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一

　は
じ
め
に

（
１
）
本
稿
の
目
的

『
古
事
記
』
倭
建
命
の
東
征
譚
に
、
弟
橘
比
売
命
が
入
水
す
る
話
が
み
ら
れ
る
。

当
該
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

其
よ
り
入
り
幸
し
て
、
走
水
海
を
渡
り
し
時
に
、
其
の
渡
の
神
、
浪
を
興

し
、
船
を
廻
せ
ば
、
進
み
渡
る
こ
と
得
ず
。
爾
く
し
て
、
其
の
后
、
名
は
弟

橘
比
売
命
、
白
し
し
く
、「
妾
、
御
子
に
易
り
て
、
海
の
中
に
入
ら
む
。
御

子
は
、
遣
さ
え
し
政
を
遂
げ
、
覆
奏
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。
海
に
入
ら
む

と
す
る
時
に
、
菅
畳
八
重
・
皮
畳
八
重
・
絁
畳
八
重
を
以
て
、
波
の
上
に
敷

き
て
、
其
の
上
に
下
り
坐
し
き
。
是
に
、
其
の
暴
浪
、
自
ら
伏
ぎ
て
、
御
船
、

進
む
こ
と
得
た
り
。
爾
く
し
て
、
其
の
后
の
歌
ひ
て
曰
は
く
、

さ
ね
さ
し
　
相
模
の
小
野
に
　
燃
ゆ
る
火
の
　
火
中
に
立
ち
て
　
問
ひ

し
君
は
も

故
、
七
日
の
後
に
、
其
の
后
の
御
櫛
、
海
辺
に
依
り
き
。
乃
ち
其
の
櫛
を

取
り
、
御
陵
を
作
り
て
、
治
め
置
き
き）

1
（

。

こ
れ
が
印
象
深
い
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な

さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
近
年
で
は
、
弟
橘
比
売
命
が
発
し
た
言
葉
や
歌
に
焦

点
を
あ
て
た
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
筆
者
は
こ
の
話
の
舞
台
と
な
っ

た
「
走
水
海
」
の
分
析
を
出
発
点
に
し
て
、
こ
の
話
の
意
味
と
形
成
に
関
す
る
考

察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る）

2
（

。

こ
の
話
を
対
象
に
し
た
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
き
ち
ん
と

し
た
整
理
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
あ
っ
て
も
文
学
的
な
読
み
に
よ
る
も
の
と

か
、文
脈
に
沿
っ
て
こ
の
話
を
分
析
す
る
も
の
と
い
っ
た
く
ら
い
の
位
置
づ
け
で
、

先
行
研
究
に
関
し
て
系
統
立
て
た
捉
え
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、こ
れ
ま
で
の
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
に
関
す
る
研
究
を
取
り
上
げ
て
分
類
し
、

ま
と
め
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
話
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
研
究
に
対
し
て
評
価
を
試
み
た
い
。

（
２
）
本
稿
の
視
点

『
古
事
記
』
の
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
は
、『
日
本
書
紀
』
に
も
同
様
の
話
が
み
ら

れ
る
が
、
そ
の
話
と
比
べ
て
古
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

上
田
正
昭
氏
は
、
当
段
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
比
べ
る
と
、
内
容

上
の
違
い
が
あ
る
。
と
く
に
弟
橘
比
売
命
が
入
水
す
る
と
き
に
敷
物
を
敷
い
て
歌

を
う
た
っ
た
こ
と
、
入
水
し
て
七
日
後
に
櫛
が
流
れ
着
い
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、

『
古
事
記
』
の
方
が
よ
り
呪
術
的
な
説
話
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
さ
ね
さ
し
」

の
歌
は
「
本
来
独
立
の
野
焼
き
に
お
い
て
歌
わ
れ
た
も
の
が
、
焼
津
に
お
け
る
向

火
の
話
に
関
連
づ
け
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」と
述
べ
た
上
で
、「『
書

紀
』
よ
り
も
『
古
事
記
』
の
文
学
精
神
が
、恋
物
語
と
し
て
も
生
々
と
し
て
お
り
、

古
い
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る）

3
（

。
こ
の
よ
う

に
当
段
は
、
記
紀
の
比
較
研
究
か
ら
、
古
い
側
面
を
も
つ
説
話
だ
と
い
え
る
。

一
方
、
吉
井
巌
氏
は
そ
う
し
た
古
い
要
素
を
持
つ
も
の
の
、
当
段
に
は
「
新
し

い
女
性
像
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
説
く）

4
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、
弟
橘
比
売
命
は
自

ら
の
意
志
か
ら
入
水
し
、
主
体
性
を
持
つ
。
当
時
と
し
て
は
、
き
わ
だ
っ
た
新
し
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さ
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
論
者
に
よ
っ
て
捉
え
方
に
差
が
あ
る
。
当
段
の
ど
の
点
に
注
目
し

た
か
で
、
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

当
段
に
関
す
る
先
行
研
究
を
古
い
も
の
順
に
並
べ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
い
か
な

る
点
に
焦
点
を
あ
て
た
か
で
分
類
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』
に
関
す
る
場
合
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト

を
「
倭
建
命
」、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
を
「
弟
橘
比
売
命
」
と
記
す
こ

と
に
す
る
。

二

　話
の
背
景
に
関
す
る
研
究

（
１
）
登
場
人
物
に
関
す
る
考
察

①
弟
橘
比
売
命
の
位
置

物
語
に
関
し
て
、
背
景
か
ら
捉
え
て
い
く
方
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
で
き
ご

と
（
事
件
）
は
、
登
場
人
物
、
時
、
場
所
と
い
っ
た
背
景
に
基
づ
い
て
展
開
す
る

と
考
え
て
、
そ
う
し
た
背
景
に
焦
点
を
あ
て
て
読
み
解
い
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
登
場
人
物
の
出
自
、
性
格
な
ど
は
、
大
切
な
研
究
の
対
象
と
な
る
。

東
征
譚
の
主
人
公
は
倭
建
命
で
あ
る
が
、
こ
の
段
に
限
っ
て
言
え
ば
、
弟
橘
比

売
命
を
中
心
に
で
き
ご
と
が
展
開
し
て
い
て
、
弟
橘
比
売
命
が
主
人
公
だ
と
い
え

る
。
特
徴
あ
る
名
を
持
ち
、
入
水
と
い
う
行
為
は
極
め
て
異
例
と
い
え
る
。
こ
の

弟
橘
比
売
命
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

弟
橘
比
売
命
は
、
歴
史
上
の
人
物
で
は
な
く
、
説
話
上
の
人
物
だ
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
登
場
の
仕
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
西
郷
信
綱

氏
は
、

常
世
国
か
ら
渡
来
し
た
、
世
に
め
づ
る
橘
に
ち
な
む
称
え
名
な
ら
ん
と
記

伝
に
い
う
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
り
そ
う
だ
。
ま
ず
、
こ
の
名
が
こ
こ

で
突
如
と
出
て
く
る
点
で
あ
る
。（
中
略
）古
事
記
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は
、

系
譜
な
ど
背
負
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
妖
精
の
よ
う
に
ひ
と
り
忽
然
と
あ
ら
わ
れ

て
入
水
す
る
。
オ
ト
…
…
ヒ
メ
と
い
う
名
は
佳
人
を
彷
彿
さ
せ
る
。
大
山
津

見
神
の
「
姉
石
長
比
売
」
は
醜
女
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
弟
木
花
之
佐
久

夜
毘
売
」
は
顔
よ
き
女
で
あ
っ
た
。
オ
ト
つ
ま
り
妹
が
美
女
だ
と
す
る
の
は

説
話
上
の
一
つ
の
約
束
で
、
昔
話
に
い
わ
ゆ
る
竜
宮
の
オ
ト
ヒ
メ
と
い
う
名

も
、
そ
う
し
た
約
束
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い）

5
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

弟
橘
比
売
命
は
こ
の
段
に
突
如
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
も
、系
譜
が
示
さ
れ
ず
、

「
ほ
と
ん
ど
妖
精
の
よ
う
に
ひ
と
り
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
て
入
水
」
し
て
、
す
ぐ
に

