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こ
ゝ
に
一
例
を
と
つ
て
、
わ
れ
〳
〵
の
国
の
、
村
の
生
活
・
家
の
生
活
の
つ
き
と
め
ら
れ
る
限
り
の
古
い

形
の
幾
分
の
俤
を
描
く
と
共
に
、
日
本
文
学
発
生
の
姿
を
と
り
出
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。
私
は
、
ま
れ
び

と
と
言
ふ
語
及
び
、
そ
の
風
習
の
展
開
を
の
べ
て
見
る
。

普
通
わ
れ
〳
〵
の
古
代
・
王
朝
な
ど
言
う
て
居
る
時
代
の
ま
れ
び
と
な
る
語
が
、
今
日
の
「
お
客
」
或
は

敬
意
を
含
ん
で
、
「
賓
客
」
な
ど
言
ふ
語
に
飜うつ
し
て
、
果
し
て
か
つ
き
り
と
あ
て
は
ま
る
で
あ
ら
う
か
。

雑
作
も
な
い
隣
近
所
の
村
人
の
這
入
つ
て
来
る
の
は
、
ま
れ
び
と
と
言
ふ
だ
け
の
内
容
に
そ
ぐ
は
な
い
事

は
、
今
の
人
に
も
納
得
出
来
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
遠
人
或
は
、
久
し
ぶ
り
の
来
訪
に
対
し
て
誇
張
を
持
つ

て
表
現
し
た
事
を
心
づ
か
な
い
で
来
た
。

実
は
ま
れ
び
と
は
人
に
言
ふ
語
で
は
な
か
つ
た
。
神
に
疎
く
な
る
に
連
れ
て
、
お
と
づ
れ
来
る
神
に
用
ゐ

た
も
の
が
、
転
用
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
単
純
に
来
客
に
阿
る
か
ら
の
言
ひ
表
し
で

な
く
、
神
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
が
人
に
な
り
替
つ
て
来
た
為
に
、
神
に
言
ふ
ま
れ
び
と
を
、
人
の
上
に
も

移
し
て
称
へ
た
の
が
、
更
に
古
く
、
敬
意
の
表
現
に
傾
い
た
の
は
、
其
が
尚
一
層
変
化
し
た
時
代
の
事
で

あ
つ
た
。

我
々
の
古
代
の
村
の
生
活
に
、
身
分
の
高
い
者
が
、
低
い
境
涯
の
人
を
お
と
づ
れ
る
必
要
は
起
ら
な
か
つ
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た
の
で
あ
る
。
旅
を
し
て
一
時
の
宿
り
を
村
屋
に
求
め
た
例
は
、
記
・
紀
・
風
土
記
に
、
古
代
の
事
と
し

て
記
録
し
た
物
語
に
見
え
て
も
、
平
時
は
さ
う
し
た
必
要
は
な
か
つ
た
。
又
、
村
々
の
生
活
に
於
い
て
、

他
郷
の
人
の
来
訪
は
、
悪
ま
れ
恐
れ
ら
れ
て
居
た
。
お
な
じ
村
に
於
い
て
、
賓
客
と
言
は
れ
る
種
類
の
人

は
、
来
る
訣
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
賓
客
・
珍
客
の
用
語
例
に
正
確
に
這
入
つ
て
来
た
後
期
王
朝
に
も
、

誇
張
が
重
な
つ
て
、
高
い
身
分
の
人
の
来
訪
は
、
こ
と
／
″
＼
し
い
儀
式
を
張
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
あ
り
様
で

