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○
猪し
し

石い
し

意お

宇う

郡ぐ
ん

、
宍し
ん

道じ

村む
ら

ニ
二に

石せ
き

ア
リ
。
一い
つ

ハ
長な
が

サ
二に

丈じ
よ
う

七し
ち

尺し
や
く、
高た
か

サ
一い
ち

丈じ
よ
う、
周
し
ゆ
う

回か
い

五ご

丈じ
よ
う

七し
ち

尺し
や
くニ
シ
テ
、
一い
つ

ハ
長な
が

サ
二に

丈じ
よ
う

五ご

尺し
や
く、
高た
か

サ
八は
ち

尺し
や
く、

周し
ゆ
う

回か
い

四し

丈じ
よ
う

一い
ち

尺し
や
くナ
リ
。
神し
ん

代だ
い

、
大お
お

己な

貴む
ち
の

命み
こ
と

獵か

リ
セ
ン
ト
欲ほ
つ

シ
、
野の

ニ
出い

テで

ゝ
、
猪し
し

ヲ
逐お

フう

。
其そ
の

猪し
し

走は
し

リ
逃に

ケげ

、
佐さ

為い

谷だ
に

ニ
至い
た

リ
、
化か

シ

テ
石い

し

ト
為な

ル
。
是こ

レ
即す
な
わチ
其そ
の

石い
し

ナ
リ
。
形か
た

チ
絶
は
な
は

タだ

類る
い

似じ

ス
。
村そ
ん

名め
い

ヲ
宍し
ん

道じ

ト
曰い

フ
ハ
、
ソ
レ
コ
レ
ニ
由よ

ル
カ
。

【
訳
】
意
宇
郡
、
宍
道
村
に
二
つ
の
巨
石
が
あ
る
。
一
方
は
、
長
さ
が
二
丈
七
尺
（
約
八
・
二
米
）、
高
さ
が
一
丈
（
約
三
・
〇
米
）、
ぐ
る
り

が
五
丈
七
尺
（
約
十
七
・
二
米
）。
も
う
一
方
は
、
長
さ
が
二
丈
五
尺
（
約
七
・
六
米
）、
高
さ
が
八
尺
（
約
二
・
四
米
）、
ぐ
る
り
が
四
丈
一
尺

（
約
十
二
・
四
米
）
で
あ
る
。
神
々
が
い
た
古
代
、
オ
オ
ナ
ム
チ
（
大
国
主
命
）
が
狩
猟
を
し
よ
う
と
し
て
、
原
野
に
出
陣
し
て
、
い
の
し
し

を
追
跡
し
た
。
そ
の
い
の
し
し
は
走
っ
て
逃
げ
て
、
佐
為
谷
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
石
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
猪
石
で
あ
る
。

そ
の
形
は
確
か
に
非
常
に
い
の
し
し
に
似
て
い
る
。
村
の
名
前
が
宍
道
＝
い
の
し
し
が
通
っ
た
道
と
い
う
の
も
、
こ
の
猪
石
の
故
事
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
注
】
猪
石
―
『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
・
宍
道
郷
「
宍
道
郷
。
郡
家
の
正
西
卅
七
里
な
り
。
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
の
追
い
給
い

し
猪
の
像
、
南
の
山
に
二
つ
有
り
。（
一
は
長
さ
二
丈
七
尺
、
高
さ
一
丈
、
周
り
五
丈
七
尺
。
一
は
長
さ
二
丈
五
尺
、
高
さ
八
尺
、
周
り
四

丈
一
尺
。）
猪
を
追
う
犬
の
像
。（
長
さ
一
丈
、
高
さ
四
尺
、
周
り
一
丈
九
尺
。）
其
の
形
は
石
と
為
り
て
、
猪
と
犬
と
に
異
な
る
無
し
。
今

に
至
る
ま
で
猶
お
在
り
。
故
に
宍
道
と
云
う
」。
本
文
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
襲
っ
て
い
る
。
数
値
に
至
っ
て
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

猪
石
が
現
在
の
ど
こ
に
当
た
る
か
は
、
石
宮
神
社
（
犬
石
の
項
に
詳
述
）
入
り
口
の
巨
石
や
女
夫
岩
（
め
お
と
い
わ
）
遺
跡
等
の
説
が
あ
る

が
、
挿
絵
の
猪
石
図
か
ら
見
て
、
本
書
で
は
、
女
夫
岩
遺
跡
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
女
夫
岩
遺
跡
は
、
通
称
「
し
し
い
わ
さ
ん
」。

二
つ
の
石
か
ら
な
る
、
古
代
巨
石
信
仰
の
あ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（『
宍
道
・
女
夫
岩
遺
跡
』
一
九
九
九
年　

島
根
県
教
育
委
員
会
・
宍



二

道
町
教
育
委
員
会
発
行　

参
照
）
た
だ
、
現
在
の
所
在
地
は
松
江
市
宍
道
町
白
石
で
あ
り
、
明
治
初
め
は
、
石
宮
神
社
と
同
じ
く
白
石
村
に

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
白
石
村
経
由
で
は
な
く
、宍
道
村
（
当
時
）
経
由
で
行
く
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
混
乱
し
た
の
か
、あ
る
い
は
、

ど
う
し
て
も
『
風
土
記
』
の
宍
道
郷
と
一
致
さ
せ
て
、
宍
道
の
地
名
由
来
伝
説
に
結
び
つ
け
た
く
て
宍
道
村
と
し
た
の
か
、
不
明
。　

意
宇

郡
―
旧
郡
名
は
、
前
注
の
ご
と
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
見
え
る
。
明
治
十
二
年
、
近
代
の
行
政
区
画
と
し
て
の
意
宇
郡
成
立
。
島
根
秋

鹿
意
宇
郡
役
所
が
秋
鹿
郡
と
と
と
も
に
統
治
。
明
治
二
十
九
年
、
新
た
な
郡
制
施
行
に
よ
り
、
秋
鹿
郡
と
合
わ
せ
て
、
八
束
郡
成
立
。　

宍

道
村
―
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
に
宍
道
村
が
あ
っ
た
。
本
書
発
行
よ
り
も
後
、
明
治
二
十
二
年
、
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
意
宇
郡
白
石
村
・

宍
道
町
・
宍
道
村
・
佐
々
布
村
・
伊
志
見
村
の
区
域
を
も
っ
て
宍
道
村
が
発
足
し
た
。　

二
石
―
女
夫
岩
遺
跡
は
、
二
つ
の
石
が
左
右
に
密

着
し
て
並
ん
で
い
る
（
間
に
は
太
い
樹
木
が
挟
ま
っ
て
成
長
し
て
い
る
）。
挿
絵
の
猪
石
図
は
、
不
審
な
こ
と
に
、
そ
の
左
側
の
石
一
体
し

か
描
い
て
い
な
い
。
元
の
図
を
真
ん
中
か
ら
半
分
に
切
っ
て
印
刷
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
絵
の
背
景
は
木
が
ま
ば
ら
で
、
草
地

の
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
の
女
夫
岩
は
う
っ
そ
う
と
し
た
森
の
中
に
あ
る
。
挿
絵
を
描
い
た
妹
尾
春
江
が
、
果
た
し
て
実
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し

た
の
か
、
人
を
介
し
た
情
報
で
書
い
た
の
か
、
不
審
。
明
治
の
初
め
ま
で
は
、
里
山
は
、
木
を
薪
等
に
使
う
の
で
、
は
げ
山
だ
っ
た
と
い
う

が
。　

長
サ
二
丈
―
以
下
、
訳
で
は
、
普
通
の
尺
貫
法
で
メ
ー
ト
ル
に
換
算
し
て
み
た
。
ど
れ
だ
け
正
確
に
測
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
、
千

数
百
年
前
の
『
風
土
記
』
の
記
述
を
襲
っ
た
だ
け
な
の
で
、
細
か
な
数
値
に
こ
だ
わ
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
。『
風
土
記
』
の
度
量
衡
は
現
在