退
場
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
オ
ト
…
…
ヒ
メ
」
と
い
う
、
説
話
に
類
型
的
に

み
ら
れ
る
美
女
の
名
を
負
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
弟
橘
比
売
命
は
説

話
に
現
れ
る
美
女
の
一
人
だ
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。

ま
た
、弟
橘
比
売
命
を
「
后
」
と
記
す
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
古

事
記
』
の
東
征
譚
で
は
「
幸
」
と
い
う
天
皇
に
関
わ
っ
て
使
用
さ
れ
る
字
が
用
い

ら
れ
、
倭
建
命
を
天
皇
に
準
じ
て
扱
っ
て
い
る）

6
（

。
そ
れ
に
応
じ
て
弟
橘
比
売
命
も

天
皇
の
妻
を
示
す
「
后
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
后
」
と
す

る
点
に
つ
い
て
、
倉
野
憲
司
氏
は
、「
然
る
に
書
紀
に
は
弟
橘
媛
の
こ
と
を
『
妾
』

と
し
て
ゐ
て
、
古
事
記
と
そ
の
態
度
を
著
し
く
異
に
し
て
ゐ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る）

7
（

。
山
上
伊
豆
母
氏
は
、
入
水
す
る
場
面
の
描
写
が
「『
海
神
の
女
』
ト
ヨ
タ
マ
ヒ

メ
と
の
神
婚
の
儀
に
（
中
略
）
相
似
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、弟
橘
比
売
命
は
「
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
命
の
妃
で
あ
る
と
と
も
に
海
神
の
女
ら
し
き
伝
承
」
だ
と
さ
れ
、

古
典
神
話
の
王
権
伝
承
に
お
い
て
は
、
天
神
の
系
譜
を
つ
ぐ
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ

コ
（
太
子
）
の
后
妃
は
、
海
神
の
女
（
水
の
神
女
）
が
相
応
し
い
と
い
う
信

仰
が
あ
っ
た
。
前
掲
の
火
ヲ
リ
の
命
の
豊
玉
姫
、
神
武
天
皇
妃
も
摂
津
三
嶋

の
ミ
ゾ
ク
ヒ
の
女
（
タ
マ
ク
シ
ヒ
メ
ま
た
ヒ
メ
タ
タ
ラ
ヒ
メ
）、
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
へ
と
つ
づ
く
。
ゆ
え
に
后
妃
た
る
神
女
は
と
き
に
海
か
ら
来
り
ま
た
海
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彼
へ
去
っ
て
行
く）

8
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
段
は
信
仰
的
に
は
海
神
の
娘
を
后
に
し
た
と

い
う
伝
承
で
、
そ
う
し
た
話
は
『
古
事
記
』
に
類
型
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

海
神
の
娘
を
后
妃
と
す
る
「
后
妃
伝
承
」
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
。②

弟
橘
比
売
命
の
出
自

『
古
事
記
』
で
は
弟
橘
比
売
命
の
出
自
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』

で
は「
穂
積
氏
忍
山
宿
禰
が
女
な
り
」と
あ
る
。
こ
の
点
を
い
か
に
扱
う
か
に
よ
っ

て
、
弟
橘
比
売
命
の
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
て
く
る
。

上
田
正
昭
氏
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
こ
の
系
譜
は
編
者
に
よ
っ
て
付
け

加
え
ら
れ
た
と
説
く
。

し
か
し
こ
の
系
譜
が
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。『
延
喜

式
』
の
「
神
名
帳
」
に
は
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
に
忍
山
神
社
の
あ
る
こ
と
を
記
し
、

ま
た
『
成
務
天
皇
記
』
に
は
、
穂
積
臣
の
祖
先
と
し
て
建
忍
山
垂
根
の
女
に

弟
財
郎
女
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
『
書
紀
』
の
編
者
は
そ

れ
ら
を
念
頭
に
入
れ
て
挿
入
し
た
の
か
も
知
れ
な
い）

9
（

。

上
田
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
成
務
記
の
穂
積
氏
に

関
す
る
記
事
に
引
か
れ
て
、
あ
と
か
ら
「
穂
積
氏
忍
山
宿
禰
が
女
」
と
し
た
と
す

る
と
、弟
橘
比
売
命
は
も
と
も
と
系
譜
を
負
わ
な
い
女
性
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
郷
氏
の
論
と
同
様
に
、
弟
橘
比
売
命
は
「
説
話
上
の
主
人
公
」
だ
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

一
方
、「
穂
積
氏
忍
山
宿
禰
が
女
な
り
」
と
記
す
の
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る

は
ず
だ
と
考
え
、
弟
橘
比
売
命
と
穂
積
氏
と
の
関
わ
り
か
ら
説
く
立
場
の
論
も
あ

る）
10
（

。
な
お
、
後
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
守
屋
俊
彦
氏
や
和
田
萃
氏
は
こ
の
話
を

倭
建
命
の
東
征
譚
に
結
び
つ
け
た
の
は
穂
積
氏
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

筆
者
は
、
文
脈
に
即
し
て
捉
え
る
と
、
突
如
現
れ
て
直
ち
に
退
場
す
る
点
が
大

切
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。「
后
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
出
自
が
示

さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
な
い
の
は
弟
橘
比
売
命
の
性
格
に
起
因
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
古
事
記
』
に
は
弟
橘
比
売
命
の
出
自

が
示
さ
れ
な
い
。
ま
ず
は
、
そ
の
通
り
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
弟
橘
比
売
命
の
性
格

弟
橘
比
売
命
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
性
格
と
当
段
に
お
け
る
性
格
と
に

分
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

も
と
も
と
の
性
格
に
つ
い
て
、
吉
井
巌
氏
は
櫛
を
残
す
こ
と
か
ら
、
弟
橘
比
売

命
は
巫
女
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
。「
弟
橘
媛
が
霊
果
で
あ
る
橘
を
名
と
す
る
女
性

で
あ
り
、
櫛
（
奇
し
）
を
残
す
女
で
あ
り
、
海
に
入
っ
て
海
神
を
和
め
え
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
こ
の
媛
の
性
格
が
本
来
巫
女
的
な
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
し

う
る
」
と
説
か
れ
て
い
る）
12
（

。
弟
橘
比
売
命
は
、
本
来
巫
女
的
性
格
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。当

段
に
お
け
る
性
格
に
つ
い
て
、
吉
井
氏
は
、

し
か
し
、
類
話
と
比
較
し
て
み
て
、
弟
橘
媛
に
は
際
立
っ
た
新
し
さ
が
う

か
が
わ
れ
る
。
た
だ
難
に
逢
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
悲
別
を
悲
し
ん
で
入
水
す

る
他
の
女
性
に
く
ら
べ
て
、
弟
橘
媛
に
は
み
ず
か
ら
死
へ
の
道
を
選
ぼ
う
と

す
る
意
志
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
皇
命
に
は
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め

に
は
自
分
の
入
水
が
ぜ
ひ
必
要
な
の
だ
と
い
う
媛
の
自
覚
か
ら
出
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
自
覚
と
意
志
が
、
弟
橘
媛
を
古
い
巫
女
の
世
界
か
ら

抜
け
出
さ
せ
、
そ
の
死
の
描
写
を
い
っ
そ
う
美
し
い
も
の
に
し
て
い
る）
13
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
弟
橘
比
売
命
は
天
皇
の
命
令
に
従
う
た
め
に
自
分
の
入
水
が

必
要
だ
と
自
覚
し
、
意
志
を
も
っ
て
主
体
的
に
死
を
選
ん
だ
。
そ
の
自
覚
と
意
志

に
よ
っ
て
巫
女
の
段
階
か
ら
脱
却
し
た
と
い
う
。そ
の
自
覚
と
意
志
に
つ
い
て
は
、

媛
を
入
水
へ
の
決
断
に
導
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
。
物
語
の
表
現

に
従
え
ば
、
そ
れ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
天
皇
の
命
を
や
り
遂
げ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
は
自
分
が
身
代
り
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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き
わ
め
て
単
純
な
論
理
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
論
理
を
決
断
へ
と
具
体
化
し

た
の
は
、
媛
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
へ
の
愛
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
花
や
か
に