あ
つ
た
。
其
は
、
階
級
が
一
つ
違
う
て
も
、
真
に
「
稀
人
」
の
感
じ
を
持
つ
だ
け
の
歓
迎
を
し
た
事
で
も

知
れ
る
。

あ
る
種
類
の
ま
れ
び
と
以
外
に
は
、
人
の
家
を
訪
ふ
事
は
、
其
家
の
あ
る
じ
を
拝
す
る
事
に
な
つ
た
か
ら

で
あ
る
。
天
子
、
功
臣
の
家
に
望
ま
れ
る
様
な
事
は
、
奈
良
の
世
に
も
あ
る
が
、
其
は
外
戚
と
し
て
親
等

が
高
い
場
合
か
、
お
と
づ
れ
る
神
即
ま
れ
び
と
の
資
格
を
以
て
臨
ま
れ
た
か
で
あ
る
。
幾
分
、
天
子
神
秘

観
が
へ
つ
た
と
こ
ろ
へ
、
支
那
風
の
臣
屋
臨
御
の
風
を
知
つ
て
、
自
由
な
気
分
が
兆
し
て
居
た
為
も
あ
ら

う
。
其
が
権
臣
の
第
宅
の
宴
会
へ
の
み
ゆ
き
で
あ
つ
た
場
合
は
、
明
ら
か
に
神
の
資
格
で
お
と
づ
れ
た
古

風
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
空
漠
た
る
天
子
或
は
、
貴
種
の
人
の
民
間
に
流
離
し
、
又
一
宿
を
村
家
に
求

め
た
な
ど
言
ふ
民
譚
は
、
神
の
物
語
の
人
間
に
飜
訳
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

貴
人
が
、
臣
の
家
に
臨
む
を
迎
へ
る
為
と
見
え
る
饗
宴
は
、
実
は
中
間
に
饗
宴
を
行
ふ
条
件
と
し
て
、
珍
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客
を
横
座
に
据
ゑ
る
必
要
の
心
に
持
た
れ
て
ゐ
た
時
代
を
経
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
初
の
姿
に

還
つ
て
、
迎
へ
る
為
の
宴
と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
が
、
本
意
は
既
に
変
じ
て
ゐ
た
。
お
と
づ
れ

る
神
と
し
て
の
考
へ
は
、
す
つ
か
り
な
く
な
つ
た
。
真
に
賓
客
と
し
て
の
待
遇
法
が
具
つ
て
来
た
。
武
家

の
形
づ
く
つ
た
中
世
に
は
、
貴
人
と
豪
家
と
の
間
に
、
主
従
関
係
の
睦
し
さ
か
ら
、
殆
対
等
な
家
の
中
の

一
つ
の
家
長
が
、
覇
者
と
な
つ
た
。
そ
の
以
前
の
心
持
ち
の
引
き
続
き
か
ら
、
気
軽
に
御
成
り
を
願
ふ
事

が
出
来
る
様
に
な
つ
た
。
其
と
共
に
、
主
君
と
一
処
に
、
家
人
の
な
り
上
つ
た
家
な
ど
は
、
深
い
睦
し
さ

か
ら
招
か
れ
も
迎
へ
も
し
た
で
あ
ら
う
。
か
う
言
ふ
人
間
と
し
て
の
親
し
み
が
、
客
人
待
遇
法
を
変
へ
も

し
、
原
義
を
夙
く
忘
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
尚
「
客
人
観
念
」
の
中
に
、
俤
も
見
え
な
く
な
つ
た

饗
宴
に
、
少
々
は
一
等
古
い
　
　
神
を
ま
れ
び
と
と
観
じ
た
　
　
時
代
の
な
ご
り
を
留
め
て
ゐ
る
。

今
も
使
ふ
婚
礼
の
島
台
や
、
利
用
の
広
い
「
三
方
」
「
四
方
」
の
武
家
時
代
の
饗
宴
類
似
の
を
り
毎
に
、

必
、
据
ゑ
ら
れ
た
も
の
で
、
食
ひ
物
の
真
中
に
必
松
の
心
な
ど
を
挿
し
て
居
る
。
隅
田
の
船
遊
び
に
、
さ

う
し
た
島
台
を
船
の
中
に
飾
つ
た
図
の
あ
る
の
も
、
饗
宴
の
風
習
か
ら
酒
席
・
遊
楽
の
座
に
は
、
欠
か
れ

ぬ
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
為
で
あ
る
。
島
台
が
洲
浜
と
呼
ば
れ
て
、
今
の
様
な
形
に
固
定
し
な
い
後
期
王
朝