の
も
の
と
違
う
と
い
う
説
も
あ
る
。
先
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
女
夫
岩
遺
跡
の
、
北
側
の
石
は
、
長
さ
九
米
、
幅
二
・
五
米
、
高
さ
四
米
以
上
。

南
側
の
石
は
、長
さ
六
米
、幅
三
米
、高
さ
四
・
五
米
以
上
。
大
体
一
致
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。　

神
代
―
ま
た
は
、「
か
み
よ
」。

漢
文
訓
読
調
の
文
章
な
の
で
、
音
読
み
を
し
た
。
人
の
世
に
先
立
つ
時
代
。
神
武
天
皇
以
前
。　

大
己
貴
命
―
大
国
主
命
の
数
多
く
あ
る
異

名
の
一
つ
。『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。
出
雲
国
風
土
記
で
は
、「
大
穴
持
」、「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
」
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
。
狩
猟
を
し
て
猪
を
追
う
の
は
、軍
神
と
し
て
の
側
面
か
。　

野
ニ
出
テ
ゝ
―「
出
野
」は
お
そ
ら
く
和
製
漢
語
。『
古
事
記
』「
其

の
父
の
大
神
者
。
已
に
死
に
訖
る
と
思
い
、
其
の
野
に
出
で
立
つ
」。　

猪
ヲ
逐
フ
―
魏
徴
・
述
懐
「
中
原
に
還
た
鹿
を
逐
う
」。　

走
リ
逃

ゲ
―
中
国
語
に
お
い
て
は
、
文
語
「
逃
走
」
に
対
し
て
、「
走
逃
」
は
近
世
俗
語
的
。『
醒
世
恒
言
』
白
玉
娘
忍
苦
成
夫
「
只
是
心
中
記
掛
著

丈
夫
、
不
知
可
能
夠
脫
身
走
逃
」。　

佐
為
谷
―
現
松
江
市
宍
道
町
白
石
地
区
の
一
部
。
江
戸
時
代
は
才
谷
と
表
記
さ
れ
た
（
才
の
神
＝
サ
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三

ル
タ
ヒ
コ
と
関
係
が
あ
る
か
）。
南
側
の
山
に
、
佐
為
神
社
が
あ
る
。『
風
土
記
』
の
狭
井
社
、
同
狭
井
高
守
社
が
こ
れ
に
当
た
る
と
い
わ
れ

る
。
出
雲
路
幸
神
社
（
安
来
市
西
松
井
町
）
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
は
佐
為
神
社
と
あ
る
。
た
だ
、女
夫
岩
遺
跡
は
、

才
谷
の
西
側
か
な
り
遠
く
に
位
置
し
て
、
し
か
も
高
所
に
あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
誤
解
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。　

ソ
レ
コ
レ
ニ
由
ル
カ

―
『
礼
記
』
楽
記
「
教
之
不
刑
、
其
此
之
由
乎
」
等
の
言
い
方
を
ま
ね
た
。
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島し
ま

多た

豆ず

夫お

大お
お

神か
み

の
御み

狩か
り

の
あ
と
を
し
の
ふぶ

れ
はば

猪し
し

像か
た

な
せ
る
石い
し

は
あ
り
け
り

【
訳
】
オ
オ
ナ
ム
チ
の
神
様
が
狩
を
な
さ
っ
た
あ
と
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
と
慕
っ
て
探
し
に
行
っ
た
ら
、
伝
説
通
り
、
イ
ノ
シ
シ
の
形
を
し

て
い
る
石
が
あ
っ
た
こ
と
だ
よ
。

【
注
】
大
神
―
神
を
崇
め
奉
っ
た
言
葉
。
古
代
風
。
万
葉
調
。『
万
葉
集
』「
お
ほ
か
み
の
い
は
へ
る
く
に
そ
」。　

御
狩
―
神
や
天
皇
の
挙
行

し
た
狩
猟
を
敬
っ
た
言
葉
。
柿
本
人
麻
呂
「
日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
御
狩
立
た
し
し
時
は
来
向
ふ
」。
西
行
『
山
家
集
』「
こ
の
里
や
嵯

峨
の
御
狩
の
あ
と
な
ら
ん
野
山
も
は
て
は
あ
せ
か
は
り
け
り
」。　

あ
と
を
し
の
ふ
れ
は
―
式
子
内
親
王
「
住
み
慣
れ
し
跡
を
忍
ぶ
る
嬉
し

さ
に
漏
ら
さ
ず
掬
ふ
身
と
は
知
ら
ず
や
」。　

な
せ
る
―
動
詞
「
な
す
」
の
已
然
形
＋
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
体
形
。
な
す
＋
あ
り
の

縮
約
型
。
歌
語
と
し
て
は
こ
な
れ
な
い
が
、
源
順
「
鳴
く
虫
の
涙
に
な
せ
る
露
よ
り
も
露
吹
き
結
ぶ
風
は
ま
さ
れ
り
」
等
の
用
例
は
あ
る
。

柿
本
人
麻
呂
「
沖
つ
波
来
寄
る
荒
礒
を
敷
栲
の
枕
と
ま
き
て
寝
（
な
）
せ
る
君
か
も
」
は
、
語
彙
も
文
法
も
違
う
が
、
古
代
風
と
し
て
ま
ね

た
の
か
も
し
れ
な
い
。　

石
は
あ
り
け
り
―
「
け
り
」
は
発
見
の
驚
き
を
込
め
た
詠
嘆
の
助
動
詞
。
在
原
行
平
「
嵯
峨
の
山
み
ゆ
き
た
え
に

し
せ
り
河
の
千
世
の
ふ
る
み
ち
あ
と
は
有
り
け
り
」。
さ
ら
に
、
時
の
推
移
に
対
す
る
（
伝
説
の
昔
は
去
っ
た
）
感
慨
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

＊
当
時
は
宍
道
の
町
か
ら
、
は
る
ば
る
奥
深
い
山
の
中
を
訪
ね
て
い
く
感
覚
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
や
っ
と
、
目
指
す
猪
石
が
見
つ
か
っ
て
、

い
よ
い
よ
歌
会
を
始
め
よ
う
と
い
う
第
一
首
だ
と
思
わ
れ
る
。『
出
雲
名
所
摘
要
』
所
収
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
地
で
詠
ま
れ
た
も
の

だ
と
、
注
者
は
考
え
て
い
る
。
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武た
け

田だ

道み
ち

年と
し

八や

千ち

矛ほ
こ

の
神か
み

の
お
はわ

し
しゝ

し
しゝ

か
た
は
今い
ま

も
宍し
し

道じ

の
郷さ
と

に
残の
こ

れ
り

【
訳
】
多
く
の
武
器
を
携
え
た
い
さ
ま
し
い
オ
オ
ナ
ム
チ
の
神
が
追
い
か
け
ら
れ
た
イ
ノ
シ
シ
、そ
の
イ
ノ
シ
シ
が
変
化
し
た
石
は
、い
ま
も
、

そ
の
名
も
し
し
じ
（
イ
ノ
シ
シ
の
走
っ
た
道
）
の
さ
と
に
残
っ
て
い
る
。

【
注
】
八
千
矛
―
大
国
主
命
の
別
称
。『
古
事
記
』
に
見
え
る
。
多
く
の
矛
と
い
う
意
味
か
ら
、
軍
神
・
武
神
と
し
て
の
神
性
を
表
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。『
古
事
記
』「
こ
の
八
千
矛
の
神
、
高
志
の
国
の
沼
河
比
売
を
婚
（
よ
ば
）
は
む
と
し
て
幸
行
（
み
ゆ
き
）
い
で
ま
す
時
に
、

そ
の
沼
河
比
売
の
家
に
到
り
て
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、「
八
千
矛
の
神
の
命
は
八
島
国
妻
枕
（
ま
）
き
か
ね
て
・
・
・
」、『
万
葉
集
』
田