衣
を
翻
し
て
波
立
つ
海
に
身
を
投
げ
た
媛
の
行
動
は
、
そ
の
ま
ま
媛
の
選
択

で
あ
り
、
そ
の
行
動
に
は
、
別
離
の
悲
し
み
と
限
り
な
い
愛
と
厳
し
い
あ
き

ら
め
の
人
間
的
な
感
情
が
一
度
に
ふ
き
あ
が
っ
て
、
媛
を
真
直
ぐ
に
死
へ
と

む
か
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る）
14
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
皇
命
は
必
ず
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め

に
は
自
分
が
倭
建
命
の
身
代
わ
り
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
実
行
へ
と
向

か
わ
せ
た
の
は
弟
橘
比
売
命
の
倭
建
命
へ
の
愛
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。そ
し
て
、

「
愛
に
生
き
る
た
め
に
死
を
選
ん
だ
、
そ
の
よ
う
な
死
を
は
っ
き
り
自
覚
し
た
お

そ
ら
く
最
初
の
女
性
像
と
し
て
、『
古
事
記
』
の
な
か
に
輝
く
位
置
を
占
め
て
い

る
よ
う
に
思
う
」
と
説
明
し
て
い
る）
15
（

。

本
段
に
お
け
る
弟
橘
比
売
命
は
、
巫
女
的
性
格
が
う
か
が
え
る
に
し
て
も
、
自

ら
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
選
択
し
た
、
主
体
性
あ
る
女
性
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
吉
井
氏
が
説
く
よ
う
に
、「
新
し
い
女
性
像
」
と
し
て
造
形
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
場
所
に
関
す
る
考
察

話
の
背
景
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
登
場
人
物
の
ほ
か
、
場
所
で
あ
る
。
こ
の

話
の
舞
台
は
「
走
水
海
」
で
、
現
在
の
浦
賀
水
道
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
歴
史
的

側
面
、
自
然
環
境
的
側
面
、
信
仰
的
側
面
に
分
け
て
考
察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ

る）
16
（

。
こ
こ
で
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
歴
史
的
側
面
に
関
し
て
だ
け
紹
介
す
る
。

入
水
譚
の
舞
台
と
な
っ
た
走
水
の
海
は
い
か
な
る
空
間
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の

海
は
古
東
海
道
の
海
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
て
、
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
東
国
経

営
の
要
と
な
る
重
要
な
場
所
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
交
通
路
は
、
政
治
、
軍
事
、

商
業
の
面
か
ら
い
っ
て
生
命
線
と
な
っ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
海
に
面
し
た
「
御
浦
郡
」
が
大
和
政
権
か
ら
重
視
さ
れ
た
点
か

ら
も
窺
え
る
。
第
一
に
「
御
」
と
い
う
字
を
用
い
て
「
御
浦
郡
」
と
記
さ
れ
た
点
、

第
二
に
御
浦
郡
走
水
郷
に
山
形
女
王
の
食
封
が
設
置
さ
れ
た
点
、
第
三
に
倭
建
命

を
系
譜
上
の
祖
に
持
つ
鎌
倉
別
氏
が
御
浦
郡
を
支
配
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
鎌
倉

別
氏
は
古
代
に
お
い
て
鎌
倉
郡
や
御
浦
郡
を
支
配
し
た
と
さ
れ
、
大
和
政
権
と
深

く
結
び
つ
い
た
勢
力
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
、
神
奈
川
県
三
浦
郡

葉
山
町
長な
が

柄え

・
逗
子
市
桜
山
に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
「
長
柄
・
桜
山
古
墳
」
は
、

県
内
最
大
級
の
規
模
を
ほ
こ
る
前
方
後
円
墳
で
、
四
世
紀
後
半
に
大
和
と
の
関
係

に
よ
り
成
立
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
被
葬
者
と
し
て
こ
の
鎌
倉
別
氏
の
先
祖
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。

要
は
、「
走
水
の
海
が
古
東
海
道
の
要
衝
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
大
和
政
権
の

東
国
経
営
の
要
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
走
水
の
海
に
面
し
た
御
浦

郡
が
朝
廷
と
深
く
結
び
付
い
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
側
面
を
背
景
に
し
て
、
走
水

の
海
が
こ
の
物
語
の
舞
台
と
し
て
選
ば
れ
た
」
と
結
論
づ
け
た
。

三

　話
の
内
容
に
関
す
る
研
究

（
１
）
物
語
全
体
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
考
察

東
征
譚
全
体
か
ら
当
段
を
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る
。

中
西
進
氏
は
、東
征
譚
は
倭
建
命
を
主
人
公
に
す
る
「
流
離
譚
」
だ
と
捉
え
、「
倭

比
売
」「
弟
橘
比
売
」「
美
夜
受
比
売
」
と
い
っ
た
三
人
の
女
性
を
支
点
に
据
え
た

物
語
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
当
段
を
「
貴
種
流
離
の
一
人
の
若
者
を
迎
え
た
女

性
の
物
語
」
だ
と
位
置
づ
け
る）
17
（

。
そ
し
て
、「
美
夜
受
は
聖
女
と
し
て
倭
建
の
東

行
に
骨
格
を
与
え
、
弟
橘
は
そ
の
上
に
感
傷
的
な
抒
情
性
を
塗
り
こ
め
た
。
両
者

は
お
互
い
の
存
在
に
よ
っ
て
倭
建
の
流
離
譚
を
増
幅
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
」
と
結
論
づ
け
る）
18
（

。

す
な
わ
ち
、
折
口
信
夫
が
説
い
た
「
貴
種
流
離
譚
」
が
東
征
譚
に
当
て
は
ま
る
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と
考
え
、
さ
す
ら
っ
て
き
た
倭
建
命
を
迎
え
る
女
性
の
一
人
と
し
て
弟
橘
比
売
命

を
捉
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
弟
橘
比
売
命
を
主
人
公
と
す
る
物
語
に
よ
っ
て
東
征

譚
に
「
感
傷
的
な
抒
情
性
」
が
加
え
ら
れ
た
と
す
る
。
要
は
、
東
征
譚
を
彩
る
物

語
の
一
つ
と
し
て
当
段
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
東
征
譚
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
た
と
き
に
、
当
段
が
い
か
な
る
意
味

を
持
つ
か
を
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る
。

（
２
）
類
話
と
の
比
較
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
考
察

当
段
と
似
た
表
現
が
み
ら
れ
、
関
係
性
が
う
か
が
え
る
火
遠
理
命
の
話
と
比
較

を
行
い
、
そ
の
相
違
点
か
ら
こ
の
話
を
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る
。

大
脇
由
紀
子
氏
は
、『
古
事
記
』
の
火
遠
理
命
の
海
宮
訪
問
譚
に
お
い
て
、「
火

遠
理
命
は
海
神
の
女
を
妻
と
し
、
海
の
呪
力
を
得
て
兄
火
照
命
を
服
従
さ
せ
て
皇

統
を
継
」
ぐ
よ
う
に
、「
海
が
皇
統
に
と
っ
て
重
要
な
転
機
の
場
と
な
っ
て
い
る
」

こ
と
か
ら
、

『
古
事
記
』
編
述
者
に
と
っ
て
、
海
難
物
語
は
「
転
機
の
場
」
と
し
て
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
渡
り
の
神
は
そ
の
皇
位
継
承
の
資
格
を
確
か
め
る
た

め
に
登
場
さ
せ
た
存
在
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
火
遠
理
命
の
場
合

と
は
逆
に
、
皇
后
に
な
る
に
相
応
し
か
っ
た
女
性
を
手
放
し
た
こ
と
で
、
彼

に
と
っ
て
の
「
転
機
の
場
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
の
皇
位
継
承
の
資
格
は
こ
こ
で
一
つ
消
失
し
た
の
で
あ
る）
19
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
海
の
場
面
が
皇
統
に
と
っ
て
転
換
点
に
な
っ

て
い
て
、
当
段
で
は
走
水
の
海
に
お
い
て
皇
后
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
を
失
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
倭
建
命
は
皇
位
継
承
の
資
格
を
失
っ
た
と
み
る
。
筆
者
は
、
背
景
論