頃
か
ら
、
宴
席
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
た
事
は
、
疑
ひ
も
な
い
。
而
も
其
上
の
飾
り
物
は
、
神
を
迎
へ
る
標
シ
ル
シ

の
作
り
物
で
あ
る
。
食
物
の
中
に
立
て
た
松
の
心シン
も
、
単
純
な
つ﹅
ま﹅
で
は
な
か
つ
た
。
標
の
木
を
一
つ
〳
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〵
の
盛
り
物
に
立
て
た
の
で
あ
る
。
此
作
り
物
は
、
大
嘗
祭
に
牽
い
た
「
標ヘウ
の
山ヤマ
」
と
同
じ
物
で
、
屋
外

の
「
出ダ
し
物モノ
」
を
座
敷
に
う
つ
し
た
だ
け
で
あ
る
。
折
敷
ヲ
シ
キ
に
台
足
の
つ
い
た
「
三
方
」
「
四
方
」
も
、
衝ツ

     
重   

イ
カ
サ
ネ

と
称
へ
た
室
町
の
頃
に
は
、
格
式
を
喧
し
く
言
う
た
も
の
で
、
公
卿
以
上
で
な
く
ば
許
さ
れ
な
か

つ
た
。
武
家
に
は
折
敷
を
据
ゑ
る
事
に
な
つ
て
居
た
。
此
と
て
も
、
古
い
程
使
用
者
の
範
囲
が
高
く
な
り
、

穴
の
数
な
ど
も
問
題
に
な
つ
て
居
る
。
其
溯
つ
た
つ
ま
り
は
、
饗
宴
の
正
客
の
み
に
据
ゑ
た 

懸  

盤 

カ
ケ
バ
ン

の
一

種
と
思
は
れ
る
。
元
来
、
食
ひ
物
を
盛
る
器
に
足
の
あ
る
の
は
、
其
に
す
わ
る
人
の
尊
重
な
事
を
示
す
の

で
あ
つ
た
。
前
期
王
朝
ま
で
は
、
「
つ
く
ゑ
」
と
言
ふ
語
で
表
し
、
後
期
王
朝
に
入
つ
て
、
台
盤
と
言
ふ

語
も
出
来
て
、
一
人
用
か
ら
多
人
数
用
の
物
ま
で
も
含
ん
で
居
る
。
身
分
に
も
制
限
が
な
い
様
で
あ
る
が
、

か
う
し
た
机
案
の
上
に
食
ひ
物
を
置
く
事
を
、
「
た
つ
」
又
は
「
た
て
献マツ
る
」
と
言
ふ
の
が
、
少
な
く
と

も
奈
良
の
世
ま
で
の
用
語
例
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
「
つ
く
ゑ
」
に
立
て
ゝ
（
机
を
竪
て
、
そ
の
上
に

据
ゑ
る
と
言
ふ
表
現
を
固
定
さ
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
高
く
机
に
置
く
か
ら
、
竪
て
る
と
感
じ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
。
）
薦
め
ら
れ
る
人
は
、
あ
る
種
の
貴
人
或
は
、
あ
る
時
に
限
つ
て
拝
礼
を
受
け
る
資
格
あ
る

人
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

而
も
三
方
類
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
島
台
を
据
ゑ
て
神
の
在
る
時
の
飾
り
と
す
る
地
方
が
ま
だ
あ
る
。

三
河
設
楽
郡
辺
で
は
、
正
月
の
歳
徳
神
を
迎
へ
る
為
に
、
年
棚
の
下
に
置
く
相
で
あ
る
（
早
川
孝
太
郎
氏
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の
話
）
。
洲
浜
が
島
台
に
な
つ
て
、
原
義
の
知
れ
な
く
な
つ
て
久
し
い
年
月
に
、
尚
忘
れ
な
い
で
古
意
に