辺
福
麻
呂
歌
集
「
八
千
矛
の
神
の
御
代
よ
り
」。　

お
は
し
し
―
動
詞
（
五
段
活
用
）「
お
（
追
）
ふ
」
未
然
形
＋
上
古
尊
敬
の
助
動
詞
（
五

段
活
用
）「
す
」
連
用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
「
し
」。「
し
」
音
を
繰
り
返
し
、
次
の
「
し
し
か
た
」
を
呼
び
起
こ
し
、
さ

ら
に
「
宍
道
」
の
「
し
し
」
に
つ
な
げ
る
。『
古
事
記
』
雄
略
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の
あ
そ
ば
し
し
猪
（
し
し
）
の
病
み
猪
の
う
た
き

畏
み
我
が
逃
げ
登
り
し
あ
り
丘
の
榛
の
木
の
枝
」
の
「
し
」、「
し
し
」
の
連
続
を
ま
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
三
三
四
五
「
葦

辺
行
く
雁
の
翅
（
つ
ば
さ
）
を
見
る
ご
と
に
君
が
佩
（
お
）
ば
し
し
（
君
之
佩
具
之
）
投
箭
（
な
げ
や
）
し
思
ほ
ゆ
」
の
「
お
ば
し
し
」
は

意
味
と
清
濁
が
違
う
が
、
狩
り
の
描
写
に
お
け
る
古
代
的
措
辞
と
し
て
意
識
し
、
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
歌
は
、『
万

葉
集
』
の
前
首
三
三
四
四
の
反
歌
で
あ
り
、
こ
の
長
歌
も
意
識
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。「
何
処
に
か
君
が
坐
さ
む
と
天
雲
の
行
き
の
ま

に
ま
に
射
（
い
）
ゆ
鹿
猪
（
し
し
）
の
行
き
も
死
な
む
と
思
へ
ど
も
道
の
知
ら
ね
ば
ひ
と
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
哭
（
ね
）
の
み
し
泣
か
ゆ
」。

　

今
も
・
・
・
残
れ
り
―
藤
原
実
頼
「
池
水
に
国
栄
え
け
る
纏
向
（
ま
き
も
く
）
の
珠
城
（
た
ま
き
）
の
風
は
今
も
の
こ
れ
り
」。　

＊
猪
石
到
着
後
の
興
奮
も
落
ち
着
い
て
き
て
、
石
か
ら
古
代
伝
説
の
世
界
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
島
多
豆
夫
の
歌
と
同
趣
旨
だ
が
、
出

雲
神
話
と
い
う
不
可
解
、
不
合
理
な
世
界
を
、
ど
う
や
っ
て
目
の
前
の
現
実
と
折
り
合
わ
せ
よ
う
か
、
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
。
神
話
の
実
在

を
眼
前
の
石
で
証
明
し
、
納
得
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
た
不
合
理
な
思
考
回
路
。
そ
も
そ
も
、
大
国
主
命
は
、
獲
物
と
し
て
猪
を
と
ら
え
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
猪
が
石
に
な
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
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島し
ま

重し
げ

養か
い

大お
お

神か
み

の
御み

狩か
り

に
お
ちじ

て
猪し
し

石い
し

は
佐さ

為い

谷だ
に

に
社こ
そ

た
ち
ひ
そ
み
け
れ

【
訳
】
オ
オ
ナ
ム
チ
の
神
が
直
々
に
行
っ
た
ご
狩
猟
に
お
び
え
恐
れ
て
、
石
に
変
わ
っ
た
猪
石
が
い
ま
も
佐
為
谷
に
こ
っ
そ
り
隠
れ
て
存
在

し
て
い
る
の
だ
な
あ
。

【
注
】
お
ち
て
―
お
づ
。
恐
れ
て
は
ば
か
る
。『
土
佐
日
記
』「
紅
濃
く
よ
き
衣
着
ず
、
そ
れ
は
海
の
神
に
お
ぢ
て
」、『
源
氏
物
語
』
若
紫
「
を

さ
な
き
心
地
に
も
、
い
と
い
た
う
も
お
ぢ
ず
」。
歌
語
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
な
い
。　

佐
為
谷
―
前
述
の
よ
う
に
猪
石
（
女
夫
岩
遺
跡
）

か
ら
か
な
り
離
れ
て
お
り
、
何
か
誤
認
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
わ
ざ
と
谷
の
こ
と
に
し
て
、「
た
ち
ひ
そ
む
」
感
じ
を
強
め
た
作
為
か
も
し
れ

な
い
。
佐
為
谷
に
隠
れ
て
い
た
イ
ノ
シ
シ
が
、
大
国
主
命
に
見
つ
け
ら
れ
て
、
追
わ
れ
て
今
の
地
ま
で
来
た
と
い
う
よ
う
な
解
釈
は
、
歌
と

し
て
面
白
く
な
い
で
あ
ろ
う
。　

社
―
諸
説
あ
る
が
、「
こ
そ
」
は
も
と
も
と
祈
願
の
助
詞
で
あ
る
か
ら
、祈
願
す
る
対
象
で
あ
る
神
社
も
「
こ

そ
」
と
よ
ば
れ
、係
り
結
び
の
助
詞
に
も
こ
の
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
「
昔
者
社
（
む
か
し
こ
そ
）
難
波
い
な
か
と
・
・
・
」。

　

た
ち
ひ
そ
む
―
用
例
を
見
な
い
。
お
そ
ら
く
造
語
。
単
純
に
そ
の
ま
ま
硬
直
し
た
よ
う
に
立
っ
て
隠
れ
る
意
味
か
。
あ
る
い
は
、「
た
ち

か
く
る
」、「
た
ち
し
の
ぶ
」
等
か
ら
の
類
推
か
。
そ
の
場
合
、「
た
ち
」
は
強
調
。「
そ
れ
ま
で
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
」
の
よ
う
な
雰
囲
気
も

あ
る
か
。
雅
縁
「
あ
は
れ
誰
が
し
づ
ま
る
ほ
ど
を
ま
ち
か
ね
て
か
た
め
ぬ
か
ど
に
た
ち
し
の
ぶ
ら
む
」。
大
伴
坂
上
郎
女
「
佐
保
川
の
岸
の

つ
か
さ
の
柴
な
か
り
そ
ね　

あ
り
つ
つ
も
春
し
来
た
ら
ば
立
隠
が
ね
」。
壬
生
忠
岑
「
人
の
み
る
こ
と
や
く
る
し
き
を
み
な
へ
し
秋
ぎ
り
に

の
み
た
ち
か
く
る
ら
ん
」。『
今
鏡
』
五
飾
太
刀
「
や
ぶ
ら
れ
て
た
ち
し
の
ぶ
べ
き
か
た
ぞ
な
き
き
み
を
ぞ
た
の
む
か
く
れ
み
の
か
ぜ
」。「
た

ち
し
の
ぶ
」
が
人
目
を
し
の
ん
で
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
る
感
じ
で
あ
る
の
に
通
じ
る
か
。

＊
猪
が
捕
ら
え
ら
れ
た
の
に
、
石
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
伝
説
の
不
合
理
に
対
し
て
、
い
や
猪
は
逃
げ
お
お
し
て
、
今
も
こ
こ
に
潜
ん

で
い
る
ん
だ
よ
と
、
こ
れ
ま
た
不
合
理
な
理
屈
で
答
え
て
、
締
め
く
く
る
。
伝
説
の
地
を
前
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

不
合
理
ゆ
え
に
我
信
ず
の
、
他
で
は
得
ら
れ
な
い
、
独
特
の
境
地
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