的
研
究
の
立
場
か
ら
話
の
舞
台
と
な
っ
た
「
走
水
海
」
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
、
先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
考
察
を
行
っ
た
。

（
３
）
弟
橘
比
売
命
の
歌
謡
に
焦
点
を
あ
て
た
考
察

当
段
に
は
、「
さ
ね
さ
し

　
相
模
の
小
野
に

　
燃
ゆ
る
火
の

　
火
中
に
立
ち
て

　

問
ひ
し
君
は
も
」
と
い
う
歌
謡
が
み
ら
れ
る
。
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
入

水
の
場
面
に
置
か
れ
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
の
分
析
に
よ
っ

て
当
段
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
し
た
考
察
が
あ
る
。

青
木
生
子
氏
は
、「
さ
ね
さ
し
」
歌
謡
を
「
古
事
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
姫

が
い
よ
い
よ
入
水
す
る
直
前
に
よ
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。死
を
前
に
し
て
、

か
つ
て
夫
の
命
が
火
難
に
あ
わ
れ
た
折
、
あ
の
時
自
分
に
よ
せ
て
く
れ
た
夫
の
強

い
愛
情
を
、
一
瞬
の
う
ち
に
蘇
ら
せ
そ
の
感
激
の
喜
び
を
歌
い
放
っ
た
。
そ
れ
は

何
よ
り
も
夫
へ
の
愛
と
感
謝
の
言
葉
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
こ
の
入
水

の
場
面
の
意
味
を
、

こ
の
歌
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
の
行
為
を
、
夫
君
の
国
家
的
使
命

遂
行
の
為
に
払
っ
た
自
己
犠
牲
の
精
神
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
、
夫
へ
の
深

い
信
頼
と
愛
情
の
心
か
ら
生
れ
た
献
身
と
し
て
、
描
い
た
古
事
記
の
作
者
に

も
感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
序
で
な
が
ら
、
古
事
記
の
作
者
は
、
姫
の

死
後
命
が
足
柄
山
に
登
っ
て
発
せ
ら
れ
た
「
吾
妻
は
や
」
の
切
な
る
歎
き
を

記
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た）
20
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。

当
段
に
関
し
て
、
皇
命
の
絶
対
性
を
主
題
と
す
る
話
で
あ
る
の
か
、
夫
へ
の
献

身
を
主
題
と
す
る
話
で
あ
る
の
か
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
捉
え
方
が
分
か
れ
て

き
た
。
青
木
氏
は
、
こ
の
歌
謡
を
重
視
し
て
、
弟
橘
比
売
命
の
夫
へ
の
愛
と
感
謝

が
読
み
と
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
段
を
「
夫
へ
の
深
い
信
頼
と
愛
情
の
心
か
ら
生
れ

た
献
身
」
が
主
題
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
謡
の
機
能
を
捉
え
よ
う
と
し
た
論
も
あ
る
。

小
村
宏
史
氏
は
、
こ
の
歌
謡
が
東
国
の
王
化
を
示
す
い
く
つ
か
の
要
素
を
結
び

つ
け
る
働
き
を
持
ち
、
そ
れ
が
享
受
者
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

と
説
く
。
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で
は
、『
古
事
記
』
編
述
者
が
「
さ
ね
さ
し
」
歌
謡
に
託
し
た
機
能
と
は

何
で
あ
っ
た
か
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
『
古
事
記
』
の
作
品
世
界
に
お
い
て
、

天
皇
に
な
れ
な
い
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
オ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
の
喪
失
は
、皇
位
継
承
の
資
格
喪
失
と
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
散
文
脈
上
の
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
歌
謡
で
は
逆
に
、
詠
者
で
あ
る

ヒ
メ
の
タ
ケ
ル
へ
の
想
い
、
そ
し
て
歌
に
描
か
れ
た
事
象
に
お
け
る
タ
ケ
ル

の
ヒ
メ
へ
の
想
い
が
語
ら
れ
、
両
者
の
情
愛
の
レ
ベ
ル
で
の
結
び
つ
き
の
強

さ
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
悲
劇
的
な
恍
惚
を
伴
う
叙
情
の
拘
束
力
に

よ
っ
て
、
享
受
者
の
意
識
下
で
、
尾
張
を
起
点
と
し
、
尾
張
に
帰
着
す
る
こ

の
東
国
遠
征
全
体
が
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
陰
を
ま
と
っ
て
認
識
さ
れ
る

こ
と
に
な
る）
21
（

。

　
そ
し
て
、
折
口
信
夫
の
説
く
「
韻
文
の
持
つ
記
録
性
」
と
い
う
捉
え
方
を
用
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
さ
ね
さ
し
」
歌
謡
は
、
散
文
脈
中
に
あ
る
東
国
王
化
の
記
録
を
呼
び
起

こ
す
装
置
な
の
で
あ
る
。
享
受
者
は
こ
の
歌
を
思
い
起
こ
す
た
び
に
、
水
難

の
場
面
だ
け
で
な
く
、
相
武
の
野
で
の
国
造
征
討
と
、
ア
ヅ
マ
の
命
名
、
お

よ
び
そ
の
ア
ヅ
マ
を
冠
し
た
国
造
の
任
命
を
連
鎖
的
に
思
い
出
す
こ
と
に
な

る）
22
（

。

す
な
わ
ち
、「
さ
ね
さ
し
」
歌
謡
の
「
叙
情
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
、
火
難
・
水

難
伝
承
、
ア
ヅ
マ
の
命
名
、
お
よ
び
ア
ヅ
マ
の
名
を
負
う
国
造
の
任
命
、
と
い
う

散
文
脈
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
王
化
の
要
素
を
、
一
連
の
も
の
と
し
て
享
受
者
に
認

識
さ
せ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
編
者
の
段
階
で
は
そ
の
よ
う
に
説
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
入
水

に
際
し
て
う
た
わ
れ
る
こ
の
歌
が
、
火
難
に
際
し
て
気
遣
っ
て
く
れ
た
夫
へ
の
愛

と
感
謝
を
内
容
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
段
が
直
接
火
難
の
話
と
結
び
つ
く
。

そ
し
て
、
こ
の
絶
唱
と
呼
応
す
る
形
で
、
弟
橘
比
売
命
を
偲
ん
で
倭
建
命
が
「
あ

づ
ま
は
や
」
と
嘆
く
場
面
が
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
編
者
の
意
図
と
し
て
、
前
後

と
つ
な
げ
る
た
め
に
意
図
的
に
こ
の
歌
謡
が
置
か
れ
た
と
み
て
よ
い
。

だ
が
、
享
受
者
の
段
階
で
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
津
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
弟
橘
比
売
命
は
唐
突
に
現
れ
、
あ
と
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
た
め
か
、
物
語

の
続
き
具
合
が
少
し
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
火
難
の
場
面
を
思
い
出
さ
せ
る
に

し
て
も
、
こ
の
歌
謡
が
国
造
征
伐
や
、
ア
ヅ
マ
の
名
を
負
う
国
造
の
任
命
と
い
っ

た
東
国
王
化
の
要
素
を
享
受
者
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
歌
の
力
と
い

う
観
点
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
、
享
受
者
は
歌
に
込
め
ら
れ
た
夫
婦
の
情
愛
に
感

動
し
、
そ
の
余
韻
に
浸
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
４
）
弟
橘
比
売
命
の
発
語
に
焦
点
を
あ
て
た
考
察

『
古
事
記
』
倭
建
命
の
系
譜
記
事
に
お
い
て
、「
入
海
弟
橘
比
売
命
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
田
中
智
樹
氏
は
、
ど
う
し
て
「
入
海
」
と
冠
せ
ら
れ
る
の
か
を
問
題
に

し
て
、
そ
れ
を
解
く
に
あ
た
っ
て
当
段
に
お
け
る
弟
橘
比
売
命
が
発
し
た
言
葉
に

注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
妾
、
御
子
に
易
り
て
、
海
の
中
に
入
ら
む
。
御
子
は
、

遣
さ
え
し
政
を
遂
げ
、
覆
奏
す
べ
し
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
、「
御
子
」
に
つ
い
て
、「
倭
建
命
が
天
皇
の
名
代
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に