従
つ
て
居
る
処
も
あ
る
の
で
あ
る
。
神
迎
へ
の
標ヘウ
の
山ヤマ
な
の
で
あ
る
。

一
体 
歳 
徳 

神 
ト
シ
ト
ク
ジ
ン
と
も 

年  

神 

ト
シ
ガ
ミ

と
も
言
は
れ
る
正
月
の
神
は
、
今
も
迎
へ
祭
る
地
方
が
多
い
。
現
に
其
信
仰

の
生
き
て
居
る
の
も
あ
り
、
唯
生
活
の
古
典
と
な
り
き
つ
た
の
も
あ
る
。
童
謡
に
も
、
「
正
月
さ
ん
は
、

ど
こ
ま
で
御
座
る
。
何
々
山
の
下
ま
で
」
と
言
ふ
様
式
を
具
へ
て
居
る
も
の
が
、
広
く
分
布
し
て
居
る
。

此
は
年
神
迎
へ
の
文
言
な
の
で
あ
る
。
門
松
も
実
は
、
此
神
の
為
の
標
の
山
で
あ
る
。
王
朝
末
に
は
、
行

幸
御
幸
に
、
御
通
路
の
京
の
町
人
が
松
を
林
の
如
く
立
て
陳
ね
た
事
の
あ
る
の
も
、
天
子
・
上
皇
を
「
ま

れ
び
と
」
を
遇
す
る
法
で
迎
へ
た
の
で
あ
る
。
稀
に
は
、
門
松
も
立
て
ず
、
年
神
も
迎
へ
ぬ
家
筋
や
、
村

が
あ
る
。
此
に
も
村
の
生
活
の
古
義
は
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

宮
廷
生
活
に
親
し
ん
だ
後
期
王
朝
の
公
卿
の
間
で
行
は
れ
た
種
々
の
説
明
の
な
り
か
ね
る
風
習
が
あ
る
。

其
中
、
大
饗
或
は
、
饗
宴
と
称
へ
る
宴
会
も
、
私
に
は
問
題
に
な
る
。
公
卿
の
饗
宴
を
行
ふ
第
一
の
条
件

は
、
正
客
を
択
ん
で
其
人
に
臨
席
を
請
ふ
事
で
あ
る
。
此
人
を
さ
し
て
、
後
期
王
朝
以
後
尊
者
と
言
ひ
馴

れ
て
来
た
。
尊
者
は
、
寿
福
徳
を
具
へ
た
官
位
の
高
い
人
の
意
だ
と
説
明
し
て
居
る
。
此
は
疑
ひ
な
く
誤

り
で
あ
る
。
文
明
的
な
行
事
は
す
べ
て
支
那
伝
来
と
考
へ
易
い
学
者
の
思
ひ
及
ば
な
か
つ
た
こ
と
で
、
此

風
は
決
し
て
、
先
進
国
の
模
倣
で
な
か
つ
た
。
ま
れ
び
と
な
る
語
が
、
来
客
を
珍
重
す
る
気
分
を
深
く
持
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つ
て
来
た
時
代
に
、
お
と
づ
れ
来
る
神
な
る
人
を
表
す
為
に
、
新
し
く
出
来
た
語
で
あ
る
。
尊
者
は
、
ま