○
月が

つ

山さ
ん

城じ
よ
う

墟き
よ



六

山や
ま

ノ
古こ

名め
い

ヲ
勝か
つ

日ひ

山や
ま

ト
曰い

フう

。
能の

儀ぎ

郡ぐ
ん

、
冨と

田だ

村む
ら

ニ
ア
リ
。
往お
う

昔せ
き

、
平
た
い
ら
の

景か
げ

清き
よ

ノ
築き
ず

ク
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
、
建け
ん

武む

中ち
ゆ
う、
塩え
ん

冶や

高た
か

貞さ
だ

之こ

レ
ニ
居お

ル
。

文ぶ
ん

明め
い

ノ
頃こ
ろ

、
尼あ
ま

子ご

経つ
ね

久ひ
さ

勃ぼ
つ

興こ
う

シ
テ
之こ
れ

ニ
拠よ

リ
、
竟つ
い

ニ
中
ち
ゆ
う

国ご
く

ニ
雄ゆ
う

視し

セ
リ
。
永え
い

禄ろ
く

年ね
ん

間か
ん

ニ
至い
た

リ
、
晴は
る

久ひ
さ

、
義よ
し

久ひ
さ

、
毛も
う

利り

氏し

ノ
囲か
こ
みヲ
受う

ク
ト
雖い
え

トど

モ
、
堅け
ん

城じ
よ
う

利り

兵へ
い

ニ
シ
テ
、
能よ

ク
七し
ち

年ね
ん

ノ
久ひ
さ
しキ
ニ
耐た

フう

。
其そ
の

後の

チ
年と
し

ヲ
経へ

テ
、
堀ほ
り

尾お

氏し

ニ
至い
た

リ
、
之こ

レ
ヲ
島し
ま

根ね

郡ぐ
ん

、
末す
え

次つ
ぐ

ニ
移う

ツ
ス
。
満ま
ん

山ざ
ん

皆み
な

楓ふ
う

樹じ
ゆ

ニ
シ
テ
、
爛ら
ん

然ぜ
ん

ト
霜し
も

ニ
飽あ

ク
、
其そ
の

色い
ろ

渥あ
く

丹た
ん

ノ
如ご
と

シ
。
故ゆ
え

ニ
高こ
う

秋し
ゆ
うニ
至い
た

レ
ハば

、
名め
い

士し

ノ
之こ

レ
ヲ
探さ

クぐ

ル
モ
ノ
多お
お

シ
。

【
訳
】
月
山
は
、
か
つ
て
勝
日
山
と
い
う
名
前
だ
っ
た
。
能
義
郡
富
田
村
に
あ
る
。
そ
の
昔
、
平
景
清
が
築
い
た
城
で
、
建
武
年
間

（
一
三
三
四
―
一
三
三
六
）、
塩
冶
高
貞
が
こ
こ
を
本
拠
地
と
し
た
。
文
明
年
間
（
一
四
六
九
―
一
四
八
六
）、
尼
子
経
久
が
勢
力
を
伸
ば

し
て
こ
こ
を
根
城
と
し
て
、
最
後
に
は
な
ん
と
中
国
地
方
全
体
を
支
配
下
に
お
さ
め
、
に
ら
み
を
利
か
せ
た
。
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
―

一
五
七
〇
）
に
な
る
と
、
後
継
の
晴
久
、
義
久
は
、
こ
の
城
を
毛
利
氏
に
包
囲
さ
れ
た
が
、
堅
固
な
城
壁
、
優
れ
た
武
器
が
あ
っ
た
の
で
、

七
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
何
年
も
た
っ
て
か
ら
、
堀
尾
氏
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
城
を

島
根
郡
の
末
次
（
す
な
わ
ち
今
の
松
江
城
）
に
移
し
た
。
山
全
体
が
、
も
み
じ
に
覆
わ
れ
、
霜
が
十
分
に
降
り
る
と
、
燃
え
た
よ
う
に
な
り
、

つ
や
の
あ
る
濃
厚
な
赤
色
を
呈
す
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
天
高
く
晴
れ
晴
れ
と
な
っ
た
秋
に
な
る
と
、
高
雅
な
趣
味
を
持
つ
、
著
名
な
風
流

人
が
こ
の
地
を
た
く
さ
ん
訪
れ
て
き
た
。

【
注
】
月
山
―
島
根
県
安
来
市
広
瀬
町
富
田
に
あ
る
。
戦
国
時
代
の
尼
子
の
居
城
と
し
て
著
名
。
以
下
、
こ
の
項
が
直
接
間
接
に
拠
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
江
戸
時
期
の
月
山
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
、
松
江
藩
初
代
藩
主
松
平
直
政
に
重
用
さ
れ
た
、
藩
儒
黒
澤
石
斎
の
旅

行
記
『
懐
橘
談
』
意
宇
郡
附
能
儀
郡
の
条
を
引
く
。「
能
儀
郡
ま
た
能
義
郡
と
い
ふ
。・
・
・
富
田　

富
田
今
は
能
儀
郡
な
り
。
此
所
に
古
墟

あ
り
。
古
老
伝
え
て
云
ふ
。
昔
悪
七
兵
衛
景
清
初
て
築
き
し
城
な
り
と
。
此
地
に
八
幡
の
社
あ
り
し
を
、
景
清
祈
り
て
曰
く
、
爰
に
城
郭
を

築
か
ん
と
思
ふ
が
、
願
く
ば
神
社
壇
を
か
へ
給
は
ん
や
、
否
や
と
鬮
を
取
り
し
に
、
遷
座
ま
し
ま
さ
ん
と
鬮
を
取
り
て
大
い
に
悦
び
、
白
羽

の
矢
を
闇
夜
に
虚
空
を
射
て
、
矢
の
落
ち
た
る
所
に
社
を
建
立
し
奉
ら
ん
と
誓
ひ
て
射
け
る
程
に
、
其
矢
の
落
ち
た
る
所
に
社
を
建
て
侍
り

ぬ
。
今
の
富
田
の
八
幡
是
な
り
。
彼
白
羽
の
矢
今
に
伝
へ
て
神
宝
の
第
一
と
す
。
暦
応
の
比
塩
冶
判
官
高
貞
も
此
城
に
居
住
し
、
後
醍
醐
天

皇
に
奉
り
し
月
毛
の
龍
馬
も
、
此
所
よ
り
出
で
た
り
と
ぞ
。
明
徳
年
中
に
佐
々
木
治
部
少
輔
高
範
此
国
を
領
し
、
塩
冶
駿
河
守
も
此
城
を
守

り
ぬ
。
尼
子
氏
も
世
々
此
城
に
住
せ
り
。
尼
子
左
衛
門
尉
晴
久
卒
し
て
子
義
久
家
を
嗣
ぐ
。
然
る
に
義
久
驕
甚
し
。・
・
・（
以
下
、
毛
利
元
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就
の
調
略
に
よ
り
落
城
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
山
中
鹿
之
助
の
活
躍
を
描
く
）
義
久
心
た
ゆ
み
て
終
に
和
睦
し
、
翌
日
義
久
城
を
出

で
給
へ
ば
、
宍
戸
熊
谷
両
人
に
預
け
ら
る
。
吉
川
元
春
は
雲
伯
両
国
の
守
護
と
し
て
、
此
の
富
田
の
城
に
お
か
せ
給
ふ
。
其
年
の
暮
に
元
就

藝
州
に
凱
旋
し
給
ひ
、
尼
子
に
も
采
地
少
々
宛
行
は
れ
け
り
と
ぞ
聞
え
し
。
抑
天
文
年
中
に
鉄
砲
我
朝
に
渡
り
、
漸
く
国
々
に
流
布
し
け
る
。

然
る
に
此
城
は
弓
の
術
計
り
に
て
鉄
砲
に
は
便
り
よ
ろ
し
か
ら
ず
と
て
、
慶
長
年
中
に
当
国
の
守
護
堀
尾
帯
刀
高
階
吉
春
、
子
息
出
雲
守
忠

