の
語
が
、
語
尾
に
廻
る
と
、
「
…
…
建
タ
ケ
ル」
「
…
…
別ワケ
」
と
言
ふ
風
に
、

古
い
姓
カ
バ
ネの
や
う
な
感
覚
を
持
つ
て
来
る
。
さ
て
こ
ゝ
に
、
神
名
ら
し
い
感
覚

を
持
つ
も
の
を
あ
げ
て
見
た
い
。

神
功
皇
后
紀
に
、
「
七
日
七
夜
に
逮
び
て
、
乃
答
へ
て
曰
く
、
神
風
伊
勢
国

の  

百  

伝  

度  

会  

県  

モ
モ
ツ
タ
フ
ワ
タ
ラ
ヒ
カ
タ

の  

析
鈴
五
十
鈴
宮  

サ
ク
ス
ズ
イ
ス
ズ
ノ
ミ
ヤ

に
居
る
神
、
名
は
撞  

賢  

木  

ツ
キ
サ
カ
キ
イ
ツ

厳  

御  

魂 

天 

疎 

向 

津 

姫     

ノ
ミ
タ
マ
ア
マ
サ
カ
ル
ム
カ
ヒ
ツ
ヒ
メ
ノ

命
…
…
」
と
言
ふ
名
の
り
を
は
じ
め
に
、
幾

柱
の
神
が
出
現
し
て
来
る
。
此
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
天
照
大
神
の
荒
魂
で
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あ
る
と
言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
此
条
の
日
本
紀
に
は
、
一
書
が
あ
つ
て
、

別
の
伝
へ
が
あ
る
。
「
…
…
三
神
の
名
を
称ノ
り
て
、
且
重
ね
て
曰
は
く
『
吾

が
名
は
、 
向  

匱 
ム
カ
ヒ
ツ

男
聞
襲
大
歴
五
御
魂
速
狭
騰
尊
な
り
』
…
…
」
と
言
ふ
の

で
あ
る
。
此
神
名
は
、
本
書
と
一
書
で
、
別
々
の
二
様
の
男
女
の
神
名
に
な

つ
て
現
れ
て
ゐ
る
。
が
、
共
通
の
部
分
の
多
い
語
組
織
で
あ
る
。
向
匱
＝
向

津
（
ム
カ
ヒ
ツ
）
・
五
御
魂
＝
厳
御
魂
（
イ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
）
・
速
狭
騰
＝
天

疎
（
ハ
ヤ
サ
カ
リ
＝
ア
マ
サ
カ
ル
）
此
だ
け
共
通
で
、
神
の
性
が
本
書
で
は

姫
、
一
書
で
は
向
匱
男○

と
あ
る
か
ら
男
神
な
の
で
あ
ら
う
。
此
点
は
、
同
神

が
女
性
と
男
性
と
に
別
れ
て
現
出
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
、
問
題
は
な
い
。

そ
れ
と
、
聞
襲
大
歴
（
キ
キ
ソ
オ
ホ
フ
？
）
と 

撞 

賢 

木 
ツ
キ
サ
カ
キ

の
句
、
尊○

・
姫○

命○

の
語
尾
、
こ
の
二
つ
が
対
照
し
て
見
え
る
所
で
あ
る
。
聞
襲
大
歴
と
撞
賢
木
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は
一
方
は
疑
ひ
な
く
、
つ
き
さ
か
き
だ
が
、
一
方
は
ど
う
し
て
も
、
さ
う
は

読
ま
れ
な
い
。
つ
き
さ
か
き
と
言
ふ
枕
詞
式
の
句
が
、
一
方
に
も
同
じ
く
あ

る
が
、
こ
ゝ
だ
け
非
常
に
違
つ
て
、
他
に
は
別
に
変
り
は
な
い
。
唯
認
め
ら

れ
る
変
化
は
神
名
の
語
序
が
、
よ
ほ
ど
入
れ
違
ひ
に
な
つ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。

か
う
ま
で
変
つ
て
ゐ
る
の
は
、
記
憶
や
記
録
の
錯
乱
と
は
言
へ
な
い
。
却
つ

て
両
方
と
も
あ
る
確
か
さ
を
示
し
て
ゐ
る
。

本
書
流
に
整
頓
し
て
見
る
と
、

　
　
聞
襲
大
歴
　
┐
　
　
　
　
　
　
　
は
や
┐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
を
の
　
┐

　
　
　
　
　
　
　
┬
い
つ
の
み
た
ま
・
　
　
┬
さ
か
る
（
り
）
む
か
ひ
つ
・
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┬
み
こ
と

　
　
つ
き
さ
か
き
┘
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
┘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ひ
め
の
┘

か
う
し
た
神
名
が
、
単
に
偶
然
に
関
係
な
く
現
れ
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
。

必
、
相
当
に
自
由
な
語
序
の
入
り
替
り
の
あ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

私
は
今
ま
で
、
普
通
日
本
語
の
語
序
に
よ
る
言
語
排
列
を
正
語
序
と
し
、
そ

れ
に
対
照
的
な
姿
を
見
せ
る
、
其
よ
り
古
い
排
列
を
示
す
も
の
を
、
逆
語
序

と
称
へ
て
来
た
。
が
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
此
は
常
識
を
目
安
と
し
て
言
ふ

だ
け
で
あ
る
。
正
逆
と
言
ふ
拠
り
所
は
な
い
の
で
あ
る
。
強
ひ
て
言
へ
ば
、

わ
れ
〳
〵
の
使
つ
て
ゐ
る
語
に
出
て
来
て
極
め
て
多
く
の
語
に
通
じ
る
語
序
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を
、
正
序
と
言
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
新
を
以
て
判
断
の
標
準
と
す
る
の
だ
が
、

古
い
形
を
正
し
い
も
の
と
す
る
今
一
つ
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
正
逆
語

序
は
、
逆
様
に
考
へ
ら
れ
て
も
為
方
が
な
い
。
こ
の
件
の
神
名
の
変
化
は
、

長
い
年
月
日
の
間
に
起
つ
た
の
で
は
な
い
。
信
仰
上
の
記
憶
の
実
情
と
し
て
、

割
り
に
近
い
期
間
に
、
か
う
し
た
語
序
変
化
は
現
れ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。

正
逆
語
序
の
事
実
に
つ
い
て
、
今
一
つ
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
語
序

変
化
と
言
ふ
様
な
、
久
し
い
時
間
を
か
け
て
の
事
実
は
、
そ
の
原
因
を
明
ら

か
に
示
す
こ
と
は
出
来
ま
い
。
さ
う
し
た
観
察
の
為
に
な
る
、
平
凡
な
事
実

を
今
す
こ
し
書
き
つ
け
て
お
か
う
。

　
　
　
　
　
十
　
荷
前
　
か
た
み
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そ
の
年
に
出
来
た
初
刈
り
上
げ
の
荷
、
野
か
ら
ま
づ
搬
び
出
し
た
稲
を
神
に

示
す
地
方
農
村
古
代
の
行
事
が
あ
つ
た
。
地
方
の
旧
国
か
ら
、
そ
の
誰
に
も

触
れ
さ
せ
て
ゐ
ぬ
荷
を
、
宮
廷
に
搬
ぶ
こ
と
の
意
味
に
お
い
て
、
の
ざ
き
と

言
つ
た
の
で
あ
る
。
此
初
荷
を
更
に
宮
廷
か
ら
、
伊
勢
や
、
陵
墓
へ
進
め
ら

れ
る
使
者
を
の
ざ
き
使
ひ
と
い
ふ
。
荷
前
と
書
い
た
字
面
の
示
す
や
う
に
ま

つ
さ
き
の
荷
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
久
し
い
慣
用
の
後
、
中
世
ま
で
も
此
語

は
使
は
れ
た
。
其
様
に
、
の
ざ
き
は
先
荷
の
意
味
を
見
せ
た
逆
語
序
の
語
で

あ
る
。
而
も
の
と
言
ふ
形
で
さ
き
と
熟
し
た
形
を
見
る
と
、
音
韻
変
化
が
に

か
ら
の
に
単
純
に
行
は
れ
た
の
で
は
な
い
。
も
つ
と
有
機
的
な
屈
折
が
あ
つ

た
の
で
あ
る
。
其
と
今
一
つ
、
わ
れ
〳
〵
が
機
械
的
に
考
へ
て
ゐ
る
、
に
と
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さ
き
と
の
結
合
が
、
さ
き
と
荷
と
の
結
合
に
飛
躍
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
も

つ
と
言
語
心
理
の
複
合
形
態
の
深
さ
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

語
の
古
さ
は
、
荷
前
よ
り
或
は
古
い
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
そ
の
行
は
れ
た