れ
び
と
の
直
訳
な
の
だ
。
殊
に
目
に
つ
く
尊
者
は
、
大
臣
大
饗
の
場
合
で
あ
る
。
新
任
の
大
臣
の
上
席
の

大
臣
は
、
尊
者
と
し
て
迎
へ
ら
れ
る
。
尊
者
と
し
て
其
家
に
臨
む
儀
式
は
、
順
ぐ
り
に
先
例
と
な
つ
て
行

は
れ
る
も
の
故
、
厳
重
に
注
目
せ
ら
れ
た
様
で
あ
る
。
此
方
式
の
中
、
大
切
な
部
分
は
「
門
入
り
」
の
様

子
で
あ
る
。
他
の
饗
宴
の
場
合
に
も
、
尊
者
の
一
行
に
は
必
「
門
入
り
」
の
儀
が
、
重
く
と
り
扱
は
れ
て

居
た
事
と
思
は
れ
る
。
而
も
平
安
朝
の
人
々
の
感
情
に
は
、
既
に
し
つ
く
り
せ
な
い
生
活
の
古
典
で
あ
つ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
門
入
り
こ
そ
は
、
延
年
舞
に
既
に
あ
つ
て
、
田
楽
舞
の
重
要
な
部
分
に
な
つ
た
「
中チ

   

門   

口  

ユ
ウ
モ
ン
グ
チ
」
の
所
作
が
出
来
た
の
と
、
根
を
一
つ
に
し
た
「
お
と
づ
れ
る
神
」
の
変
形
な
の
で
あ
る
。

「
お
と
づ
れ
る
」
「
お
と
な
ふ
」
と
言
ふ
語
は
、
元
は
音
を
立
て
る
と
言
ふ
義
で
あ
つ
た
。
其
が
訪
問
す

る
の
意
を
経
て
、
音
信
す
る
と
意
義
分
化
を
し
て
来
た
。
音
を
立
て
る
が
訪
問
す
る
と
な
つ
た
の
は
、
ま

れ
び
と
な
る
神
が
叩
く
戸
の
音
に
ば
か
り
聯
想
が
偏
倚
し
た
為
で
、
ま
れ
び
と
の
す
る
「
お
と
づ
れ
」
が

常
に
繰
り
返
さ
れ
た
の
に
由
る
の
で
あ
る
。
神
の
「
ほ
と
〳
〵
」
と
戸
に
「
お
と
な
ふ
」
響
き
を
聞
い
た

村
の
生
活
か
ら
ひ
き
続
い
て
、
「
ま
れ
び
と
」
に
随
伴
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
ま
れ
び
と
と
言
へ
ば
、
「
お
と

な
ふ
」
「
お
と
づ
る
」
を
聯
想
す
る
所
か
ら
、
意
義
分
化
を
し
た
の
だ
。
節
分
の
夜
・
大
晦
日
の
夜
に
、

門
の
戸
を
叩
く
者
の
あ
る
事
は
、
古
今
に
例
が
多
い
。
而
も
、
地
方
に
よ
つ
て
は
、
「
ほ
と
〳
〵
」
と
言
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ふ
戸
を
叩
く
声
色
を
使
ふ
者
が
来
る
。
何
の
為
に
さ
う
す
る
か
、
訣
も
知
ら
ず
に
唯
田
舎
の
生
活
に
「
志

を
り
」
を
与
へ
る
だ
け
の
役
に
し
か
立
つ
て
居
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ま
れ
び
と
が
人
間
化
し
た
も
の

な
の
だ
。
村
の
神
の
信
仰
を
維
持
し
て
行
く
若
い
衆
連
の
す
る
事
で
あ
る
。
村
の
若
手
の
神
に
事つか
へ
、
あ

る
時
は
択
ば
れ
て
神
の
代
役
を
務
め
る
模
様
は
、
古
代
に
溯
る
程
〔
こ
こ
で
原
稿
が
一
部
欠
落
〕
陰
陽
門

か
ら
退
出
す
る
事
に
な
つ
て
居
た
。
此
は
、
尊
者
と
お
な
じ
者
で
、
饗
宴
に
臨
ま
ぬ
だ
け
で
あ
る
。
中
臣

斎
部
以
下
の
神
職
官
人
は
、
ま
れ
び
と
の
一
行
に
扮
し
て
居
た
の
が
、
時
代
を
経
て
木
地
の
ま
ゝ
の
官
人

と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
此
官
人
一
行
は
、
神
群
行
の
形
を
見
せ
て
居
る
も
の
で
、