氏
と
相
議
し
て
、
此
城
を
松
江
へ
移
し
侍
り
け
る
が
、
忠
氏
早
世
し
て
祖
父
吉
春
嫡
孫
山
城
守
忠
晴
と
共
に
、
慶
長
十
三
年
に
松
江
の
城
へ

移
り
給
ふ
程
に
、
富
田
の
城
は
、
草
の
み
生
ひ
茂
り
て
野
人
の
住
家
と
な
り
侍
る
を
見
て
、
富
田
古
塁
起
秋
風　

村
老
銷
兵
今
事
農　

到
此

諸
郎
論
地
利　

人
和
不
識
有
新
功
と
口
に
任
せ
て
吟
じ
侍
る
」。　

城
墟
―
し
ろ
あ
と
。
中
国
で
は
、「
城
」
は
城
壁
に
囲
ま
れ
た
ま
ち
の
こ

と
で
、
荒
れ
果
て
た
ま
ち
の
あ
と
、
す
な
わ
ち
廃
墟
に
同
じ
だ
が
、
こ
こ
は
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
城
」
で
あ
る
。　

勝
日
山
―
現
在
の
月
山

の
古
名
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
「
加
豆
比
乃
社
」、「
加
豆
比
乃
高
守
社
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
月
山
の
ふ
も
と
（
ま
た
は
中

腹
）
と
頂
上
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、上
古
か
ら
勝
日
山
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
懐
橘
談
』
に
あ
る
よ
う
に
、伝
説
で
は
、

や
が
て
「
加
豆
比
乃
社
」
は
八
幡
社
と
な
り
、
さ
ら
に
平
景
清
が
月
山
城
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、
今
の
富
田
八
幡
神
社
の
地
に
移
さ
れ
た

（
現
在
は
勝
日
神
社
が
境
内
に
あ
っ
て
、合
祀
の
形
に
な
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
現
八
幡
神
社
の
あ
る
山
が
、勝
日
山
の
名
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
な
お
、
月
山
頂
上
の
加
豆
比
乃
高
守
社
は
保
持
さ
れ
た
ら
し
く
、
勝
日
高
守
神
社
と
し
て
現
存
す
る
。「
月
山
」
の
名
の
由
来
は
、
麓

の
当
時
の
広
瀬
の
町
（
江
戸
時
代
洪
水
で
廃
棄
）
か
ら
見
て
、
月
が
出
る
方
向
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
月
山
の
山
頂
（
勝
日
高
守
神
社
）

は
、
吐
月
峰
と
も
呼
ば
れ
た
。
は
じ
め
は
「
つ
き
や
ま
」
と
訓
読
み
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
が
っ
さ
ん
」
と
呉
音
漢
音
混

用
で
読
む
の
は
不
思
議
だ
が
、
こ
れ
は
古
代
か
ら
著
名
だ
っ
た
、
出
羽
三
山
の
う
ち
の
月
山
（
が
っ
さ
ん
）
の
読
み
を
借
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
旧
名
「
か
つ
ひ
や
ま
」
の
「
か
つ
」
に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
か
。
山
名
の
由
来
や
変
遷
は
確
実
な
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
が
、以
上
述
べ
た
音
の
類
似
等
は
、こ
の
項
の
和
歌
・
俳
諧
を
詠
む
う
え
で
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。　

能
儀
郡
―
『
懐
橘
談
』

に
あ
る
よ
う
に
、
能
義
郡
と
も
書
く
。『
風
土
記
』
意
宇
郡
所
載
の
「
野
城
駅
」
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
近
代
は
明
治
十
二
年
に
、
広
瀬
町
、

安
来
町
、
母
里
村
等
数
十
町
村
の
行
政
区
画
と
し
て
、
能
義
郡
が
成
立
し
、
郡
庁
が
広
瀬
町
に
設
け
ら
れ
た
。
現
在
で
は
全
域
が
安
来
市
に

な
っ
た
。　

冨
田
村
―
月
山
冨
田
城
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
冨
田
の
地
名
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
明
治
八
年
、
牧
谷
村
・
山
形
帳
村
・
新



八

宮
村
が
合
併
し
て
富
田
村
と
な
り
、
十
二
年
、
能
義
郡
管
轄
。
二
十
二
年
、
広
瀬
（
町
）、
広
瀬
村
等
と
合
併
し
て
、
広
瀬
町
が
発
足
。
現

安
来
市
。　

平
景
清
―
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
武
士
。
生
没
年
不
詳
。
藤
原
秀
郷
子
孫
伊
勢
藤
原
氏
（
伊
藤
氏
）
藤
原
忠
清
の
子
。
源

平
の
争
い
で
平
家
に
味
方
し
た
た
め
、
俗
に
平
景
清
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
武
勇
か
ら
悪
七
兵
衛
の
異
名
を
持
つ
。
壇
ノ
浦
の
戦
い
後
捕
え
ら

れ
て
、自
ら
断
食
し
て
死
ん
だ
と
さ
れ
る
。
実
在
の
人
物
だ
が
、事
績
が
不
明
な
部
分
が
多
く
、能
、浄
瑠
璃
（
近
松
門
左
衛
門
『
出
世
景
清
』）、

歌
舞
伎
の
主
人
公
に
仕
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
各
地
の
伝
説
の
題
材
と
な
っ
た
。
保
元
・
平
治
頃
、
平
景
清
が
富
田
荘
に
来
た
時
、
八
幡
社

を
移
し
て
、
築
城
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
（
先
述
の
『
懐
橘
談
』
参
照
）。　

塩
冶
高
貞
― 

？
―
一
三
四
一
。
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北

朝
時
代
に
か
け
て
の
武
将
。
出
雲
守
護
と
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
挙
兵
に
呼
応
し
、
鎌
倉
幕
府
と
の
戦
い
に
貢
献
す
る
。
建
武
の
新
政
の
の

ち
は
、足
利
尊
氏
に
味
方
し
、南
朝
方
制
圧
に
力
を
奮
っ
た
が
、一
三
四
一
年
三
月
に
京
都
を
出
奔
す
る
と
、謀
反
と
し
て
北
朝
に
追
討
さ
れ
、

同
年
翌
月
出
雲
国
で
自
害
し
た
。『
太
平
記
』
に
よ
る
と
妻
に
横
恋
慕
し
た
高
師
直
の
陰
謀
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
悲
劇
を
利
用
し
た
の
が
、

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
、
浅
野
長
矩
は
塩
冶
に
、
吉
良
義
央
は
高
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
。　

尼
子
経
久
―
一
四
五
八
―
一
五
四
一
。
戦
国

時
代
の
武
将
。
尼
子
氏
は
宇
多
源
氏
佐
々
木
氏
の
流
れ
を
汲
む
京
極
氏
の
分
家
。
近
江
国
甲
良
荘
尼
子
郷
に
居
住
し
て
い
た
高
久
（
佐
々
木

道
誉
の
孫
）
が
尼
子
を
称
す
る
。
そ
の
子
孫
は
、
京
極
家
の
出
雲
守
護
代
を
つ
と
め
、
出
雲
に
土
着
、
冨
田
城
に
拠
っ
た
。
経
久
も
父
清
定

を
継
ぎ
出
雲
守
護
代
と
な
っ
た
。
権
力
を
拡
大
し
、
徴
税
拒
否
で
一
時
追
放
さ
れ
た
が
、
一
四
八
六
年
（
文
明
一
八
）
守
護
京
極
政
経
の
上

洛
後
、
事
実
上
出
雲
の
支
配
権
を
握
っ
た
。
山
陰
、
山
陽
に
兵
を
動
か
し
、
勢
力
は
十
一
か
国
に
及
び
、
尼
子
氏
の
最
盛
期
を
築
い
た
。
安

芸
で
大
内
氏
と
戦
い
、
一
五
二
五
年
、
配
下
の
毛
利
元
就
が
大
内
氏
に
属
し
た
の
ち
は
毛
利
氏
と
も
戦
う
。
子
政
久
陣
没
の
た
め
一
五
三
七