範
囲
が
広
く
、
生
存
期
間
も
其
よ
り
長
か
つ
た
か
た
み
と
言
ふ
語
　
　
、
平

安
期
に
は
相
当
の
古
語
で
あ
つ
た
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
ま
だ
語
の
青
春
期
の
姿

が
見
え
る
や
う
だ
つ
た
。
此
は
古
く
か
ら
の
信
仰
、
身
の
形カタ
　
　
身
形
の
逆

語
序
で
あ
る
。
信
仰
す
る
当
体
の
身
そ
の
物
と
信
じ
る
も
の
を
、
自
分
の
身

に
と
り
つ
け
て
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
身
に
つ
い
た
霊
魂
を
放
さ
な
い

で
お
く
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
考
へ
た
。
此
信
仰
が
広
が
つ
て
、
旅
行
者
自

身
の
霊
魂
に
、
巫
女
・
親
近
女
の
霊
魂
を
併
せ
持
つ
て
行
く
こ
と
の
出
来
る

も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
の
「
身
が
は
り
」
で
あ
り
、
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身
の
か
た
で
あ
る
。
が
、
代
表
的
な
も
の
は
、
相
手
が
身
に
と
り
つ
け
て
ゐ

た
衣
服
で
あ
る
。
愛
人
の
肌
に
近
い
著
物
を
、
我
が
身
に
著
こ
め
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
信
仰
が
広
が
つ
て
、
衣
服
贈
答
の
風
が
、
我
が
国
で
は
、
久
し

く
保
た
れ
た
。
死
後
の
か
た
み
と
言
ふ
も
の
は
、
広
い
意
味
の
遺
物
・
遺
産

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
古
代
・
中
世
か
ら
近
代
　
　
若
し
く
は
現
代
に
到
る
ま

で
、
内
容
の
変
化
・
信
仰
の
深
浅
は
あ
つ
て
も
、
語
と
し
て
は
存
続
し
た
。

こ
れ
が
後
代
に
現
れ
た
語
で
な
く
、
前
々
代
か
ら
の
襲
用
で
あ
つ
た
の
だ
。

ま
た
「
互
に
」
を
意
味
し
、
「
迭
に
」
と
い
ふ
宛
て
字
の
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

「
か
た
み
に
」
と
言
ふ
語
も
、
此
名
詞
の
慣
用
の
上
に
生
じ
た
、
特
殊
な
意

義
で
あ
る
。

か
た
み
の
衣
は
互
に
と
り
か
へ
て
著
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
身
が
は
り
と

54日琉語族論



し
て
衣
を
与
へ
る
と
、
其
に
対
し
て
、
相
手
の
人
か
ら
贈
ら
れ
る
形
式
が
、

普
通
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
為
で
あ
る
。

古
代
の
文
学
的
な
表
現
で
は
、
「
お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
…
…
」
と
も
言
ふ
。
か

た
み
と
か
た
み
と
を
交
互
に
と
り
か
は
す
行
為
を
元
と
し
て
、
相
互
に
・
交

互
に
の
意
味
を
持
つ
た
「
か
た
み
に
」
と
言
ふ
副
詞
が
分
化
し
た
の
で
あ
る
。

か
た
み
と
言
ふ
語
は
、
近
代
に
近
づ
く
ほ
ど
、
「
死
に
が
た
み
」
に
傾
く
が
、

古
代
か
ら
中
世
へ
は
む
し
ろ
、
「
生
き
が
た
み
」
、
或
は
も
つ
と
「
身
が
は

り
」
と
訳
し
た
方
が
適
切
な
用
語
例
を
持
つ
て
ゐ
た
。

「
身
の
か
た
」
「
か
た
み
」
と
い
ふ
風
に
、
正
逆
に
ふ
り
替
つ
た
も
の
と
一

往
は
言
へ
る
が
、
必
し
も
意
義
の
端
々
　
　
論
理
や
、
言
語
表
現
の
端
々
に

ま
で
、
そ
つ
く
り
逆
に
な
つ
て
ゐ
る
と
言
ひ
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
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意
義
の
根
柢
に
な
る
表
象
は
、
「
身
」
と
「
形カタ
」
と
が
聯
関
し
て
ゐ
る
の
だ

が
、
其
が
そ
つ
く
り
、
ひ
つ
く
り
返
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
正
語
序
の
時

代
に
な
つ
て
、
譬
へ
ば
「
み
か
た
」
「
み
の
か
た
」
と
言
ひ
か
へ
る
慣
し
が

出
来
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
「
し
た
う
づ
」
「
し
た
す
だ
れ
」
の
や
う
に
は
、

裏
返
し
に
は
な
つ
て
居
ま
い
。
抑
、
此
場
合
は
、
逆
序
時
代
に
出
来
た
熟
語

を
、
正
序
時
代
の
語
意
識
に
置
い
て
考
へ
る
こ
と
に
な
る
と
言
ふ
不
自
然
が

あ
る
。

さ
う
し
た
正
逆
い
づ
れ
か
一
つ
に
止
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
結
局
正
語
序
だ
け

が
あ
る
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
、
か
た
み
の
如
き
は
、
時
代
の
古
い
も
の

な
る
為
に
、
さ
う
し
た
判
断
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。

明
ら
か
に
時
代
に
よ
つ
て
、
語
序
を
ふ
り
か
へ
て
ゐ
た
も
の
ゝ
中
で
は
、
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「
と
り
見
る
」
「
み
と
る
」
な
ど
が
、
著
し
い
も
の
だ
ら
う
。
み
る
は
「
世

話
を
す
る
」
「
ね
ん
ご
ろ
に
と
り
あ
つ
か
ふ
」
な
ど
言
ふ
内
容
を
持
つ
て
ゐ

て
、
う
し
ろ
み
る
（
後
見
る
）
・
た
ち
み
る
（
立
ち
見
る
）
、
中
へ
入
つ
て

世
話
を
や
く
＝
仲
裁
す
る
と
言
つ
た
用
語
例
の
語
＝
と
る
は
「
手
づ
か
ら
す

る
」
「
扱
ふ
」
、
さ
う
謂
つ
た
意
義
に
使
は
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
「
と

る
」
と
「
み
る
」
と
の
二
つ
の
観
念
の
間
に
加
つ
て
来
、
又
自
オ
ノ
ヅ
カら
生
じ
る
も

の
が
あ
つ
て
、
唯
と
る
・
み
る
と
の
機
械
的
な
接
合
で
は
な
い
。
古
く
は
と

り
み
る
で
あ
つ
た
の
が
、
何
時
か
、
「
み
と
る
」
に
移
つ
て
ゐ
る
。
「
み
と

る
」
は
看
護
す
る
と
言
ふ
風
に
飜
訳
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
直
接
に
め
ん
ど
う

を
み
・
世
話
す
る
と
言
つ
た
所
か
ら
、
介
抱
す
る
・
看
護
す
る
と
い
ふ
風
に

な
つ
て
来
た
も
の
な
の
だ
。
と
り
み
る
も
お
な
じ
で
あ
る
が
、
母
が
と
り
み
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る
・
妻
が
と
り
み
る
な
ど
言
つ
て
、
看
護
よ
り
も
手
づ
か
ら
、
髪
や
、
手
や

身
な
ど
持
つ
て
、
撫
で
育
む
や
う
な
用
例
だ
か
ら
、
今
少
し
、
個
々
の
表
現

の
し
か
た
で
、
自
由
な
意
味
に
動
い
て
行
く
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
。
大
体
に

お
い
て
、
と
り
み
る
・
み
と
る
に
は
語
序
時
期
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

其
と
共
に
、
こ
れ
な
ど
は
語
序
転
換
の
根
本
条
件
な
る
、
言
語
部
族
の
変
化

と
言
ふ
こ
と
に
関
係
は
薄
い
か
も
知
れ
ぬ
。
語
序
の
変
化
を
経
歴
し
た
語
族

の
中
で
、
単
一
な
時
代
的
変
化
が
起
つ
て
来
る
。
一
部
族
の
中
に
、
語
序
変

化
の
起
る
と
い
ふ
こ
と
の
事
実
を
見
せ
て
ゐ
る
例
だ
と
す
る
こ
と
も
出
来
よ

う
。
併
し
こ
れ
な
ど
は
、
語
序
問
題
に
つ
い
て
注
意
を
促
す
ほ
ど
著
し
い
も

の
と
思
は
れ
な
い
だ
ら
う
。
と
り
み
る
と
み
と
る
と
の
間
に
、
普
通
の
人
は
、

そ
れ
ほ
ど
感
覚
的
な
差
異
を
感
じ
な
い
で
あ
ら
う
。
が
、
訣
り
易
く
言
へ
ば
、
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万
葉
と
新
古
今
と
の
用
語
ほ
ど
の
相
違
は
あ
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
歌