一
方
単
独
に
来
り
臨
む
ま
れ
び
と
も
あ
り
、
戸
に
お
と
づ
れ
て
帰
る
も
あ
り
、
屋
内
に
入
つ
て
馳
走
を
受

け
た
上
に
、
一
夜
は
泊
つ
て
ゆ
く
の
も
あ
つ
た
。
色
々
な
神
が
度
々
に
来
た
と
も
思
は
れ
る
し
、
又
地
方

の
違
ひ
で
、
さ
う
し
た
多
様
の
ま
れ
び
と
が
あ
つ
た
と
見
え
る
の
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
播
磨
国
賀
毛
郡

河
内
里
で
は
、
苗
代
に
草
を
敷
か
ず
に
苗
を
お
ろ
し
た
為
来
り
を
、
神
群
行
に
繋
げ
て
説
い
て
ゐ
る
。
昔

住すみ
吉え
の
神
上
陸
の
際
、 

従  

神 

ト
モ
ガ
ミ

が
刈
り
草
を
解
き
散
し
て
座
を
設
け
た
。
草
主
が
大
神
に
訴
へ
る
と
、
其

で
は
、
汝
の
田
は
草
を
敷
く
に
は
及
ば
ぬ
様
に
し
て
や
ら
う
と
判
コ
ト
ワら
せ
ら
れ
た
か
ら
と
言
ふ
伝
へ
の
如
き

（
播
磨
風
土
記
）
。
斎
宮
の
群
行
と
称
す
る
、
斎
内
親
王
の
伊
勢
へ
の
発
向
も
、
路
次
の
様
子
か
ら
見
れ

ば
、
神
の
群
行
を
学
ん
で
居
た
の
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
に
ゝ
ぎ
の
尊
の 

五 

伴 

緒 

イ
ツ
ト
モ
ノ
ヲ
を
連
れ
て
降
ら
れ
た
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と
言
ふ
の
も
、
此
群
行
で
あ
る
。
群
行
に
も
、
中
心
と
な
る
主
神
が
あ
つ
た
事
は
、
住
吉
神
の
物
語
で
訣

る
。
唯
そ
の
主
神
が
二
体
で
あ
る
事
が
あ
り
、
単
に
二
人
連
れ
で
来
る
事
が
あ
る
。
又
、
主
神
一
人
で
来

た
場
合
も
あ
る
。

二
体
で
あ
る
場
合
は
、
夫
婦
と
見
、
多
く
は
老
人
と
考
へ
て
来
た
様
で
あ
る
。
し
ひ
ね
つ
彦
と
お
と
う
か

し
と
が
、
爺
婆
に
扮
し
て
簑
笠
を
着
て
、
敵
の
中
を
通
つ
て
天
香
具
山
の
土
を
盗
ん
で
来
た
（
神
武
紀
）

と
言
ふ
伝
へ
は
、
実
は
ま
れ
び
と
に
扮
し
た
村
々
の
事
実
を
、
大
倭
の
象
徴
た
る
山
の
土
を
以
て
し
た
呪

咀
に
結
び
つ
け
て
、
二
人
の
姿
が
考
へ
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
「
ほ
・
う
ら
」
の
章
参
照
）
。
簑
笠
は
、

神
に
姿
を
や
つ
す
神
聖
な
道
具
で
あ
つ
た
。
簑
笠
を
着
て
屋
内
に
居
る
事
を
、
勅
命
で
禁
じ
た
（
天
武
紀
）

の
は
、
屋
う
ち
で
其
を
脱
が
ぬ
ま
れ
び
と
と
間
違
へ
る
か
ら
と
も
、
ま
れ
び
と
に
対
し
て
弊
風
を
認
め
て
、

其
を
制
し
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
る
ほ
か
は
、
意
味
の
な
い
事
で
あ
る
。
老
人
夫
婦
の
ま
れ
び
と
を
考
へ