年
隠
退
後
も
孫
晴
久
を
後
見
し
た
。　

尼
子
晴
久
―
一
五
一
四
―
六
〇
。
戦
国
時
代
の
武
将
。
父
政
久
早
世
の
た
め
祖
父
経
久
よ
り
出
雲

を
中
心
と
す
る
山
陰
の
支
配
権
を
継
承
し
た
。
四
〇
年
、
大
内
氏
と
結
ん
だ
毛
利
元
就
の
居
城
安
芸
郡
山
を
包
囲
し
た
が
、
翌
年
毛
利･

大

内
勢
の
反
撃
に
敗
走
し
た
。
四
二
年
、
逆
に
大
内
義
隆
に
出
雲
に
侵
入
さ
れ
た
が
、
富
田
城
に
拠
っ
て
防
戦
し
、
翌
年
撃
退
し
た
。　

尼
子

義
久
― 

？
―
一
六
一
〇
。
戦
国
時
代
の
武
将
。
一
五
六
〇
年
（
永
禄
三
）
父
晴
久
の
死
に
よ
り
出
雲
守
護
を
継
ぎ
、
毛
利
氏
と
の
戦
闘
を

継
続
し
た
。
六
二
年
、
大
森
銀
山
が
落
ち
、
毛
利
勢
が
出
雲
に
侵
入
す
る
と
、
国
人
層
は
相
次
い
で
離
反
し
た
。
翌
年
、
支
城
白
鹿
城
が
落

ち
、
富
田
城
に
孤
立
し
、
三
年
の
籠
城
戦
の
末
、
六
六
年
（
永
禄
九
）
十
一
月
、
毛
利
氏
に
下
っ
た
。
弟
倫
久
、
秀
久
と
と
も
に
安
芸
長
田



訳
注
『
出
雲
名
勝
摘
要
』（
四
）

九

円
明
寺
に
幽
閉
さ
れ
、
の
ち
毛
利
氏
の
客
分
と
な
る
。
子
孫
は
佐
々
木
姓
に
復
し
、
毛
利
氏
家
臣
と
し
て
存
続
し
た
。　

七
年
―
不
審
。
籠

城
戦
自
体
は
三
年
。
父
晴
久
の
時
代
か
ら
続
い
た
毛
利
と
の
攻
防
戦
全
体
を
さ
す
か
。　

堀
尾
氏
―
堀
尾
吉
晴
。
一
五
四
三
―
一
六
一
一
。

戦
国
、
江
戸
時
代
前
期
の
武
将
。
は
じ
め
豊
臣
秀
吉
の
家
臣
。
小
田
原
攻
め
に
功
を
た
て
、
遠
江
浜
松
城
城
主
と
な
る
。
一
五
九
九
年
隠
居
。

一
六
〇
四
年
、
松
江
藩
主
堀
尾
家
初
代
で
あ
る
子
の
忠
氏
が
死
去
し
た
た
め
、
二
代
を
つ
い
だ
六
歳
の
孫
忠
晴
を
補
佐
し
、
松
江
城
を
築
城

し
、
広
瀬
城
か
ら
本
拠
地
を
移
し
た
。
松
江
城
は
、
本
書
に
既
出
。
現
在
の
島
根
県
松
江
市
殿
町
に
築
か
れ
た
江
戸
時
代
の
日
本
の
城
。
別

名
・
千
鳥
城
。
現
存
天
守
は
国
宝
、
城
跡
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。　

島
根
郡
―
『
風
土
記
』
に
載
る
、
古
代
律
令
制
か
ら
続
く

郡
名
で
あ
る
。
近
代
の
島
根
郡
は
、
明
治
一
二
年
に
発
足
し
た
行
政
区
画
。
島
根
秋
鹿
意
宇
郡
役
所
が
松
江
城
下
に
設
置
さ
れ
、
秋
鹿
郡
・

意
宇
郡
と
と
も
に
管
轄
。
一
方
、
松
江
城
下
町
は
松
江
市
と
し
て
独
立
し
、
郡
と
分
離
。
こ
の
時
、
末
次
町
の
一
部
が
松
江
市
に
編
入
。
明

治
二
九
年
、
他
二
郡
と
合
併
し
て
八
束
郡
と
な
る
。
現
在
、
全
域
が
松
江
市
（
大
橋
川
以
北
）
に
属
す
。
こ
の
書
の
通
例
と
し
て
、
近
代
以

後
の
郡
名
を
用
い
る
が
、松
江
城
は
現
在
の
殿
町
（
本
書
で
も
松
江
城
の
項
目
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
）
に
あ
り
、松
江
市
の
中
心
地
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
に
限
り
、
明
治
以
後
の
末
次
村
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
範
囲
の
、
古
代
か
ら
漠
然
と
称
さ
れ
て
き
た
末
次
を
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
島
根
郡
も
こ
こ
に
限
っ
て
は
律
令
制
の
島
根
郡
。　

末
次
―
『
風
土
記
』
に
、
須
衛
都
久
社
が
見
え
る
の
で
、
古
く
か
ら

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
地
名
と
思
わ
れ
る
。
須
衛
都
久
社
自
体
は
幾
た
び
か
の
変
遷
を
経
て
、現
在
の
須
衛
都
久
神
社（
現
西
茶
町
）と
な
っ
た
。

鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、こ
の
地
に
末
次
城
（
末
次
の
土
居
）
が
置
か
れ
た
。
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、亀
山
（
今

の
城
山
＝
松
江
城
）
に
あ
っ
た
と
い
う
説
が
有
力
、
し
た
が
っ
て
そ
の
跡
地
に
松
江
城
が
営
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
懐
橘
談
』
に
も
、「
府

城
」
の
条
に
、「
末
次
は
こ
の
島
根
郡
也
。
末
次
明
神
ま
し
ま
す
。・
・
・
故
に
先
の
国
主
堀
尾
出
雲
守
忠
氏
、
冨
田
の
城
を
こ
の
地
へ
移
し
、

松
江
と
名
付
け
ぬ
」
と
あ
る
。
中
世
に
は
、
末
次
荘
な
る
荘
園
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
現
在
は
、
松
江
市
の
末
次
町
・
末
次
本
町
・
末
次
公

園
な
ど
狭
い
区
画
に
そ
の
名
を
留
め
る
。　

堅
城
利
兵
―
「
堅
城
鉄
壁
」
と
「
堅
甲
利
兵
」
を
合
成
し
た
、
お
そ
ら
く
造
語
。「
堅
城
」、『
韓

非
子
』
五
蠧
「
万
乗
之
国
、
敢
え
て
自
ら
坚
城
之
下
に
頓
し
而
し
て
強
敵
を
し
て
其
の
弊
れ
を
裁
せ
使
む
る
は
莫
き
也
、
此
必
ず
亡
び
ざ
る

の
術
也
」。「
堅
城
鉄
壁
」
と
熟
す
る
例
は
中
国
に
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、「
金
城
鉄
壁
」
は
、
例
え
ば
、
宋
の
李
曽
伯
・
蘭
陵
王
「
天
は
金

城
铁
壁
を
設
く
」
に
見
え
る
成
語
。「
堅
甲
利
兵
」
は
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
梃
を
制
（
掣
）
げ
て
以
て
秦
・
楚
の
堅
甲
利
兵
を
撻
た
し
む



一
〇

可
し
」
に
よ
る
。　

満
山
皆
楓
樹
ニ
シ
テ
―
以
下
、齋
藤
拙
堂
「
箕
面
山
に
游
ん
で
遂
に
京
に
入
る
記
」
に
、箕
面
の
瀧
安
寺
周
辺
に
つ
い
て
、

「
滿
山
皆
楓
に
し
て
、
爛
然
と
し
て
霜
に
飽
き
、
色
は
渥
丹
の
如
し
、
水
巖
之
間
に
綺
錯
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て