で
言
へ
ば
、
古
今
集
と
い
ふ
溝
渠
を
隔
て
ゝ
対
ひ
あ
つ
て
ゐ
る
語
の
や
う
な

気
が
す
る
。
此
は
わ
か
り
易
い
比
喩
で
、
三
つ
の
歌
集
が
、
適
切
に
事
実
を

示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
第
二
部
　
日
本
語
と
し
て
の
沖
縄
語

私
の
こ
の
論
述
は
、
単
に
日
本
と
沖
縄
と
の
言
語
の
親
縁
関
係
ば
か
り
を
説

く
為
の
計
画
か
ら
発
足
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
多
く
の
学
者
に
よ
つ
て
、

い
ま
だ
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
、
日
本
語
に
お
け
る
古
い
別
殊
の

語
序
が
、
曾
て
存
在
し
た
事
が
事
実
で
あ
り
、
そ
の
印
象
が
、
今
日
尚
近
代
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語
的
な
感
覚
を
持
つ
文
章
語
の
上
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
言
ひ
、
さ
う
し
た
事

実
が
、
同
族
言
語
の
中
で
、
ど
の
方
面
へ
最
有
力
に
関
聯
性
を
著
し
く
見
せ

て
ゐ
る
か
、
さ
う
し
た
こ
と
が
見
た
か
つ
た
。
之
を
逆
語
序
の
事
実
の
上
に

お
い
て
見
る
こ
と
が
一
等
有
効
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
つ
た
為
で
あ
る
。

日
本
語
と
の
本
末
関
係
は
固
よ
り
、
そ
の
後
度
々
方
言
と
し
て
と
り
入
れ
た

為
の
複
雑
な
混
淆
状
態
を
経
て
来
た
沖
縄
語
と
、
ま
づ
比
べ
て
見
た
か
つ
た

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
親
近
関
係
の
、
想
像
し

て
ゐ
る
ほ
ど
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
南
方
諸
語
族
と
の
比
較
の
為
の
準

備
を
し
て
お
か
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

琉
球
系
統
の
言
語
で
は
、
語
尾
に
つ
く
小
グ
ワ
アが
、
ま
づ
人
の
注
意
を
惹
く
。
そ

の
中
に
は
、
何
子
・
何
々
子
と
言
ふ
風
の
愛
称
、
日
本
語
に
も
通
常
用
ゐ
ら
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れ
　
　
殊
に
東
北
語
に
多
い
、
あ
の
愛
称
又
は
愛
玩
物
を
言
ふ
語
尾
の ko 

…
… kkoo 

…
… ko 

…
… kko 

…
…
に
当
る
も
の
が
あ
る
。
其
と
共
に
「
小

な
る
」
「
小
き
物
」
と
言
ふ
観
念
を
表
す
小
グ
ワ
アが
極
め
て
多
い
。
此
は
二
つ
な

が
ら
一
つ
で
、
愛
称
の
ぐ
わ
あ
は
心
理
的
に
言
ふ
の
で
あ
つ
て
、
小
観
念
を

表
す
方
は
、
差
等
観
を
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
人
名
・
器
用
・
動

物
な
ど
に
接
尾
語
の
や
う
に
つ
く
こ
は
、
小
観
念
が
抽
象
的
に
心
的
な
も
の

を
示
す
の
で
あ
つ
て
、
対
象
物
を
比
較
に
お
い
て
言
ふ
の
で
は
な
い
。
畢
竟
、

何
よ
り
も
愛
賞
に
堪
へ
る
も
の
と
言
ふ
極
愛
観
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
時
と

し
て
は
、
比
較
を
設
定
し
て
お
い
て
、
大
小
を
観
じ
る
こ
と
も
、
唯
一
つ
に

向
け
て
愛
を
言
ふ
こ
と
も
、
お
な
じ
で
あ
つ
た
ら
う
。
其
が
自
然
に
分
れ
て

来
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
語
序
的
に
見
れ
ば
、
人
名
の
語
尾
・
器
用

61



の
語
尾
な
ど
の
「
子
」
は
、
逆
語
序
的
な
言
ひ
方
と
考
へ
る
こ
と
も
出
来
る
。

「
こ
何
」
と
言
ふ
風
に
観
じ
て
も
わ
か
る
。
我
々
は
今
も
、
「
小
さ
い
所
の
」

「
大
き
い
方
で
な
い
方
の
」
と
言
つ
た
理
会
の
外
に
、
愛
称
と
し
て
感
じ
る

こ
と
の
出
来
る
余
地
は
、
心
に
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
　
「
ぐ
わ
あ
」
と
「
が
ま
」
と

首
里
の
巫
女
「
大
阿
武
志
良
礼

ウ
フ
ア
ム
シ
ラ
レ

」
は
代
々
久
高
ク
タ
カ
氏
の
女
性
を
出
す
、
極
め
て

古
い
為
来
シ
キ
タ
り
で
あ
つ
た
。
中
古
と
伝
へ
る
時
代
に
、
一
門
に
ふ
さ
は
し
い
人

が
な
く
、
臨
時
に
「
大
あ
む
し
ら
れ
」
を
見
立
て
た
が
、
一
方
旧
慣
を
守
つ

て
、
七
歳
の
久
高
氏
の
女
を
「
首
里
の
ろ
が
ま
」
と
称
へ
、
祭
に
当
つ
て
、
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「
の
ろ
が
ま
」
を
「
大
あ
む
し
ら
れ
」
の
先
に
立
て
た
、
と
琉
球
国
諸
事
由

来
記
そ
の
他
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
小
さ
か
つ
た
人
を
立
て
た
の
が
恒
例
と
な
つ

て
、
「
の
ろ
が
ま
」
と
い
つ
た
訣
で
あ
る
。
小
女
神
主
と
言
ふ
や
う
な
意
味

に
お
い
て
い
ふ
の
が
、
の
ろ
が
ま
　
　
「
巫
小
」
で
あ
る
。
が
ま
は
後
代
普

通
に
ぐ
わ
あ
（
小
）
と
な
つ
た
語
で
あ
る
。

日
琉
共
に
、
愛
玩
の
意
を
持
つ
た
子
・
ぐ
わ
あ
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
何
子
」

「
何
ぐ
わ
あ
」
と
言
つ
た
形
で
、
正
語
序
の
「
小
何
」
「
子
何
」
に
当
る
意

義
を
示
す
。

琉
球
の
方
で
言
ふ
と
、
犬
ぐ
わ
あ
（
犬
小
）
が
「
小
犬
」
で
あ
り
、  

橋    

ハ
シ
グ
ワ

小  ア
が
「
小
橋
」
で
あ
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
ゐ
る
。
東
北
方
言
に
お
け
る

「
橋
こ
」
「
犬
こ
」
で
あ
る
。
我
々
は
今
「
橋
子
」
「
犬
子
」
と
い
ふ
風
に
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感
じ
る
が
、
小
犬
・
小
橋
で
も
な
い
替
り
、
橋
子
・
犬
子
で
も
な
く
、
鍾
愛

の
橋
、
可
憐
の
犬
な
る
こ
と
を
示
す
、
心
理
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
形
は
同

じ
で
あ
つ
て
、
彼
と
是
と
で
は
、
両
方
に
別
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
沖
縄
で
は

必
し
も
、
今
も
昔
も
、
両
方
に
渉
つ
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
例
が
、
な
い
と
は

言
へ
な
い
。
寧
ろ
一
つ
の
偏
向
と
し
て
、
差
等
観
を
示
す
「
何
小
」
が
次
第

に
殖
え
て
来
た
ま
で
ゞ
あ
ら
う
。
一
つ
の
心
理
を
元
と
し
て
ゐ
る
も
の
な
の

だ
か
ら
、
中
間
の
観
念
が
次
第
に
自
由
に
な
つ
て
、
両
方
に
跨
つ
て
使
は
れ

る
や
う
に
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

併
し
何
と
し
て
も
、
形
は
純
乎
た
る
逆
語
序
で
あ
る
。
お
な
じ
小
観
念
を
示

す
も
の
に
、
小グ
（
＜
小
コ

）
が
あ
る
。
鳥
小
堀
・
魚
小
堀
な
ど
言
ふ
地
名
が
あ

る
。
首
里
の
「
と
ん
ぢ
よ
も
い
」
、
那
覇
東
村
の
旧
地
「
う
を
ぐ
ぶ
い
」
な
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ど
発
音
す
る
地
が
其
だ
。
小
は
、
く
・
ぐ
（
＜
こ
・
ご
）
で
あ
る
か
ら
、
ぐ

わ
あ
と
音
韻
上
関
係
が
あ
り
さ
う
に
見
え
る
が
、
此
は
、
別
の
語
で
あ
る
。

其
に
語
序
も
、
濠
・
渠
を
意
味
す
る
「
小
堀
」
に
鳥
・
魚
が
つ
い
た
の
で
あ

る
。
即
、
小コ
で
あ
る
。
ぐ
わ
あ
は
之
と
別
に
成
り
立
つ
た
語
で
、
古
く
は
が

ま
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
先
に
出
た
首
里
大
巫
の
幼
巫
を
以
て
し
た
「
の
ろ
が