て
ゐ
た
事
も
思
は
れ
る
。
年
神
に
は
、
老
夫
婦
を
言
ふ
も
の
が
多
い
。
必
し
も
高
砂
の
尉
と
姥
か
ら
出
た

空
想
で
は
な
い
。
島
台
に
老
夫
婦
の
形
を
載
せ
る
事
も
、
却
て
老
夫
婦
の
ま
れ
び
と
の
考
へ
の
固
定
し
た

も
の
で
あ
ら
う
。
謡
曲
「
高
砂
」
の
翁
を
住
吉
明
神
と
し
、
媼
を
高
砂
の
松
の
精
と
し
た
の
は
、
遠
く
か

ら
来
る
ま
れ
び
と
を
二
つ
に
割
つ
て
考
へ
た
合
理
的
な
説
明
で
あ
る
。
一
体
に
播
州
に
住
吉
神
来
臨
を
説

く
事
の
多
い
の
は
、
神
の
棲
む
海
の
か
な
た
の
国
を
、
摂
津
の
住
吉
に
考
へ
た
為
で
、
数
多
い
と
こ
よ
の
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国
の
一
種
で
あ
る
。
播
磨
風
土
記
に
は
、
他
国
か
ら
来
た
夫
婦
神
の
、
土
地
を
中
心
に
し
た
争
ひ
を
多
く

伝
へ
て
ゐ
る
。
此
は
土
地
占
め
の
神
争
ひ
の
上
に
、
ま
れ
び
と
の
影
を
落
し
て
居
る
に
違
ひ
な
い
。

備
後
風
土
記
逸
文
の 

蘇  

民  

将  

来 

ソ
ミ
ン
シ
ヤ
ウ
ラ
イ

・
臣
旦
コ
タ
ン
将
来
に
宿
を
乞
う
た
武
塔
フ
タ
ウ
天
神
は
、
行
き
に
は
一
人
だ
が
、

八
年
目
の
帰
り
途
に
は
、
八
人
の
み
子
を
連
れ
て
居
た
と
あ
る
か
ら
、
群
行
で
あ
る
。
而
も
此
物
語
は
、

民
間
の
行
事
が
神
話
化
し
た
も
の
で
、
神
の
来
り
臨
ん
で
、
家
々
に
宿
る
夜
の
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。

同
類
の
神
話
は
、
常
陸
風
土
記
筑
波
山
の
条
に
あ
る
。
御
祖
ミ
オ
ヤ
神
（
母
神
の
意
）
天
か
ら
降
つ
て
、
姉
娘
富

士
に
宿
り
を
乞
ふ
と
、
新
嘗
の
夜
故
と
の
口
実
で
宿
を
拒
ん
だ
。
妹
筑
波
に
頼
む
と
新
嘗
す
る
け
れ
ど
も
、

母
ゆ
ゑ
に
は
と
言
う
て
泊
め
た
と
言
ふ
。
此
は
、
新
嘗
の
夜
の
物
忌
み
の
厳
重
な
為
来
り
が
、
反
対
の
性

質
と
位
置
を
持
つ
た
二
人
の
運
不
運
と
を
説
く
型
に
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
東
国
で
は
、
さ

う
言
つ
た
神
話
が
出
来
て
居
る
に
係
ら
ず
、
殆
同
時
代
或
は
後
代
に
、
現
実
の
信
仰
と
し
て
、
新
嘗
の
夜

の
物
忌
み
の
保
た
れ
て
居
た
。
万
葉
集
巻
十
四
の
二
首
の
東
歌
「
に
ほ
と
り
の
葛
飾
早
稲
を
に
へ
す
と
も
、

そ
の
愛カナ
し
き
を
、
外ト
に
立
て
め
や
も
」
「
誰タ
そ
や
。
此
屋
の
戸
押オソ
ぶ
る
。
に
ふ
な
み
に
、
我
が
夫セ
を
や
り