い
る
。
こ
の
拙
堂
の
文
も
、
中
国
の
古
典
を
巧
妙
に
ち
り
ば
め
て
い
る
。
白
居
易
・
梨
園
弟
子
「
満
山
の
紅
葉
宮
門
を
鎖
す
」。
卿
雲
歌
「
明

明
た
る
上
天
、
爛
然
と
し
て
星
は
陳
ぶ
」。
劉
禹
錫
・
楊
八
敬
之
の
絶
句
に
答
う
「
霜
に
飽
く
孤
竹
は
声
偏
え
に
切
な
り
」。『
詩
経
』・
秦
風
・

終
南
「
顔
は
渥
丹
の
如
き
、
其
れ
君
也
る
哉
」。
黄
滔
・
花
「
道
う
莫
れ
顔
色
渥
丹
の
如
し
と
」。
中
国
の
「
楓
」
は
、
日
本
の
カ
エ
デ
と
種

類
は
違
う
が
、
葉
の
形
は
よ
く
似
て
い
て
、
秋
紅
葉
す
る
の
で
、
カ
エ
デ
と
訓
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
阮
籍
・
詠
懐
第
十
三
首
「
湛
湛

た
る
長
江
の
水
、
上
に
楓
樹
の
林
有
り
」。「
爛
然
」
は
、
鮮
や
か
に
か
が
や
く
さ
ま
。
た
だ
、
燃
え
て
焼
き
た
だ
れ
た
よ
う
な
、
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
、
斎
藤
拙
堂
は
使
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。「
霜
に
飽
く
」
の
前
に
こ
の
語
が
副
詞
と
し
て
来
る
の
は
、
少
し
そ
ぐ
わ
な
い
。

「
渥
丹
」
は
、
光
沢
を
も
つ
赤
色
。
丹
砂
（
硫
化
水
銀
）
に
十
分
に
浸
し
て
（
渥
）、
濃
い
赤
に
染
め
る
の
で
か
く
い
う
。
こ
の
語
は
、『
詩

経
』
で
は
、
高
貴
な
人
の
顔
色
の
た
と
え
だ
が
、
広
く
一
般
に
赤
い
も
の
に
つ
い
て
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。　

高
秋
―
本
来
は
秋
た
け
な
わ

の
季
節
。
中
秋
晩
秋
。「
天
高
く
馬
肥
ゆ
る
秋
」
の
よ
う
に
、
晴
れ
渡
っ
て
空
の
高
く
見
え
る
秋
の
意
味
に
広
が
っ
た
。
宋
子
侯
・
董
嬌
饒

「
高
秋
八
九
月
、
白
露
変
じ
て
霜
と
為
る
」。
沈
约�

・
休
沐
、
懐
い
を
寄
す
「
臨
池
溽
暑
を
清
め
、
幌
を
開
き
て
高
秋
を
望
む
」。　

名
士
―

著
名
な
人
物
。
学
問
・
詩
文
で
名
声
の
あ
る
紳
士
。
地
方
の
名
士
と
い
う
よ
う
な
狭
い
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。『
吕
氏
春
秋
』

尊
師
「
此
に
由
り
天
下
名
士
の
顕
人
と
為
り
、
以
て
其
の
寿
を
終
う
」。
中
国
で
は
、
名
声
が
あ
り
な
が
ら
役
人
に
な
ら
ず
、
隠
遁
す
る
人

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。『
礼
記
』
月
令
「（
季
春
之
月
）
诸
侯
に
勉
め
、
名
士
を
聘
き
、
贤
者
に
礼
す
」。
そ
の
鄭
玄
の
注
に
、「
名
士

は
仕
え
ざ
る
者
」
と
あ
る
。
こ
こ
も
、
世
俗
に
恬
淡
と
し
て
、
自
然
を
愛
す
る
風
流
な
人
士
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
斎
藤
拙
堂
の
文
章
に
よ
っ
て
、
関
西
の
僻
地
の
箕
面
の
滝
及
び
紅
葉
は
、
観
光
地
点
と
し
て
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
。
星
野
文
淑
は
、

斎
藤
拙
堂
の
箕
面
の
紅
葉
礼
賛
の
文
章
を
利
用
し
て
、月
山
の
秋
を
観
光
資
源
化
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
荒
城
を
前
に
、

往
時
を
し
の
ぶ
に
も
、
寂
寥
感
の
増
す
秋
が
ふ
さ
わ
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
歌
人
、
俳
人
た
ち
は
、
彼
の
思
惑
を
お
そ
ら
く
わ
ざ
と
外
し
て
、

主
に
春
を
詠
ん
だ
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
意
地
悪
と
い
え
ば
、
意
地
悪
だ
が
、
ユ
ー
モ
ア
も
感
じ
ら
れ
る
。
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島し
ま

重し
げ

養か
い

子ほ
と
と
ぎ
す規
鳴な
く

てち
よ
うふ
冨と

田だ

の
月つ
き

山や
ま

は
花は
な

に
雪ゆ
き

に
も
名な

くぐ

はわ

し
き
哉か
な

【
訳
】
今
は
春
だ
が
、
も
う
初
夏
の
よ
う
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
と
聞
く
、
富
田
の
「
月
山
」
だ
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
夏
、
月

の
美
し
い
秋
だ
け
で
は
な
く
て
、
春
の
桜
花
、
冬
の
雪
に
取
り
合
せ
て
詠
む
の
も
な
か
な
か
美
し
い
ひ
び
き
が
あ
る
の
で
す
よ
。

【
注
】
子
規
―
ホ
ト
ト
ギ
ス
。
カ
ッ
コ
ウ
科
の
鳥
。
ア
ジ
ア
東
部
で
繁
殖
し
、
冬
は
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
る
。
日
本
に
は
初
夏
に
渡
来
。
キ
ョ

キ
ョ
キ
ョ
と
鋭
く
鳴
く
。
和
歌
で
は
、
悲
痛
な
鳴
き
声
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
古
今
集
』「
夏
山
に
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
心
あ
ら
ば

物
思
ふ
我
に
声
な
き
か
せ
そ
」。
俳
諧
で
は
夏
の
季
語
。
山
口
素
堂
「
目
に
は
青
葉
山
ほ
と
と
ぎ
す
初
鰹
」。　

鳴
て
ふ
―
源
俊
頼
「
ほ
と
と

ぎ
す
汝
が
兄
弟
（
か
ぞ
い
ろ
）
の
う
ぐ
ひ
す
に
稀
に
鳴
く
て
ふ
こ
と
な
な
ら
ひ
そ
」。「
て
ふ
」
は
「
と
い
ふ
」
の
縮
約
形
で
、
伝
聞
の
意
だ

が
、
動
詞
を
柔
ら
か
く
あ
と
に
続
け
る
働
き
が
あ
る
。　

名
く
は
し
―
名
が
美
し
い
。
よ
い
名
で
あ
る
。
名
高
い
。
濁
ら
ず
、「
な
く
は
し
」

と
も
。
上
代
語
。『
万
葉
集
』
三
〇
三
「
な
ぐ
は
し
き
印
南
の
海
の
沖
つ
波
千
重
に
隠
り
ぬ
大
和
島
根
は
」。『
万
葉
集
』
五
二
「
な
く
は
し

よ
し
の
の
や
ま
は
」。「
く
は
し
」
は
、（
繊
細
で
）
美
し
い
。
こ
こ
で
は
、
名
前
自
体
が
美
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
名
前
を
花
や
雪
と
取
り

合
わ
せ
る
と
美
し
い
、
ま
た
は
、
名
前
が
花
や
雪
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
方
向
で
、「
名
ぐ
は
し
」
を
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

＊
道
元
「
春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月
冬
雪
さ
え
て
冷
し
か
り
け
り
」
を
意
識
す
る
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
春
夏
秋
冬
、
雪
月
花
を
す
べ