認
識
さ
せ
る
語
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
后
の
言
葉
の
中
に
用
い
て
い
る）
23
（

」
と
し
、
次
に

「
政
」
に
つ
い
て
は
、「
天
皇
或
い
は
神
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
行

動
を
表
現
す
る
文
字
で
あ
り
、
当
該
本
文
の
『
政
』
も
倭
建
命
の
征
討
が
景
行
天

皇
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る）
24
（

」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
覆
奏
」
に
つ
い
て
は
、
用
例
の
検
討
か
ら
「
天
照
大

御
神
や
天
皇
の
命
令
は
『
覆
（
復
）
奏
』
さ
れ
る
こ
と
で
完
結
し
、逆
に
『
覆
（
復
）

奏
』
が
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
命
令
は
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る）
25
（

」
と
説
明

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

弟
橘
比
売
命
の
発
語
は
景
行
天
皇
と
倭
建
命
の
関
係
が
「
天
皇
―
皇
子
」

と
い
う
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
景
行
天
皇
が
征
討
伝
承
の
中
心
で
あ

る
こ
と
を
表
現
し
て
お
り
、
弟
橘
比
売
命
の
存
在
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
弟
橘
比
売
命
の
役
割
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
世
界
を
描
こ
う
と

す
る
『
古
事
記
』
に
あ
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
結
果
で
あ
る
弟
橘

比
売
命
の
走
水
入
水
は
讃
え
ら
れ
る
べ
き
功
績
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
の
倭
建
命
征
討
伝
承
に
お
け
る
景
行
天
皇
の
存

在
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
物
語
の
表
面
的
な
読
解
に
他
な
ら
ず
、

編
者
は
弟
橘
比
売
命
の
発
語
に
よ
っ
て
倭
建
命
の
全
て
の
行
動
は
天
皇
の
命

令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る）
26
（

。

と
述
べ
、「『
古
事
記
』
に
お
け
る
弟
橘
比
売
命
の
入
水
は
、
天
皇
の
『
御
子
』
の

后
と
し
て
の
行
動
で
あ
り
、『
天
皇
―
御
子
』
を
明
示
し
、
皇
命
の
絶
対
性
を
説

く
た
め
に
構
想
さ
れ
た
物
語
と
考
え
ら
れ
る）
27
（

」と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、「
入
海
」

と
い
う
表
現
は
「
天
皇
家
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
る
べ
き
弟
橘
比
売
命
の
功
績
が
そ

の
名
に
冠
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う）
28
（

」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弟
橘
比
売

命
の
発
語
を
重
視
す
る
と
、
本
段
は
天
皇
の
命
令
の
絶
対
性
を
説
く
た
め
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
弟
橘
比
売
命
の
歌
謡
に
焦
点
を
当
て
る
場
合
と
、
弟
橘
比
売

命
の
発
語
に
焦
点
を
当
て
る
場
合
と
で
は
、
内
容
の
捉
え
方
に
大
き
な
差
が
生
じ

て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
。

四

　話
の
形
成
に
関
す
る
研
究

　（１
）
当
段
の
形
成
に
関
す
る
考
察

①
こ
の
話
が
東
征
譚
に
付
加
さ
れ
た
と
す
る
考
察

当
段
の
話
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
を
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る
。
当
段

は
、倭
建
命
の
物
語
に
新
た
に
加
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

『
古
事
記
』
の
倭
建
命
東
征
譚
は
、
あ
る
段
階
で
改
変
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
津
田
左
右
吉
氏
は
、

走
水
に
至
つ
て
忽
然
と
し
て
現
は
れ
た
タ
チ
バ
ナ
姫
の
物
語
は
、
後
か
ら

新
に
作
り
添
へ
ら
れ
た
も
の
か
、
又
は
他
の
物
語
と
は
無
関
係
な
別
の
主
題

の
説
話
が
あ
つ
て
そ
れ
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
、
何
れ
か
で
あ
る
ら
し

く
、
そ
れ
は
、
命
の
出
発
の
際
に
も
伊
勢
に
於
い
て
も
妃
と
し
て
姫
の
伴
は

れ
た
や
う
な
様
子
が
少
し
も
見
え
ず
、
特
に
ミ
ヤ
ズ
姫
の
物
語
は
此
の
姫
の

伴
は
れ
た
こ
と
と
は
調
和
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
其
の
作
り
添
へ
か
た
結
び
つ
け
か
た
が
甚
だ
機
械
的
で
あ
る）
29
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
弟
橘
比
売
命
が
唐
突
に
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
東
征
譚

に
お
い
て
弟
橘
比
売
命
が
后
と
し
て
伴
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
え
な
い
こ
と
や
、

伴
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
当
段
の
前
に
位
置
す
る
美
夜
受
比
売
と
の
結
婚
の
話
と

調
和
性
が
取
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
機
械
的
に
つ
け
加
わ
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、「
詩
人
」
の
よ
う
な
創
作
者
が
関
与
し
た
と
す
る
と
、
弟
橘

比
売
命
を
前
段
に
位
置
す
る
野
火
の
難
の
話
に
登
場
さ
せ
、
物
語
に
融
合
さ
せ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
創
作
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
が
伝
説
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
と

か
ら
加
わ
っ
た
話
が
主
た
る
話
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
み
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
、
倭
建
命
の
一
連
の
物
語
が
一
つ
の
伝
説
と
し
て
存
在
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
。

当
段
は
、
東
征
譚
に
あ
と
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
ま

た
、
創
作
者
の
関
与
は
な
く
、
一
つ
の
伝
説
を
基
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
要
は
、
東
征
譚
が
編
纂
さ
れ
る
時
に
、
あ
る
段
階
で
こ
の
段
が
挿

入
さ
れ
た
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
そ
の
裏
付
け
と
な
っ
た
の
は
、
弟
橘
比
売
命

の
唐
突
な
現
れ
方
と
、
当
段
が
前
後
と
調
和
性
に
欠
け
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
指
摘
は
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
当
段
に
み
ら
れ
る
歌
謡
に
よ
り
、
野

火
の
難
の
段
と
結
び
つ
く
が
、
全
体
か
ら
す
る
と
物
語
上
の
融
合
性
に
少
し
欠
け

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

②
民
間
伝
承
が
宮
廷
伝
承
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
考
察

こ
の
話
は
も
と
も
と
在
地
の
民
間
伝
承
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
中
央
の
宮
廷
伝
承
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に
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
、
こ
の
段
が
で
き
あ
が
っ
た
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
和

田
萃
氏
は
、
こ
の
話
が
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
る
契
機
と
し
て
安
閑
天
皇
の
時
代
に

成
立
し
た
と
さ
れ
る
武
蔵
国
の
「
橘
花
屯
倉
」
の
存
在
を
あ
げ
る
。

聖
な
る
樹
木
、
橘
を
そ
の
名
に
含
む
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
、
海
神
に
捧

げ
ら
れ
た
と
の
説
話
は
、
も
と
も
と
、
南
武
蔵
地
方
の
沿
岸
部
で
語
ら
れ
て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
説
話
が
、
大
和
の
勇
者
で
、
死
を
予

感
し
な
が
ら
東
征
に
赴
い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
物

語
を
よ
り
一
層
悲
劇
的
に
彩
る
女
性
と
し
て
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
配
さ

れ
た
。
そ
の
契
機
と
し
て
、
南
武
蔵
に
お
け
る
橘
花
屯
倉
の
成
立
が
あ
げ
ら

れ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
こ
の
橘
花
屯
倉
出
身
の
美
し
い
オ
ト
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
走
水
の
海
に
入
水
し
て
果
て
た
と
の
話
が
、
大

和
王
権
に
よ
る
橘
花
屯
倉
の
設
定
の
結
果
、
大
和
に
伝
わ
り
、
後
に
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
の
想
定
は
、
さ
ほ
ど
無
理
な
も
の
で