ま
」
も
同
じ
語
で
あ
る
。
又
、
那
覇
由
来
記
に
あ
る
「
い
べ
が
ま
」
は
墓
で

あ
つ
て
、
窟ガマ
で
は
な
い
。
い
べ
は
神
性
を
表
す
語
だ
か
ら
、
「
神
小
」
又
は

「
小
神
」
と
い
ふ
位
の
称
号
が
、
古
塚
に
つ
い
て
残
つ
た
の
だ
ら
う
。

姓
名
の
語
序
も
、
近
代
に
及
ん
で
も
、
や
は
り
逆
で
通
し
て
居
た
例
が
多
い
。

明
治
卅
七
年
に
書
い
た
『
よ
き
や
（
与
喜
屋
）
の
ろ
く
も
い
由
来
並
家
譜
』

に
は
、
家
長
は
代
々
「
比
嘉
筑
登
之
親
雲
上

ヒ
カ
ツ
ク
ト
ン
ペ
イ
チ
ン

」
と
呼
び
、
比ヒ
嘉カ
が
家
名
で
あ
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る
。
そ
の
外
は
た
と
へ
ば
、
「
加
那
比
嘉
」
「
山
戸
比
嘉
」
「
武
太
比
嘉
」

「
蒲
戸
比
嘉
」
な
ど
皆
幼
名
の
ま
ゝ
で
あ
る
。
「
武
太
比
嘉
の
子
の
山
戸
比

嘉
」
「
ま
つ
比
嘉
」
な
ど
記
録
し
て
ゐ
る
。
正
式
の
呼
び
名
で
は
な
い
童
名

だ
が
、
其
だ
け
に
古
風
で
あ
り
、
一
般
性
の
あ
る
名
で
、
沖
縄
の
名
家
に
生

れ
て
継
承
し
な
か
つ
た
の
は
、
か
う
言
ふ
呼
び
方
を
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
即
、
家
名
・
姓
が
逆
語
序
に
な
つ
て
ゐ
る
訣
だ
。
遠
い

琉
球
の
昔
に
は
、
姓
を
称
へ
な
か
つ
た
筈
で
、
昔
の
君
主
な
ど
も
、
追
号
が

多
い
。
唯
、 

童  

名 

ワ
ラ
ベ
メ

　
　
と
言
ふ
よ
り
通
称
　
　
に
、
字
を
宛
て
ゝ
、
し
か

つ
め
ら
し
く
見
せ
た
も
の
ゝ
多
い
こ
と
は
、
既
に
東
恩
納
寛
惇
氏
・
伊
波
普

猷
氏
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
つ
て
ゐ
る
。
地
名
や
、
家
名
か
ら
、
姓
に
変

つ
て
行
つ
た
も
の
ゝ
多
い
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。
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琉
球
王
宮
廷
は
、
一
つ
の
特
殊
な
民
俗
圏
を
画
し
て
、
沖
縄
本
島
自
体
や
、

島
々
の
民
俗
に
対
し
て
居
る
部
分
が
多
い
。
固
定
し
た
知
識
と
し
て
、
極
め

て
古
い
も
の
を
、
文
献
的
に
も
、
伝
承
的
に
も
保
存
し
て
ゐ
た
。
そ
の
中
で

も
、
さ
う
し
た
知
識
の
維
持
機
関
の
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
宮
廷
及
び
其
に

附
属
し
て
ゐ
た
島
々
の
巫
女
　
　
を
綜
合
し
た
、
女
官
（
大
巫
）
の
信
仰
の

上
に
あ
つ
た
。
私
は
此
か
ら
、
幾
つ
か
、
例
を
あ
げ
て
行
き
た
い
。

　
　
　
　
　
二
　
特
殊
な
意
義
分
化
の
例
と
し
て
の
「
か
な
し
」

敬
称
の
接
尾
語
の
、
人
間
に
対
し
て
言
ふ
最
高
い
も
の
は
、
極
め
て
の
古
代

は
別
だ
が
、
さ
う
し
た
統
一
の
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
は
、
「
か
な
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し
」
が
一
等
上
級
の
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。
国
王
も
妃
・
嬪
も
高
巫
も
大
体

お
な
じ
称
号
で
あ
り
、
之
に
な
ら
つ
て
王
族
た
ち
も
、
其
に
敬
称
を
統
一
し

た
や
う
だ
。
更
に
古
く
な
る
と
、
ま
ち
〳
〵
で
統
一
し
て
ゐ
な
い
や
う
だ
が
、

素
朴
な
姿
の
見
え
る
も
の
は
、
き
み
で
あ
ら
う
。
王
に
も
、
大
巫
に
も
用
ゐ

て
ゐ
る
の
だ
が
、
多
く
は
巫
女
の
称
と
な
つ
て
、
「
三
十
三
君
」
な
ど
と
、

汎
称
す
る
や
う
に
な
つ
た
。

第
二
は
恐
ら
く
、
あ
ん
じ
（
按
司
）
で
あ
ら
う
。
此
は
男
性
に
は
、
貴
族
・

領
主
の
称
号
と
し
て
通
つ
て
ゐ
る
。
が
、
あ
じ
（
按
司
）
と
単
音
化
す
る
や

う
に
も
な
つ
た
。
語
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
じ
の
音
化
し
た
も
の
と
も
言
へ
る

が
、
か
わ
ら
と
い
ふ
敬
称
と
対
句
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
も
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
男
に
か
わ
ら
↓
ち
や
ら
↓
さ
ら
と
い
ふ
如
く
、
女
性
に
も
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を
な
さ
ら
・
を
な
ち
や
ら
な
ど
言
ふ
。
勿
論
あ
ん
じ
は
女
性
の
尊
称
と
し
て

も
、
多
く
使
は
れ
た
。
其
上
、
あ
ん
じ
に
は
、
諸
侯
階
級
を
示
す
や
う
な
慣

用
が
著
し
い
。

あ
ん
じ
と
か
な
し
と
を
重
複
さ
せ
る
と
、
敬
意
が
深
く
な
る
。
王
妃
又
は
其

に
相
当
す
る
尊
称
で
あ
つ
た
。
複
合
す
る
敬
称
は
、
こ
ゝ
に
は
省
く
が
、
さ

う
し
た
複
合
の
為
に
、
か
な
し
な
ど
の
敬
意
表
現
の
程
度
が
弛
緩
し
て
来
た

ら
し
い
。
恐
ら
く
王
又
は
最
高
巫
に
使
つ
た
ら
し
い
か
な
し
が
、
相
当
に
自

由
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
琉
球
最
上
の
女
性
が
王
妃
と
言
ふ
こ
と
に

な
つ
た
の
は
、
尚
質
の
代
か
ら
で
あ
る
。
其
ま
で
は
、
宮
廷
の
大
巫
、
き
こ

え
お
ほ
き
み
（
聞
得
大
君
）
が
神
に
親
近
す
る
関
係
か
ら
、
最
上
位
の
女
性

で
あ
つ
た
。
国
王
を
天
か
な
し
・
首
里
か
な
し
と
呪
詞
の
上
で
は
言
つ
て
ゐ
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る
の
と
同
様
で
あ
る
。
あ
ん
じ
の
場
合
も
、
尚
円
を
神
号
「  

金
丸
按
司
添  

カ
ナ
マ
ル
ア
ジ
ソ
ヒ

」
、
尚
清
を
神
号
「
天
続
之
按
司
添

ア
ジ
ソ
ヒ

」
、
尚
元
を
「
月
始
按
司
添
」
、
尚
寧

を
「
目メ
賀ガ
末マ
按
司
添
」
、
尚
豊
を
「
天
喜
也
末
按
司
添
」
と
つ
け
て
ゐ
る
。

明
の
崇
禎
十
四
年
、
王
位
に
即
い
た
尚
賢
以
後
は
、
神
号
が
絶
え
て
ゐ
る
。

添
は
お
そ
ひ
で
、
「
浦
添
」
な
ど
記
さ
れ
て
ゐ
る
襲
に
当
る
も
の
で
、
合
理

的
に
解
釈
す
れ
ば
、
按
司
た
ち
を
支
配
す
る
も
の
だ
か
ら
、
襲
　
　
添
を
そ

へ
て
「
按
司
添
」
と
称
し
た
と
と
れ
る
。
が
、
添
の
義
は
さ
う
で
あ
つ
て
も
、

既
に
敬
称
が
重
複
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
で
な
い
と
、
按
司
の
尊
称