て
斎イハ
ふ
此
戸
を
」
。
に
へ
は
贄ニヘ
で
、
動
物
質
に
限
ら
ず
、
植
物
性
の
食
ひ
物
に
も
通
じ
る
。
神
と
天
子
と

に
限
つ
て
言
ふ
語
。
贄
す
は
、
早
稲
の
初
穂
を
飯
に
し
て
献
る
事
。
そ
の
夜
は
人
払
ひ
だ
が
、
表
に
立
た

せ
て
は
お
け
ぬ
可
愛
い
男
を
歌
ひ
、
一
方
は
、
に
ふ
な
み
が
寧
ろ
、
新
嘗
の
語
原
で
、
に
ふ
は
に
へ
で
、

11



な
み
は
の
忌
み
で
あ
る
と
考
へ
る
方
が
、
正
し
い
事
を
思
は
せ
る
。
わ
が
夫
を
す
ら
外
泊
さ
せ
て
一
人
神

を
祭
る
夜
に
忍
び
男
の
来
る
事
か
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
が
此
と
て
、
実
情
で
な
く
、
さ
う
し
た
境
遇
に
切

な
い
情
を
抱
く
女
を
空
想
し
た
一
種
の
叙
事
的
な
民
謡
で
、
純
な
抒
情
詩
で
は
な
い
。
而
も
、
明
ら
か
に

戸
を
押
ぶ
る
者
は
、
ま
れ
び
と
の
変
形
で
あ
り
、
そ
の
愛
し
き
と
言
ふ
の
も
、
お
と
づ
れ
る
神
を
恋
愛
に

う
つ
し
て
歌
う
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
家
々
に
宿
る
ま
れ
び
と
の
為
に
、
其
に
仕
へ
る
家
の
処
女

又
は
主
婦
一
人
残
つ
て
、
皆
家
を
出
て
居
る
。
ま
れ
び
と
の
為
に
す
る
物
忌
み
が
一
転
し
て
、
ま
れ
び
と

と
母
神
と
を
別
々
に
考
へ
る
様
な
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
東
歌
が
恋
愛
の
境
地
に
入
れ
て
ゐ
る
の

は
、
此
夜
家
々
に
泊
る
ま
れ
び
と
に 

一 

夜 

夫 

ヒ
ト
ヨ
ヅ
マ

と
し
て
の
待
遇
を
す
る
事
が
あ
つ
た
為
で
あ
ら
う
。
一
夜

づ
ま
は
決
し
て
遊
女
で
は
な
い
。
「
我
が
門
に
、
千
鳥
頻シバ
鳴
く
。
起
き
よ
〳
〵
。
わ
が
一
夜
づ
ま
。
人
に

知
ら
ゆ
な
（
万
葉
）
」
の
我
が
門
と
あ
る
の
は
、
家
の
処
女
か
主
婦
の
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
信
仰

上
あ
る
一
夜
の
み
許
さ
れ
た
ま
れ
び
と
の
宿
り
が
、
ま
れ
び
と
を
人
と
知
つ
た
時
代
に
も
続
い
て
ゐ
た
為

に
、
一
夜
づ
ま
と
言
ふ
語
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
此
は
神
と
し
て
の
待
遇
の
引
き
続
き
が
、
神
の
代
理

者
な
る
人
に
も
持
ち
越
さ
れ
、
神
の
分
子
を
認
め
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
れ
び
と
が
神
で
な
く
な
つ
た
後
期
王
朝
に
も
、
賓
客
に
屡
し
ば
し
ばそ
の
家
の
娘
・
主
婦
を
添
ひ
臥
し
に
進
め
た

例
が
あ
る
。
村
々
に
来
り
臨
む
ま
れ
び
と
の
待
遇
法
が
、
貴
人
に
対
し
て
も
行
は
れ
た
の
で
、
貴
人
を
神
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と
同
格
に
見
た
。
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