は
あ
る
ま
い）
30
（

。

す
な
わ
ち
、
弟
橘
比
売
命
の
話
は
、
も
と
も
と
南
武
蔵
地
方
沿
岸
部
で
語
ら
れ

て
い
た
が
、
橘
花
屯
倉
の
成
立
を
契
機
と
し
て
大
和
に
伝
わ
り
、
後
に
倭
建
命
の

物
語
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
推
測
で
あ
る）
31
（

。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
こ
の
話
が

倭
建
命
の
話
と
結
び
つ
い
た
の
は
、安
閑
天
皇
の
時
代
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
大
和
に
伝
わ
っ
た
こ
の
話
が
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
倭
建
命
の
話
と
結

び
つ
け
ら
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
和
田
氏
は
、穂
積
氏
だ
と
推
測
し
て
い
る
。

在
地
の
民
間
伝
承
か
ら
中
央
の
宮
廷
伝
承
へ
と
い
う
流
れ
を
想
定
し
て
、
こ
の

話
が
中
央
へ
運
ば
れ
た
き
っ
か
け
と
し
て
武
蔵
国
の
橘
花
屯
倉
の
成
立
を
あ
げ

る
。『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
元
年
（
五
三
四
）
の
記
事
に
、
武
蔵
国
の
国
造
の

地
位
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
起
こ
り
、
朝
廷
の
裁
定
に
よ
っ
て
笠
原
直
使
主
が
国
造

と
な
り
、
天
皇
の
た
め
に
四
つ
の
屯
倉
を
設
置
し
た
と
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

が
橘
花
屯
倉
だ
っ
た
。
和
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
橘
花
屯
倉
の
想
定
地

と
当
段
の
舞
台
と
な
っ
た
「
走
水
海
」
と
は
少
し
離
れ
て
い
る
が
、
武
蔵
国
の
女

性
が
相
模
国
の
走
水
の
海
で
入
水
し
た
と
い
う
話
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
た
だ
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
御
浦
郡
」
と
朝
廷
と
は
密
接
な
関
わ
り

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、走
水
の
海
に
面
し
た
御
浦
郡
と
朝
廷
と
の
関
係
性
か
ら
、

ま
ず
は
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
穂
積
氏
の
関
与
は
、『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
時
に
想
定
で
き
て
も
、『
古
事
記
』
で
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

弟
橘
比
売
命
の
出
自
が
示
さ
れ
な
い
の
は
、
倭
建
命
の
系
譜
記
事
で
も
「
入
海
弟

橘
比
売
命
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
一
貫
し
て
い
る
。

③
「
習
俗
か
ら
文
学
へ
」
と
昇
華
し
て
成
立
し
た
と
す
る
考
察

こ
の
よ
う
に
当
段
が
倭
建
命
の
東
征
譚
に
初
め
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と

す
る
と
、
い
っ
た
ん
東
征
譚
と
は
切
り
離
し
て
こ
の
話
独
自
の
形
成
過
程
を
論
じ

る
必
要
が
出
て
く
る
。

守
屋
俊
彦
氏
は
、
ま
ず
、
櫛
を
納
め
て
墓
を
造
っ
た
と
あ
る
点
に
注
目
し
、
櫛

が
弟
橘
比
売
命
の
象
徴
だ
と
捉
え
、
櫛
が
巫
女
で
あ
る
こ
と
の
標
示
に
な
っ
て
い

る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
櫛
を
持
っ
て
い
た
弟
橘
比
売
命
は
も
と
も
と
巫
女
だ
っ

た
。
し
か
も
、
橘
を
名
に
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
橘
に
依
り
つ
く
神
、
す
な
わ

ち
海
の
神
に
仕
え
る
巫
女
だ
っ
た
。
ま
た
、
火
遠
理
命
と
豊
玉
毘
売
命
と
の
聖
婚

の
場
面
と
同
様
に
、
渡
り
の
神
の
も
と
へ
赴
く
際
に
敷
物
を
敷
く
こ
と
か
ら
、
海

の
神
と
聖
婚
す
る
巫
女
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
海
の
神
と
の
結
婚
の
結
果
、
そ
の
神

が
持
つ
「
魚
を
召
集
し
、
魚
に
命
令
す
る
能
力
」
と
、「
潮
の
干
満
を
自
由
に
調

節
す
る
能
力
」
と
を
得
た
と
推
測
す
る）
32
（

。
こ
の
考
え
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
な
筋

道
で
こ
の
話
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。

第
一
に
、
呪
儀
の
段
階
を
想
定
す
る
。「
こ
の
物
語
の
一
番
の
下
地
に
は
、
こ

う
し
た
巫
女
に
よ
る
、
海
を
自
由
に
支
配
し
、
安
全
に
航
行
す
る
た
め
の
呪
儀
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ

る）
33
（

。第
二
に
、
習
俗
の
段
階
を
想
定
す
る
。
当
段
で
は
、
弟
橘
比
売
命
は
献
身
を
行

う
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
呪
儀
の
段
階
を
第
一
段
階
と
す
る
と
、
次
の
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献
身
の
段
階
へ
は
少
し
距
離
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
間
に
習
俗
の
段
階
を
挟
む

と
、
無
理
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
説
く
。

そ
れ
に
し
て
も
、
呪
儀
と
献
身
と
い
う
の
で
は
、
同
じ
よ
う
に
海
と
女
性

に
ま
つ
わ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
間
に
幾
ら
か
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
な

気
が
す
る
の
で
あ
る
。
呪
儀
は
巫
女
に
と
っ
て
は
仕
事
で
あ
る
。
仕
事
が
献

身
に
ま
で
高
ま
る
に
は
、
そ
の
間
に
今
一
つ
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
よ
う
な
も

の
を
置
い
て
み
た
方
が
よ
い
。
そ
の
一
つ
に
人
身
投
供
の
習
俗
が
あ
る
。
海

が
荒
れ
た
時
、
そ
れ
を
海
の
神
の
怒
り
と
受
け
と
り
、
和
め
る
手
段
と
し
て
、

人
身
を
海
中
に
投
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）
34
（

。

こ
の
「
人
身
投
供
」
は
、
大
場
磐
雄
氏
の
論
に
よ
る
。
大
場
氏
は
、
水
霊
の
信

仰
に
関
し
て
、「
井
泉
池
沼
湖
川
等
の
ご
と
き
比
較
的
小
規
模
な
自
然
現
象
と
、

海
洋
大
河
の
ご
と
き
大
規
模
な
も
の
」
と
の
二
つ
に
場
合
分
け
し
て
、前
者
は
「
飲

料
や
灌
漑
用
等
の
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
の
恩
恵
を
中
心
と
し
た
信
仰
」
で
あ

り
、
後
者
は
「
も
っ
ぱ
ら
舟
行
に
よ
る
航
路
安
全
が
お
も
な
目
的
で
あ
る）
35
（

」
と
す

る
。
そ
し
て
、
航
海
の
安
全
を
図
る
に
は
海
原
の
神
を
奉
斎
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
方
法
と
し
て
、「
海
神
は
海
原
を
大う

し

は
人
佩
き
ま
す
ゆ
え
、
神
霊
に
奉
献
す
る

の
は
直
接
海
中
に
投
入
す
る
こ
と
が
最
も
当
を
得
て
い
た
と
す
べ
き
」だ
と
し
て
、

「
投
供
」
が
行
わ
れ
た）
36
（

。
そ
の
内
容
は
、「
金
物
」、「
金
物
以
外
の
器
物
」
の
ほ
か
、

「
人
そ
れ
自
身
」を
海
中
に
投
供
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、人
身
献
供
の
例
と
し
て
、

『
和
歌
童
蒙
抄
』
三
に
引
く
「
う
ち
あ
げ
の
浜
」
な
ど
を
あ
げ
て
、

那
古
若
な
る
女
人
を
海
神
に
投
供
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
で

何
び
と
も
た
だ
ち
に
想
起
せ
ら
れ
る
の
は
倭
建
命
の
后
弟
橘
比
売
の
物
語
で

あ
ろ
う
。（
中
略
）
た
だ
し
こ
れ
ら
の
物
語
が
は
た
し
て
事
実
な
り
や
否
や

は
別
な
問
題
で
あ
り
、
自
分
は
わ
が
上
代
人
の
間
に
、
人
身
が
海
神
献
供
の

対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
知
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る）
37
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
大
場
氏
は「
上
代
祭
祀
に
お
け
る
神
霊
へ
の
献
供
型
式
の
一
」