た
る
謂
は
れ
が
な
く
な
る
。
そ
の
後
、
貴
族
一
般
に
用
ゐ
る
や
う
に
な
つ
て

来
た
か
ら
、
如
何
に
も
王
号
と
し
て
は
、
不
似
合
に
感
じ
て
、
更
に
別
の
敬

称
を
重
ね
る
様
に
な
つ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
初
代
の
尚
円
を
、
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按
司
添
な
ど
称
す
る
の
は
、
如
何
に
も
も
の
〳
〵
し
い
。
遥
か
後
の
追
号
と

し
て
さ
う
な
つ
た
の
で
あ
る
。
「
金
丸
按
司
」
だ
け
で
通
用
し
た
も
の
で
あ

ら
う
。

琉
球
で
は
童
名
を
為
来
シ
キ
タ
り
の
上
か
ら
重
ん
じ
て
ゐ
る
。
其
は
古
く
は
、
童
名

だ
け
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
王
で
も
神
号
が
な
け
れ
ば
、
童
名
の
ま
ゝ

伝
る
の
で
あ
つ
た
。
王
号
は
其
に
加
へ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
童

名
も
、
古
い
の
を
並
べ
て
見
る
と
、
意
味
が
見
出
さ
れ
る
。

 

思 

徳 

金 

オ
ミ
ト
ク
ガ
ネ
（
尚
円
）
。
音
智
殿
茂
金
（
尚
円
女
、
聞
得
大
君
）
。
於オ
義キ
也ヤ
嘉カ

茂モ
慧ヱ
（
尚
真
）
。
思
戸
金
按
司
加
那
志

オ
ミ
ト
カ
ナ
ア
ジ
カ
ナ
シ

（
尚
真
夫
人
）
。
思
徳
金
（
子
、
浦

添
王
子
）
。
真
武
礼
金
（
同
子
、
今
帰
仁
王
子
）
。
真 

三 

良 

金 

マ
サ
ン
ラ
ウ
ガ
ネ

（
同
子
、

越
来
王
子
）
。
尚
清
は
童
名
真
仁
尭
樽
金
。
妃
は
、
思
銭
金
按
司
加
那
志
、
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夫
人
（
１
） 

真 

鶴 

金 

マ
ツ
ル
ガ
ネ

、
夫
人
（
２
）
真
美
那
古
金

マ
ミ
ナ
コ
ガ
ネ

、
夫
人
（
３
）
真
世
仁

金
。
尚
清
子
の
中
、
伊
江
王
子
は
童
名
金
千
代
金
と
伝
つ
て
ゐ
る
の
は
、
伊

江
家
の
元
祖
と
し
て
、
其
家
で
の
伝
へ
だ
ら
う
。
童
名
は
近
代
に
到
る
ま
で
、

正
式
に
は
か
ね
を
敬
称
語
尾
に
持
つ
て
ゐ
て
、
男
女
に
通
じ
て
ゐ
る
。
と
い

ふ
よ
り
も
、
元
か
ら
区
別
の
な
か
つ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

日
本
の
古
語
中
世
語
に
渉
つ
て
、
か
な
し
は
か
は
ゆ
い
・
い
と
し
い
・
愛
す

べ
き
も
の
或
は
繊
細
な
も
の
を
意
味
し
て
ゐ
た
。
糸
を
言
ふ
か
な
い
と
略
し

て
か
な
、
蛇
に
似
て
繊
細
な
る
が
故
の
か
な
へ
び
は
と
か
げ
で
あ
つ
た
。
娘

の
名
に
も
か
な
（
半
固
有
名
詞
）
が
多
か
つ
た
。
幼
童
の
鍾
愛
に
堪
へ
ぬ
者

を
か
な
法
師
と
言
つ
た
。
か
な
し
は
古
い
形
容
詞
で
あ
り
、
か
な
（
か
ね
）

は
そ
の
語
根
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
琉
球
王
族
等
の
童
名
の
「
金
」
は
先
祖
金

72日琉語族論



丸
王
の
金
と
関
係
し
て
ゐ
る
の
だ
。
が
、
固
よ
り
か
な
し
と
近
接
し
た
関
係

か
ら
、
敬
称
と
童
名
と
に
残
つ
た
訣
だ
。
恐
ら
く
あ
ら
た
ま
つ
た
感
情
を
添

へ
て
言
ふ
こ
と
を
続
け
た
の
が
、
敬
称
に
な
つ
た
も
の
で
、
一
方
に
は
、
馴

れ
〳
〵
し
い
感
情
で
呼
び
か
け
る
の
だ
か
ら
、
熟
称
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
と

し
て
童
名
の
あ
と
に
つ
く
も
の
と
固
定
化
さ
せ
た
。
此
が
尊
称
と
熟
称
と
に

分
れ
た
ゞ
け
の
事
で
あ
る
。
熟
称
な
る
が
故
に
、
語
根
だ
け
に
な
り
、
尊
称

な
る
故
に
正
式
に
か
な
し
と
い
ふ
形
を
持
ち
続
け
て
行
つ
た
の
だ
。
其
に
は

今
一
つ
、
日
本
の
愛
す
べ
き
も
の
と
言
ふ
の
と
、
琉
球
の
尊
い
も
の
と
い
ふ

の
と
で
は
、
お
な
じ
か
な
し
、
か
な
が
、
心
に
融
合
し
て
は
受
け
と
れ
な
い
。

其
に
は
、
も
一
つ
の
感
情
の
流
れ
が
あ
る
。

か
な
し
名
の
つ
い
た
女
君
の
中
、
注
意
す
べ
き
は
、
伊イ
平ヒ
屋ヤ
の
阿ア
母ン
嘉ガ
那ナ
志シ
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で
あ
る
。
尚
円
の
姉
の
系
統
を
つ
ぐ
も
の
と
し
て
、
離
島
女
君
の
中
第
一
に

置
か
れ
て
ゐ
る
。
女
性
に
対
す
る
親
称
で
、
目
上
に
言
ふ
。
母
、
伯
叔
母
の

義
。
あ
ん
が
な
し
は
か
な
し
あ
も
の
逆
語
序
で
あ
る
。

か
な
し
は
可
愛
い
だ
が
、
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
直
に
変
化
し
た
の
で
は
な
い
。

思
ふ
に
「
神
に
よ
つ
て
愛
せ
ら
れ
る
も
の
」
と
言
つ
た
考
へ
方
か
ら
、
「
さ

う
し
た
神
鍾
愛
の
人
」
と
言
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
特
定
の
人
を
さ
し
示
し
、

神
の
恩
寵
に
与
ら
し
め
、
禍
か
ら
守
ら
う
と
し
た
　
　
さ
う
し
た
、
此
は
神

の
愛
す
べ
き
人
と
し
て
、
神
に
向
つ
て
指
示
し
た
の
が
、
「
…
…
か
な
し
」

で
あ
つ
た
。
「
金
」
の
場
合
は
、
一
層
よ
く
わ
か
る
。
童
子
な
る
が
故
に
幼

年
か
ら
成
人
す
る
ま
で
、
神
の
恩
寵
を
保
証
し
て
、
か
ね
或
は
か
な
と
言
つ

た
の
が
、
か
ね
と
音
が
固
定
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
其
は
、
お
な
じ
童
名
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に
ま
だ
類
例
が
あ
る
。
此
も
男
性
女
性
に
通
じ
て
、
多
く
つ
い
て
居
り
、
金

と
併
用
し
、
又
は
別
々
に
使
つ
た
「
思
」
で
あ
る
。
尚
円
は
思
徳
金
で
あ
り
、

尚
真
は
真
加
戸
樽
金
で
、
「
思
」
は
見
え
ぬ
や
う
だ
が
、
神
号
於オ
義キ
也ヤ
嘉カ
茂モ

慧ヱ
（
又
は
、
お
き
や
か
も
い
）
が
「
思
」
の
存
在
を
示
し
て
ゐ
る
。
お
き
や

か
は
名
の
根
で
あ
り
、
も
い
（
茂
慧
）
は
「
思
」
で
あ
る
。
其
は
父
尚
円
の

妃
世
添
大
美
御
前
加
那
志
と
言
は
れ
た
人
の
童
名
宇
喜
也
嘉
と
い
ふ
の
と
同

じ
で
あ
つ
て
、
其
に
も
い
が
つ
い
て
居
る
も
の
と
知
れ
る
。

思
（
オ
モ
ヒ
）
は
、
か
な
し
と
同
義
語
と
言
つ
て
も
よ
い
程
、
「
思
ひ
子
」

「
思
ひ
君
」
な
ど
言
ふ
風
に
、
特
に
寵
愛
を
言
ふ
日
本
語
で
あ
る
。
此
亦
神

の
愛
を
受
け
る
も
の
な
る
こ
と
を
示
す
。
女
君
の
中
、
相
当
の
高
級
に
あ
つ

た
う
わ
も
り
（
上
森
と
宛
て
字
す
る
）
　
　
首
里
う
わ
も
り
あ
ん
じ
・
我
謝
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う
わ
も
り
あ
ん
じ
・
世
高
う
わ
も
り
あ
ん
じ
・
伊
良
部
世
高
う
わ
も
り
あ
ん