と
し
て
、「
投
供
」
と
い
う
形
式
を
設
定
し
、
海
神
へ
の
奉
斎
方
法
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
海
神
投
供
」「
海
神
献
供
」
な
ど
と
い
う
用
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
弟
橘
比
売
命
の
入
水
譚
を
人
身
の
海
神
献
供
の
一
例
と
し
て
あ
げ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
話
が
事
実
か
ど
う
か
は
「
別
な
問
題
」
だ
と
注
意
を
促
し
、

上
代
の
人
々
が
人
を
海
神
献
供
の
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
れ

ば
よ
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
は
、
物
語
に
み
ら
れ
る
海
神
へ
の
人
身
献
供
に

対
し
て
、
直
ち
に
歴
史
的
事
実
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
古
代
の
人
々

の
考
え
方
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。

第
三
に
、
文
学
の
段
階
を
想
定
す
る
。「
習
俗
か
ら
文
学
へ
」
と
昇
華
し
た
と

考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
守
屋
氏
は
、
投
供
さ
れ
る
女
性
に
自
ら
の
意
志
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
重
視
し
、
弟
橘
比
売
命
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て

入
水
し
て
い
る
と
指
摘
し
、「
犠
牲
と
献
身
、
―
こ
の
二
つ
は
よ
く
似
た
行
為
で

は
あ
る
が
、
自
ら
の
意
志
が
あ
る
か
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
相
違

が
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
当
時
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
、
女

人
投
供
と
い
う
習
俗
の
中
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
に
、
自
ら
の
意
志
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る）
38
（

。
弟
橘
比
売
命
の
行
為
は
、
意
志
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
犠
牲
で
は
な

く
、献
身
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
献
身
」
の
段
階
を
「
文
学
」
の
段
階
と
し
、「
呪

儀
か
ら
習
俗
へ
、
習
俗
か
ら
文
学
へ
と
昇
華
し
た
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
話
の
形
成
を
発
展
段
階
的
に
読
み
取
ろ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
物
語
を
作
っ
て
伝
承
し
、
倭
建
命
の
東
征
譚
の
中
に
入
れ
た
の
は
、「
穂

積
氏
」
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
守
屋
氏
の
論
は
、
文
学
が
い
か
に
生
成
す
る
の
か
を
問
題
に
据

え
て
、
当
段
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
考
察
だ
と
い
え
る
。
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五

　ま
と
め

　『古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
を
対
象
に
し
た
研
究
を
整
理
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

　
１

　
話
の
背
景
に
関
す
る
研
究

　
　
　（
１
）
登
場
人
物
に
関
す
る
考
察

　
　
　
　
　
　
①
弟
橘
比
売
命
の
位
置

　
　
　
　
　
　
②
弟
橘
比
売
命
の
出
自

　
　
　
　
　
　
③
弟
橘
比
売
命
の
性
格

　
　
　（
２
）
場
所
に
関
す
る
考
察

　
２

　
話
の
内
容
に
関
す
る
研
究

　
　
　（
１
）
物
語
全
体
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
考
察

　
　
　（
２
）
類
話
と
の
比
較
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
考
察

　
　
　（
３
）
弟
橘
比
売
命
の
歌
謡
に
焦
点
を
あ
て
た
考
察

　
　
　（
４
）
弟
橘
比
売
命
の
発
語
に
焦
点
を
あ
て
た
考
察

　
３
　
話
の
形
成
に
関
す
る
研
究

　
　
　（
１
）
当
段
の
形
成
に
関
す
る
考
察

　
　
　
　
　
　
①
こ
の
話
が
東
征
譚
に
付
加
さ
れ
た
と
す
る
考
察

　
　
　
　
　
　
②
民
間
伝
承
が
宮
廷
伝
承
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
考
察

　
　
　
　
　
　
③
「
習
俗
か
ら
文
学
へ
」
と
昇
華
し
て
成
立
し
た
と
す
る
考
察

以
上
の
よ
う
に
、
本
段
の
先
行
研
究
は
話
の
背
景
、
内
容
、
形
成
に
関
す
る
も

の
に
大
別
で
き
る
。

背
景
や
形
成
に
関
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て
き
た
。
背
景
に
関
し
て

は
、
先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
三
浦
半
島
の
古
東
海
道
沿
い
に
、
当
地
域
と
朝
廷

と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
示
す
前
方
後
円
墳
で
あ
る
「
長
柄
・
桜
山
古
墳
」
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
再
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
、
武
蔵
国
橘
樹
郡

や
橘
花
屯
倉
の
存
在
か
ら
、
こ
の
話
の
も
と
も
と
の
所
在
地
や
中
央
に
も
た
ら
さ

れ
た
経
緯
が
説
か
れ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
走
水
の
海
を
控
え
た
「
御
浦
郡
」
と
朝

廷
と
の
結
び
つ
き
に
重
点
を
置
い
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
文
脈
に
即
し
て
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
て
、
と
く
に
弟
橘
比
売
命
の
発
語
と
歌
謡
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

発
語
に
重
き
を
置
く
と
、
皇
命
の
絶
対
性
を
主
題
に
す
る
と
さ
れ
、
歌
謡
に
重
き

を
置
く
と
、
夫
へ
の
献
身
を
主
題
に
す
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
段
の
主

題
に
関
し
て
、
説
が
分
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
は
、
内
容
に
関
し

て
、
総
合
的
に
把
握
す
る
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

今
回
は
、
近
代
に
お
け
る
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
の
受
容
に
関
す
る
研
究
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
国
定
教
科
書
へ
の
取
り
入
れ
ら
れ
方
や
、
図
像
と
し

て
の
描
か
れ
方
な
ど
で
あ
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

注
（
１
）『
古
事
記
』、
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
２
）
拙
稿
「『
古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
の
一
考
察
」「
伝
承
文
化
研
究
」
第
九
号

　
二
〇
一
〇
年

七
月

（
３
）
上
田
正
昭
『
日
本
武
尊
』　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
〇
年
　
一
五
二
頁

（
４
）
吉
井
巌
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
二
　
塙
書
房
　
一
九
七
六
年
　
三
四
九
頁

（
５
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻

　
平
凡
社

　
一
九
八
八
年

　
三
一
七
・
三
一
八
頁

（
６
）
拙
稿
「『
常
陸
国
風
土
記
』
倭
武
天
皇
と
大
橘
比
売
命
伝
承
考
」「
目
白
大
学
文
学
・
言
語
学
研
究
」

第
一
号
　
二
〇
〇
五
年
一
月
　
四
頁

（
７
）
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
六
巻
・
中
巻
篇
（
下
）　
三
省
堂
　
一
九
七
九
年
　
一
六
六
頁

（
８
）
山
上
伊
豆
母
『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』　
雄
山
閣
　
一
九
八
五
年
　
一
六
八
・
一
六
九
頁

（
９
）
注
（
３
）
に
同
じ
。
一
五
一
頁

（
10
）
土
屋
尚
「
弟
橘
媛
考
」「
國
學
院
雑
誌
」
第
六
六
巻
第
四
号
　
一
九
六
五
年
四
月
　
三
五
頁

（
11
）
守
屋
俊
彦
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
序
説
』　
和
泉
書
院

　
一
九
八
八
年

　
一
五
八
頁
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和
田
萃
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
中

　
塙
書
房

　
一
九
九
五
年

　
二
八
六
頁

（
12
）
吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』　
学
生
社
　
一
九
七
七
年
　
一
二
一
頁

（
13
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
三
四
九
頁

（
14
）
注
（
12
）
に
同
じ
。
一
二
五
頁

（
15
）
注
（
12
）
に
同
じ
。
一
二
五
頁

（
16
）
注
（
２
）
に
同
じ
。
五
九
・
六
〇
頁

長
柄
・
桜
山
古
墳
群
に
関
し
て
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
九
年
二
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
藤
沢
市
教
育

委
員
会
生
涯
学
習
課
博
物
館
準
備
担
当
主
催
・
歴
史
講
演
会
「
相
模
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
話
を
め

ぐ
っ
て
」
に
講
師
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
際
に
、
講
師
の
お
一
人
で
も
あ
っ
た
荒
井
秀
規
氏
よ

り
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
注
（
２
）
の
論
文
は
そ
れ
を
受
け
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
17
）
中
西
進
『
古
事
記
を
よ
む
３
　
大
和
の
大
王
た
ち
』　
角
川
書
店
　
一
九
八
六
年
　
一
六
九
頁

（
18
）
注
（
17
）
に
同
じ
。
一
七
七
頁

（
19
）
大
脇
由
紀
子
『
古
事
記
説
話
形
成
の
研
究
』　
お
う
ふ
う
　
二
〇
〇
四
年
　
九
一
頁

（
20
）
青
木
生
子
『
青
木
生
子
著
作
集
』
第
八
巻
　
女
流
歌
人
篇
　
お
う
ふ
う
　
一
九
九
八
年
　
二
六
頁

（
21
）
小
村
宏
史
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
―
『
さ
ね
さ
し
』
歌
謡
に
導
か
れ
る
王
化
の
要
素
―
」「
古
事

記
年
報
」
五
一
　
二
〇
〇
九
年
一
月
　
四
五
・
四
六
頁

（
22
）
注
（
21
）
に
同
じ
。
四
六
頁

（
23
）
田
中
智
樹
「
倭
建
命
系
譜
考
―
系
譜
に
記
さ
れ
た
『
入
海
』
の
意
義
―
」「
古
事
記
年
報
」
四
五

　

二
〇
〇
三
年
一
月
　
二
四
頁

（
24
）
注
（
23
）
に
同
じ
。
二
五
・
二
六
頁

（
25
）
注
（
23
）
に
同
じ
。
二
七
頁

（
26
）
注
（
23
）
に
同
じ
。
二
九
頁

（
27
）
注
（
23
）
に
同
じ
。
二
九
頁

（
28
）
注
（
23
）
に
同
じ
。
三
〇
頁

（
29
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
〇
年
　
四
五
三
・
四
五
四
頁

（
30
）
注
（
11
）
和
田
に
同
じ
。
二
八
四
頁

（
31
）
前
川
明
久
氏
は
、「
こ
の
伝
承
は
六
世
紀
前
半
ま
た
は
中
葉
に
お
い
て
橘
花
屯
倉
か
ら
の
貢
進
を
通

し
て
物
部
氏
を
介
し
大
和
の
宮
廷
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
説
く
（「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
東
征

伝
説
の
一
考
案
―
弟
橘
媛
入
水
説
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」「
日
本
歴
史
」
第
三
三
七
号
　

一
九
七
六
年
六
月
　
三
〇
頁
）。

（
32
）
注
（
11
）
守
屋
に
同
じ
。
一
四
四
・
一
四
五
頁

（
33
）
注
（
11
）
守
屋
に
同
じ
。
一
五
二
頁

（
34
）
注
（
11
）
守
屋
に
同
じ
。
一
五
二
頁

（
35
）
大
場
磐
雄
『
祭
祀
遺
跡
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』　
角
川
書
店

　
一
九
七
〇
年

　
四
〇
五
頁

（
36
）
注
（
35
）
に
同
じ
。
四
〇
六
・
四
〇
七
頁

（
37
）
注
（
35
）
に
同
じ
。
四
〇
九
頁

（
38
）
注
（
11
）
守
屋
に
同
じ
。
一
五
四
頁

参
考
文
献

津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
上

　
岩
波
書
店

　
一
九
四
八
年

津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
〇
年

上
田
正
昭
『
日
本
武
尊
』　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
〇
年

相
磯
貞
三
『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』　
有
精
堂
出
版
　
一
九
六
二
年

今
井
福
治
郎
『
房
総
の
祭
』　
桜
楓
社
　
一
九
六
五
年

徳
光
久
也
『
古
事
記
の
批
評
的
研
究
』　
北
海
出
版

　
一
九
六
六
年

大
場
磐
雄
『
祭
祀
遺
跡
ー
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
ー
』　
角
川
書
店

　
一
九
七
〇
年

吉
井
巌
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
二
　
塙
書
房
　
一
九
七
六
年

吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』　
学
生
社
　
一
九
七
七
年

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
六
巻
・
中
巻
篇
（
下
）　
三
省
堂
　
一
九
七
九
年

山
上
伊
豆
母
『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』　
雄
山
閣

　
一
九
八
五
年

中
西
進
『
古
事
記
を
よ
む
３

　
大
和
の
大
王
た
ち
』　
角
川
書
店

　
一
九
八
六
年

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
　
平
凡
社
　
一
九
八
八
年

守
屋
俊
彦
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
序
説
』　
和
泉
書
院
　
一
九
八
八
年

和
田
萃
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
中

　
塙
書
房

　
一
九
九
五
年
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青
木
生
子
『
青
木
生
子
著
作
集
』
第
八
巻
　
女
流
歌
人
篇
　
お
う
ふ
う
　
一
九
九
八
年

平
塚
市
博
物
館
編
・
発
行
『
相
模
国
の
古
墳
―
相
模
川
流
域
の
古
墳
時
代
―
』　
二
〇
〇
一
年

大
脇
由
紀
子
『
古
事
記
説
話
形
成
の
研
究
』　
お
う
ふ
う

　
二
〇
〇
四
年

岡
崎
義
惠
「
教
材
と
し
て
の
古
典
文
学

　『
弟
橘
媛
』
に
つ
い
て
」「
文
学
」
第
七
巻
第
二
号

　

一
九
三
九
年
二
月

土
屋
尚
「
弟
橘
媛
考
」「
國
學
院
雑
誌
」
第
六
六
巻
第
四
号
　
一
九
六
五
年
四
月

志
田
諄
一
「
穂
積
氏
の
伝
承
に
つ
い
て
」「
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
紀
要
」
第
六
号
　
一
九
七
三
年
三
月

前
川
明
久
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
東
征
伝
説
の
一
考
察
―
弟
橘
媛
入
水
説
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」「
日

本
歴
史
」
第
三
三
七
号
　
一
九
七
六
年
六
月

高
橋
辰
久
「
弟
橘
媛
に
つ
い
て
」「
文
学
研
究
」
第
六
八
号
　
一
九
八
八
年
一
二
月

田
中
智
樹
「
倭
建
命
系
譜
考
―
系
譜
に
記
さ
れ
た
『
入
海
』
の
意
義
―
」「
古
事
記
年
報
」
四
五
　

二
〇
〇
三
年
一
月

拙
稿
「『
常
陸
国
風
土
記
』
倭
武
天
皇
と
大
橘
比
売
命
伝
承
考
」「
目
白
大
学
文
学
・
言
語
学
研
究
」
第

一
号

　
二
〇
〇
五
年
一
月

田
中
千
晶
「
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
祈
り
―
〝
入
水
の
図
〞
の
誕
生
と
変
容
―
」「
甲
南
女
子
大
学
研

究
紀
要
」
第
四
四
号
　
文
学
･
文
化
編
　
二
〇
〇
八
年
三
月

小
村
宏
史
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
―
『
さ
ね
さ
し
』
歌
謡
に
導
か
れ
る
王
化
の
要
素
―
」「
古
事
記

年
報
」
五
一
　
二
〇
〇
九
年
一
月

拙
稿
「『
古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
の
一
考
察
」「
伝
承
文
化
研
究
」
第
九
号
　
二
〇
一
〇
年
七
月

小
林
真
美
「
地
に
沈
む
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
銅
像
（「
佐
渡
丸
遭
難
記
念
碑
」）
と
受
容
者
・
飯
塚
羚
児

―
『
東
京
消
失
』
か
ら
、
走
水
神
社
、
旧
海
軍
司
令
部
壕
へ
―
」「
國
学
院
雑
誌
」
第

一
一
二
巻
第
一
一
号
　
二
〇
一
一
年
一
一
月

付
記

本
稿
は
、
拙
稿
「『
古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
再
考
」（「
弘
学
大
語
文
」
第
四
四
号

　
二
〇
一
八

年
三
月
発
行
予
定
）
の
前
段
に
あ
た
る
。
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
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