じ
の
も
り
は
、
こ
の
も
い
（
思
）
で
あ
る
。 

親 

雲 

上 

ウ
ヤ
ク
モ
イ

・
の
ろ
く
も
い
と
男

女
並
び
言
う
た
く
も
い
の
も
い
も
此
で
、
「
く
」
は
別
語
で
あ
ら
う
。
「
つ

か
さ
く
も
い
あ
ん
じ
」
の
く
も
い
の
も
い
も
此
ら
し
い
。
「
神
の
か
な
し
人
」

「
神
の
思
ひ
子
」
な
る
表
現
が
、
呪
術
的
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
。
古
代
日
本
語
の
習
慣
で
言
ふ
と
「
愛カナ
し
き
何
某
」
、
も
つ
と
古
い

言
ひ
方
だ
と
、
語
根
風
に
な
つ
た
か
な
し
を
用
ゐ
て
「
愛カナ
し
何
某
」
と
言
ふ

所
だ
。
日
本
語
琉
球
語
の
近
接
性
か
ら
言
へ
ば
、
「
何
某
か
な
し
」
は
、
さ

う
し
た
「
か
な
し
何
某
」
の
逆
語
序
だ
と
言
つ
て
よ
い
。
さ
う
し
て
旧
語
序

に
よ
つ
て
出
来
た
語
が
、
そ
れ
自
身
時
代
を
経
て
、
語
序
は
語
序
の
ま
ゝ
に

進
ん
で
行
つ
た
言
語
情
調
を
経
た
訣
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
相
違
が
、
同
族
ど
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う
し
の
間
の
分
化
状
態
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

日
本
語
で
は
、
お
も
ひ
を
接
尾
語
風
に
お
い
て
は
、
理
会
が
出
来
な
い
。

「
思
ふ
何
某
」
「
思
ひ
何
」
と
い
ふ
。
其
が
逆
語
序
で
、
「
何
某
思
」
と
い

ふ
風
に
表
現
せ
ら
れ
て
、
童
名
の
「
何
々
思
」
「
何
思
加
那
志
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
「
思モイ
」
も
逆
語
序
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
按
司

按
司
系
の
語
に
つ
い
て
は
、
語
序
の
上
の
考
へ
は
ま
だ
纏
つ
て
ゐ
な
い
。
唯

女
性
の
按
司
は
、
按
司
と
い
ふ
時
は
、
か
は
り
は
な
い
が
、
そ
の
対
語
の
ち

や
ら
（
＜
か
わ
ら
）
を
い
ふ
時
は
、
女ヲナ
ち
や
ら
と
称
し
た
。
又
、
あ
や
按
司
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し
ら
れ
と
も
言
ふ
。
此
場
合
は
、
按
司
部
　
　
諸
侯
に
当
る
　
　
の
室
で
あ

る
。
あ
や
は 

君 

真 

物 

キ
ン
マ
モ
ン

出
現
の
時
、
女
按
司
部

ヲ
ナ
チ
ヤ
ラ
ベ
は
、
「
綾
の
衣
を
著
た
か
ら
」

と
、
女
官
御
双
紙
に
は
あ
る
が
、
危
い
説
だ
。
あ
や
は
国
王
の
夫
人
の
称
号

か
ら
出
て
、
貴
族
の
妻
の
称
へ
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
此
語
な
ど
に
な
る
と
、

語
形
の
崩
壊
が
多
く
加
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
合
理
的
な
説
も
い
ろ
〳
〵
立
つ
。

沖
縄
の
古
典
語
に
は
、
殊
に
さ
う
し
た
語
原
を
交
錯
し
た
や
う
な
語
が
多
い
。

対
語
的
の
語
と
い
ふ
よ
り
、
同
一
語
の
変
形
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
通
用
し
た

あ
ん
じ
・
か
わ
ら
・
ち
や
ら
は
、
き
つ
と
代
用
語
と
で
も
言
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
か
、
あ
ん
じ
は
重
く
、
か
わ
ら
は
軽
い
　
　
さ
う
し
た
時
に
、
と
り
替
へ

て
使
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
わ
ら
は
頭
目
と
か
、
酋
長
と
か
言
ふ
べ
き
語
で
、

按
司
な
ど
の
出
来
る
前
か
ら
の
も
の
で
あ
ら
う
。
又
、
玉
と
か
わ
ら
が
対
語
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に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
玉
の
義
か
ら
出
て
、
玉
を
佩
用
す
る
人
　
　
佩
用
を

許
さ
れ
た
人
　
　
酋
長
・
頭
目
と
か
言
ふ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
其

が
あ
ん
じ
が
盛
ん
に
用
ゐ
ら
れ
る
時
代
に
も
、
地
方
領
主
の
義
の
古
語
或
は
、

馴
れ
を
感
じ
る
語
と
し
て
使
つ
た
の
だ
ら
う
。

加
那
志
・
按
司
に
つ
い
で
言
ふ
べ
き
は
、
先
に
の
べ
た
君
で
あ
る
。
「
君
」

は
殊
に
女
性
に
関
係
が
深
い
。
按
司
な
ど
も
、
女
君
が
本
来
の
意
義
で
あ
る

か
と
考
へ
て
ゐ
る
程
な
の
で
あ
る
。

離
島
の
大
女
君
の
中
、
伊
平
屋
の
阿
母
加
那
志
に
つ
ぐ
も
の
は
、
久
米
島
の

君
南
風

キ
ミ
ハ
エ

で
あ
る
。
近
代
、
き
ん
ば
い
・
ち
ん
べ
い
な
ど
言
ふ
。
南ハ
風エ
は
、
日

本
語
の
南
又
は
南
風
を
意
味
す
る
。
沖
縄
語
は
南
が
即
は
え
な
の
だ
が
、
日

本
の
用
字
に
な
じ
ん
で
、
は
え
に
南
風
を
当
て
た
の
で
、
意
は
南
方
で
あ
り
、
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君
南
風
は 

南  

君 

ハ
エ
キ
ミ

で
あ
る
。
南
方
諸
離
島
の
女
君
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、

八
重
山
征
伐
の
時
も
、
先
導
と
し
て
出
向
い
て
ゐ
る
。
実
際
南ハエ
の
君
な
の
で

あ
る
。
君
南
風
が
逆
語
序
な
る
こ
と
は
、
ま
づ
問
題
は
な
い
だ
ら
う
。

君
と
い
ふ
称
へ
は
、
女
君
の
首
長
「
聞
得
大
君
」
を
は
じ
め
と
し
て
数
多
い

中
に
も
、
正
語
序
の
も
の
、
逆
語
序
の
も
の
、
様
々
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
四
　
君
々

女
官
御
双
紙
に
は
、
き
み
と
よ
み
（
真
字
、
君
豊
）
の
名
を
あ
げ
て
、
其
位

置
に
あ
つ
た
尚
豊
王
の
妃
以
下
三
人
の
貴
女
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
き
み
と
よ
み

・
あ
ん
じ
の
外
に
も
類
例
は
あ
つ
て
、
き
み
つ
し
あ
ん
じ
（
君
辻
按
司
）
と
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い
ふ
の
が
あ
つ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

別
に
、
君
嘉
那
志
按
司
一
員
が
出
て
ゐ
る
。
敬
称
ば
か
り
の
や
う
だ
が
、
極

め
て
素
朴
な
神
名
か
ら
転
じ
た
ら
し
い
感
情
を
持
つ
た
も
の
だ
。
嘉
那
志
按

司
君
な
ど
言
ふ
風
に
、
必
し
も
正
逆
を
論
じ
な
く
と
も
、
適
切
感
が
浮
ん
で

来
る
。
か
う
言
ふ
と
こ
ろ
に
正
逆
の
別
れ
る
以
前
の
気
味
合
ひ
が
窺
は
れ
る

の
だ
ら
う
。

今
一
つ
、
此
は
更
つ
た
気
持
ち
の
す
る
も
の
だ
が
、
君
清
良
大
按
司
志
良
礼

キ
ミ
キ
ヨ
ラ
オ
ホ
ア
ン
ジ
シ
ラ
レ

（
尚
氏
北
谷
王
子
朝
里
女
、
尚
氏
具
志
頭
按
司
朝
受
室
）
は
、
記
録
上
の
一

員
の
名
を
あ
げ
た
も
の
。
「
き
よ
ら
ぎ
み
…
…
」
と
正
語
序
に
は
行
つ
て
ゐ

な
い
。
こ
の
女
君
名
は
、
如
何
に
も
拝
所
そ
の
他
に
斎
く
神
名
に
も
あ
り
さ

う
な
古
風
な
も
の
で
、
神
号
と
し
て
も
古
い
も
の
だ
ら
う
。
言
は
ゞ
お
も
ろ
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風
の
名
で
あ
る
。

弓
張
月
を
読
ん
だ
人
は
、
皆
「
君
真
物

キ
ン
マ
モ
ノ
」
と
い
ふ
霊
物
を
、
異
様
な
妖
怪
の

や
う
に
感
じ
た
記
憶
を
お
持
ち
だ
ら
う
が
、
沖
縄
で
は
極
め
て
神
聖
な
君
で

あ
つ
た
。
王
宮
附
近
に
託
遊
す
る
神
で
、
神
々
の
中
、
最
霊
威
の
あ
る
も
の

と
見
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
首
里
に
の
み
現
れ
る
の
で
な
く
、
所
々
に
出
た

や
う
で
あ
る
。
八
重
山
攻
め
の
際
も
、
「
彼
島
の
君
真
物
現
れ
、
君
南
風
を

迎
へ
る
」
と
伝
へ
て
ゐ
る
。

お
も
ろ
双
紙
尚
真
を
讃
美
し
た
お
も
ろ
に
も
「
せ
だ
か
さ
の
ま
も
の
」
と
あ

る
。
せ
だ
か
さ
は
、
稜
威
高

セ
ヂ
タ
カ

き
所
の
真
物
と
い
ふ
事
で
、
真
物
は
其
神
格
を

褒
め
た
の
だ
。
君
真
物
は
、
即
真
物
君
で
、
人
間
に
は
神
と
も
女
君
と
も
判

断
の
出
来
ぬ
霊
力
を
持
つ
て
現
れ
る
も
の
で
、
真
実
は
、
巫
女
の
託
遊
す
る
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も
の
で
あ
る
。
「
首
里
見
物
君
」
「
平
良
見
物
君
」
と
あ
る
女
君
の
名
が
、

逆
序
で
行
け
ば
、
君
見
物
で
あ
る
。
此
為
の
註
釈
に
は
役
立
つ
。
沖
縄
の
神

の
出
現
は
女
君
に
よ
つ
て
す
る
も
の
が
、
そ
の
中
女
君
の
身
に
託
し
て
、
男

神
も
多
く
現
れ
る
の
で
あ
る
。
君
の
縁
で
言
ふ
の
だ
が
、
正
語
序
の
や
う
に

見
え
る
も
の
で
、
世
治
新
君

セ
ヂ
ア
ラ
キ
ミ
按
司
と
い
ふ
女
君
の
名
が
あ
る
。
お
も
ろ
双
紙

に
も
、
王
を
褒
め
て
「
せ
ち
あ
ら
と
み
」
と
い
ふ
語
の
見
え
る
こ
と
は
、
先

に
触
れ
て
お
い
た
。
せ
ぢ
は
日
本
で
言
ふ
稜イ
威ツ
で
あ
る
。
あ
ら
は
新
の
字
を

宛
て
る
が
、
出
現
の
意
に
使
つ
た
類
例
が
多
い
。
「
せ
ち
あ
ら
き
み
」
は
神

威
著
し
き
女
君
と
い
ふ
こ
と
ら
し
い
。
扨
今
一
つ
の
と
み
は
、
と
よ
み
と
い

ふ
語
の
熟
語
馴
化
で
あ
る
。
宮
廷
に
仕
へ
て
ゐ
た
勢
頭
シ
ヅ
ウ
九
員
（
諸
事
由
来
記
）

皆
、
勢
遣
富
・
世
高
富
・
謝
国
富
・
島
内
富
・
押
明
富
・
勢
治
荒
富
・
相
応
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富
・
世
持
富
と
い
ふ
風
に
富
の
字
を
以
て
意
を
示
し
て
ゐ
る
中
、
一
員
だ
け

が
「
浮
豊
見
」
と
書
い
て
ゐ
る
。
既
に
勢
治
荒
富
が
出
て
来
て
ゐ
る
の
で
見

て
も
、
関
係
は
思
は
れ
る
が
、
名
だ
ゝ
る
人
、
評
判
高
い
人
、
響
き
わ
た
つ

た
人
と
い
ふ
位
の
意
で
、
勢
頭
役
は
、
さ
う
し
た
人
が
勤
め
た
の
だ
ら
う
。

  

本
部
親
雲
上  

モ
ト
ブ
オ
ヤ
ク
モ
イ

政
恒
か
ら
は
じ
ま
つ
た
役
だ
と
い
ふ
。
お
も
ろ
詞
に
は
、

「
と
よ
む
せ
た
か
こ
が
…
…
」
な
ど
言
ふ
。
「
名
だ
ゝ
る
稜
威
激
し
き
人
が
」

の
意
で
あ
る
。
正
語
序
ら
し
く
て
、
「
と
よ
む
何
々
」
と
い
ふ
の
が
あ
り
、

宮
古
攻
め
の
時
の
功
臣
「
仲
宗
根
豊
身
親

ナ
カ
ソ
ネ
ト
ヨ
ミ
オ
ヤ
」
な
ど
が
あ
る
一
方
、
女
官
名
に

は
先
に
あ
げ
た
君
豊
（
き
み
と
よ
み
）
が
あ
り
、
そ
の
記
録
せ
ら
れ
た
三
員

の
名
を
書
い
て
ゐ
る
。
と
よ
み
君
と
い
ふ
事
で
、
名
だ
ゝ
る
女
君
の
褒
め
名

だ
。
勢
頭
の
「
豊
見
ト
ヨ
ミ
」
「
富トミ
」
も
其
々
「
と
よ
み
勢
遣
」
「
と
よ
み
世
持
」
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な
ど
い
ふ
風
に
解
い
て
よ
い
の
だ
ら
う
。

第
四
に
あ
げ
た
い
の
は
、
敬
称
・
尊
称
よ
り
も
讃
称
ホ
メ
ナ
と
か
、
媚
び
名
と
か
言

ふ
べ
き
も
の
。
そ
の
一
つ
、
し
ら
れ
を
あ
げ
る
。
褒
め
名
と
し
て
の
、
と
よ

む
・
し
ら
れ
に
つ
い
て
は
、
柳
田
先
生
大
正
十
年
琉
球
渡
島
後
、
屡
し
ば
し
ば話
し
て

ゐ
ら
れ
る
が
、
こ
ゝ
に
は
、
其
説
を
語
序
の
側
へ
持
ち
こ
ん
だ
ゞ
け
で
あ
る
。

し
ら
れ
は
「
知
ら
ぬ
者
も
な
き
」
「
著
し
い
人
」
「
顔
の
ひ
ろ
い
人
」
な
ど

い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
此
は
逆
語
序
と
思
は
れ
る
も
の
ゝ
方
が
普
通
で
あ

る
。
之
と
対
を
な
す
も
の
は
、
き
こ
え
で
あ
る
。
「
き
こ
え
渡
つ
て
ゐ
る
」

「
名
に
響
く
」
「
よ
い
名
の
伝
つ
て
ゐ
る
」
い
ろ
〳
〵
に
説
け
る
が
、
お
も

ろ
に
は
国
王
に
も
言
う
た
痕
が
あ
る
。
女
君
名
と
し
て
、
常
に
用
ゐ
て
ゐ
る

の
は
、
女
君
最
上
位
の
「
聞
得
大
君
」
で
あ
る
。
王
の
場
合
は
「
き
こ
え
・
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せ
た
か
こ
が
…
…
」
が
あ
る
。
し
ら
れ
は
逆
語
序
に
多
く
、
き
こ
え
は
正
語

序
に
多
い
。

王
の
母
・
夫
人
又
は
王
子
・
按
司
・
親
方
の
室
に
、
こ
の
称
号
は
あ
つ
た
ら

し
く
て
、
「
大
按
司
し
ら
れ
」
と
し
て
録
さ
れ
た
女
官
の
名
が
残
つ
て
ゐ
る
。

次
に
は
、
「
阿ア
護ゴ
武ム
志シ
良ラ
礼レ
」
と
し
て
、
王
の
嬪
の
称
が
伝
つ
て
ゐ
る
。

大
阿
母
志
良
礼
は
首
里
三ヒ
平ミ
等ラ
の
大
巫
や
、
王
の
乳
母
の
称
号
と
な
つ
て
ゐ

た
。
美
御
前

ミ
オ
マ
ヘ

の
大
あ
む
し
ら
れ
と
言
ふ
の
が
、
乳
母
で
あ
る
。
宮
中
の
女
官

に
あ
む
し
ら
れ
の
称
を
伝
へ
る
も
の
が
多
い
。

大
庫
裡
の
あ
む
し
ら
れ
（
三
員
）
・
真マ
南ハ
風エ
の
あ
む
し
ら
れ
（
二
員
）
・
作

事
の
あ
む
し
ら
れ
（
三
員
）
・
よ
た
の
あ
む
し
ら
れ
（
二
員
）
・
よ
ち
よ
く

い
の
あ
む
し
ら
れ
（
三
員
）
等
が
あ
り
、
外
に
も
、
し
ら
れ
を
語
尾
に
持
つ
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た
称
号
の
女
性
は
多
い
が
、
省
く
こ
と
に
す
る
。
又
、
し
ら
れ
を
訛
つ
た
発

音
志シ
多ダ
礼レ
で
録
し
て
ゐ
る
名
も
多
い
。

こ
れ
は
皆
、
「
し
ら
れ
何
某
」
と
い
ふ
こ
と
で
、
「
名
だ
ゝ
る
神
」
「
名
だ
ゝ

る
人
」
な
る
こ
と
を
表
し
た
の
だ
。

か
う
言
ふ
風
に
琉
球
語
の
古
典
的
な
も
の
と
、
日
本
語
と
を
つ
き
合
せ
れ
ば
、

一
と
ほ
り
対
訳
の
上
で
訣
る
語
群
で
あ
る
。
だ
が
此
等
の
語
彙
は
、
必
し
も

皆
琉
球
の
古
語
と
い
へ
る
か
。
私
は
別
に
さ
う
言
ふ
こ
と
を
問
題
に
し
て
ゐ

る
の
で
な
い
が
、
中
世
の
、
併
し
さ
の
み
古
く
な
い
時
代
を
、
此
等
の
古
典

語
が
示
し
て
居
る
。

古
い
語
序
を
以
て
す
る
も
の
ゝ
中
に
、
新
し
く
と
り
容
れ
た
倭
語
を
咀
嚼
し

た
新
語
の
、
敬
語
的
表
情
で
は
な
い
か
。
民
族
分
離
以
前
に
持
つ
た
も
の
ゝ
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上
に
、
更
に
幾
度
か
標
準
語
と
し
て
這
入
つ
た
倭
語
に
は
、
時
々
の
特
徴
が

あ
つ
た
。
少
く
と
も
奈
良
以
前
の
さ
う
し
た
形
を
も
明
ら
か
に
見
る
こ
と
も

出
来
る
。
今
述
べ
て
来
た
も
の
は
、
其
等
の
中
の
新
し
い
一
つ
の
著
し
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
奈
良
以
前
と
言
へ
ど
も
、
単
純
な
孤
立
し
た
語
を
以
て
言

ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
語
序
が
古
く
と
も
、
其
言
語
が
古
い
と
は
言
へ
な
い
。

其
や
う
に
、
語
彙
が
古
く
と
も
、
其
語
の
伝
来
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
で
は
な
い
。

う
ご
な
あ
り
と
い
ふ
語
が
、
「
混
効
験
集
」
に
あ
つ
て
、
此
だ
け
が
他
の
中

世
的
な
日
本
語
を
ひ
き
放
し
て
古
ぶ
る
と
し
て
見
え
て
ゐ
る
。

伊
波
普
猷
氏
は
、
先
島
の
方
に
、
な
ほ
此
語
は
生
き
て
ゐ
る
と
言
は
れ
た
が
、

先
島
語
法
の
中
に
、
ぽ
つ
ん
と
し
て
融
け
こ
ま
な
い
で
残
つ
た
様
子
を
想
像
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す
る
と
、
さ
う
し
た
伝
来
を
説
く
採
集
者
の
採
集
に
、
何
か
の
誤
り
が
あ
つ

た
と
考
へ
な
い
で
を
ら
れ
ぬ
気
が
起
る
。
殊
に
、
外
の
日
琉
相
関
を
示
す
古

語
に
も
沖
縄
側
の
方
は
、
仮
り
に
日
本
古
語
を
標
準
に
立
て
ゝ
見
る
時
、
幾

分
何
か
言
語
の
だ
れ
（
緩
慢
性
）
を
見
せ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
う
ご
な
あ
り

ほ
ど
甚
し
い
物
も
珍
し
い
。
う
ご
な
は
る
　
　
連
体
形
が
著
し
く
残
つ
た
　

　
の
場
合
の
、
琉
球
残
存
形
は
、
残
存
か
ど
う
か
が
疑
は
し
く
な
る
ほ
ど
だ
。

何
か
、
偶
然
な
誤
解
が
、
沖
縄
の
祝
詞
な
る
お
も
ろ
・
お
た
か
べ
の
辞
句
理

会
の
上
に
加
つ
て
、
日
本
の
祝
詞
語
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
か
。

か
な
し
は
ま
だ
よ
い
と
し
て
も
、
き
こ
え
・
と
よ
み
・
し
ら
れ
な
ど
の
位
置

や
、
意
義
は
日
本
的
で
あ
つ
て
、
而
も
日
本
語
的
で
な
い
所
を
容
易
に
観
取

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
沖
縄
独
自
に
発
育
し
た
傾
向
を
ま
じ
へ
て
ゐ
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る
の
だ
。
唯
、
「
君
」
は
其
等
の
中
で
も
、
古
風
で
あ
り
、
日
本
的
に
、
非

常
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
形
態
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
敬
称
の
語
に
は
、
逆
語

序
に
も
正
語
序
に
も
、
か
う
し
た
も
の
も
亦
、
相
応
に
あ
つ
た
の
だ
ら
う
。

其
が
又
更
に
、
琉
球
自
身
に
お
い
て
、
其
を
土
台
と
し
た
敬
称
の
飛
躍
が
行

は
れ
、
日
本
的
に
も
理
会
出
来
る
が
、
方
言
上
に
新
し
い
方
法
が
開
け
て
来

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
敬
称
の
言
語
態
様
は
、
中
世
末
の
琉
球
で
大
き
い
飛

躍
を
し
て
ゐ
る
や
う
だ
し
、
沖
縄
の
歴
史
も
、
其
頃
明
確
度
を
増
し
て
来
て

ゐ
る
。
敬
称
の
問
題
は
、
此
時
期
前
後
に
属
す
る
も
の
が
多
い
。
日
本
で
言

へ
ば
、
鎌
倉
室
町
時
代
の
後
先
の
こ
と
で
あ
る
。

何
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
漠
た
る
古
代
が
、
沖
縄
の
語
の
上
に
あ
つ
て
、
形

容
詞
や
副
詞
の
上
に
、
日
本
母
語
と
の
間
に
ひ
ら
き
を
作
つ
て
来
て
ゐ
る
。
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私
ど
も
は
こ
の
語
法
の
相
違
を
見
る
と
、
此
は
容
易
な
短
い
時
間
の
為
事
で

な
い
と
思
ふ
。

元
非
常
に
近
似
し
て
ゐ
た
形
容
詞
・
副
詞
の
各
条
件
が
、
日
琉
双
方
で
、
大

き
な
分
袂
を
遂
げ
た
の
と
、
語
序
の
問
題
と
は
、
相
関
聯
さ
せ
な
が
ら
考
へ

て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ら
う
。
唯
、
品
詞
の
分
化
よ
り
も
、
語
序
の
方
は
恐

ら
く
も
つ
と
時
代
を
か
け
て
来
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
日
琉
共
に
、
次
第
に
語

序
を
改
め
て
行
つ
た
姿
は
明
確
に
つ
か
ま
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
確
か
に
双
方

に
共
通
す
る
幾
つ
か
の
状
態
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
其
を
見
る
為
に
は
、
此

ま
で
挙
げ
て
来
た
様
な
、
逆
語
序
に
属
す
る
幾
多
の
個
々
の
単
語
を
積
み
重

ね
て
行
く
外
は
な
か
ら
う
。
さ
う
言
ふ
為
事
を
、
南
方
諸
島
の
上
に
も
ひ
ろ

げ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
、
既
に
あ
る
部
分
ま
で
整
理
せ
ら
れ
て
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来
た
南
方
支
那
・
南
洋
の
語
序
研
究
に
投
合
し
て
行
く
日
が
来
る
。
私
は
語

序
の
一
致
を
以
て
、
語
族
圏
を
描
か
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
が
、
我
々
が

あ
る
点
は
ま
だ
空
想
に
残
し
て
ゐ
る
神
話
民
族
圏
と
、
相
当
に
一
致
す
る
も

の
が
あ
り
さ
う
な
の
で
あ
る
。

唯
そ
の
中
沖
縄
諸
島
ば
か
り
は
、
語
序
の
一
致
よ
り
も
、
先
に
語
族
と
し
て

の
一
致
が
言
は
れ
て
居
り
、
更
に
も
つ
と
ひ
ろ
く
、
民
族
の
親
近
性
が
認
め

ら
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

私
が
語
序
論
を
書
く
に
到
つ
た
悲
し
み
は
、
永
劫
に
贖
は
れ
な
い
も
の
で
あ

ら
う
か
。
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