て
詠
み
こ
ん
だ
言
葉
遊
び
、
お
ふ
ざ
け
の
面
が
強
い
。
月
山
だ
か
ら
、
月
を
詠
ん
で
、
季
節
は
秋
を
詠
ん
で
く
だ
さ
い
と
い
う
、
星
野
さ
ん

の
ご
依
頼
だ
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
今
は
季
節
は
春
だ
し
、
月
山
は
、
四
季
全
部
が
素
晴
ら
し
い
ん
だ
か
ら
、
無

視
し
て
、
好
き
な
よ
う
に
詠
み
ま
し
ょ
う
、
皆
さ
ん
、
と
い
う
歌
会
開
頭
の
歌
だ
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
賛
同
す
る
詠

み
手
も
い
る
し
、
律
義
に
依
頼
を
守
る
詠
み
手
も
い
る
。
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北き
た

島じ
ま

三み

綱つ
な

い
に
し
へえ

の
旗は
た

手て

も
か
く
や
靡な
び

き
け
ん
月つ
き

や
ま
さ
く
ら
あ
ら
し
吹ふ
く

な
り

【
訳
】
昔
の
戦
い
で
も
、
軍
旗
が
こ
ん
な
風
に
な
び
て
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。
月
山
の
桜
に
嵐
が
吹
い
て
い
る
の
で
あ
る
。



一
二

【
注
】
旗
手
―
長
旗
の
風
に
翻
る
先
端
。
は
た
あ
し
。
大
観
本
謡
曲
・
木
曽
「
山
鳩
翼
を
並
べ
つ
つ
、味
方
の
旗
手
に
飛
び
か
け
り
」。
浄
瑠
璃
・

『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
一
「
西
へ
西
へ
と
な
び
く
旗
手
（
ハ
タ
テ
）
に
」。
近
世
軍
記
物
の
常
套
句
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
語
で

は
な
く
、
和
歌
に
は
用
例
を
見
な
い
。
富
田
城
攻
防
戦
を
描
く
た
め
に
わ
ざ
と
軍
記
物
の
言
葉
を
用
い
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
は
た
」
を
「
は

た
て
」
と
三
字
に
引
き
延
ば
す
た
め
で
も
あ
る
。「
旗
」
に
対
し
て
、「
旗
手
」
は
、
厳
密
に
は
旗
の
先
端
を
さ
す
が
、
こ
こ
は
軍
旗
全
体
を

指
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
眼
前
の
桜
全
体
を
旗
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
し
だ
れ
桜
の
よ
う
な
桜
で
、
梢
の
み
揺
れ
る
よ
う
な

情
景
を
想
像
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
言
葉
の
使
い
方
に
厳
格
性
を
求
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、『
日
国
』「
は
た

あ
し
」
の
項
は
、「
長
い
旗
の
風
に
翻
る
末
端
の
部
分
。
旗
手
（
は
た
て
）。『
書
紀
』
雄
略
八
年
二
月
（
前
田
本
訓
）「
此
の
時
に
当
り
て
綴
（
か

か
）
れ
る
旒
（
ハ
タ
ア
シ
）
の
若
（
こ
と
）
く
に
あ
り
」。
十
巻
本
和
名
抄
五
「
幡　

旒
附　

唐
韻
云
音
流　

波
太
阿
之　

旌
旗
之
末
垂
者
也
」」

と
あ
り
、こ
ち
ら
の
方
は
古
語
で
あ
ろ
う
が
、和
歌
で
は
や
は
り
用
例
を
見
な
い
。
ま
た
、『
日
国
』「
旗
」の「
は
た　

の　

て
」の
項
に
は
、「
旗

の
上
部
、
旗
が
し
ら
。『
承
久
記
』
上
「
一
町
と
も
旗
の
手
の
靡
か
ぬ
所
は
候
は
ず
・
・
・
」
と
あ
り
、「
靡
く
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
旗
の
部
分
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で
は
な
く
、
旗
全
体
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。　

月
や
ま
さ
く
ら
―
江
戸
末
期
の
松

江
藩
歌
人
、
森
為
泰
に
、「
月
山
の
桜
を
思
ひ
や
り
て
広
瀬
な
る
は
ら
か
ら
の
も
と
へ
遣
は
し
け
る　

春
の
夜
の
月
山
さ
く
ら
此
こ
ろ
は
花

も
お
ぼ
ろ
に
さ
ぞ
に
ほ
ふ
ら
ん
」（『
類
題
和
歌
集
』）
の
一
首
が
あ
る
。「
月
山
桜
」
は
す
で
に
熟
し
た
語
と
な
っ
て
い
る
。「
遠
山
桜
」、「
深

山
（
み
や
ま
）
桜
」
等
の
歌
語
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
合
成
語
で
あ
ろ
う
。『
玉
葉
集
』「
春
霞
あ
や
な
な
た
ち
そ
雲
の
ゐ
る
遠
山
桜
よ
そ
に
て

も
見
ん
」。『
源
氏
物
語
』
若
紫
「
優
曇
華
の
花
待
ち
え
た
る
心
地
し
て
深
山
桜
に
目
こ
そ
う
つ
ら
ね
」。　

あ
ら
し
吹
な
り
―
津
守
国
基
「
山

川
に
し
が
ら
み
か
け
よ
龍
田
姫
峰
の
も
み
ぢ
に
嵐
吹
く
な
り
」、能
因
法
師
「
嵐
吹
く
三
室
の
山
の
も
み
ぢ
葉
は
龍
田
の
川
の
錦
な
り
け
り
」、

藤
原
家
隆
「
梢
よ
り
誘
ふ
に
飽
か
で
桜
花
散
り
敷
く
庭
に
嵐
吹
く
な
り
」。
北
島
三
綱
の
作
は
、
嵐
が
吹
い
て
花
が
散
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン

を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
新
味
が
あ
る
。「
な
り
」
は
断
定
の
助
動
詞
。

＊
前
首
を
受
け
て
、
眼
前
の
桜
を
歌
う
。
い
く
さ
を
歌
う
の
は
、
本
当
は
風
雅
な
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
が
、
そ
こ
を
あ
え
て
歌
う
。
荒

廃
し
た
城
跡
の
桜
に
過
去
の
幻
影
が
浮
か
ん
だ
こ
と
に
興
趣
を
覚
え
て
い
る
。
桜
を
旗
に
見
立
て
る
の
は
奇
抜
。
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島し
ま

多た

豆ず

夫お

勝か
つ

日ひ

山や
ま

勝か
ち

声ご
え

あ
けげ

し
た
たゝ

か
ひい

の
昔む
か
しを
そぞ

お
も
ふう

弓ゆ
み

は
り
の
月つ
き

【
訳
】
勝
日
山
で
勝
利
の
と
き
を
あ
げ
た
、
戦
争
の
む
か
し
の
あ
り
さ
ま
が
思
い
描
か
れ
る
。
こ
の
弓
を
は
っ
た
か
の
よ
う
な
三
日
月
を
み

て
い
る
と
。

【
注
】
勝
日
山
―
月
山
古
名
。
次
の
「
勝
声
」
を
呼
び
起
こ
す
。　

勝
声
―
鬨
（
と
き
）。
戦
争
で
勝
ち
を
収
め
た
時
の
か
ち
ど
き
。
例
え
ば

「
え
い
、
え
い
、
お
う
」。
山
部
赤
人
「
朝
凪
に
か
ぢ
こ
ゑ
（
但
し
原
文
は
「
梶
音
」）
聞
ゆ
御
食
つ
国
野
島
の
海
人
の
船
に
し
あ
る
ら
し
」。

　

あ
け
し
―
「
声
」
を
「
あ
げ
」
る
は
あ
ま
り
歌
語
と
し
て
は
使
わ
な
い
。
定
家
「
待
た
れ
つ
る
月
も
は
る
か
に
鳴
く
鶴
の
こ
ゑ
あ
げ
が
た

き
長
き
夜
の
霜
」。　

昔
を
そ
お
も
ふ
―
「
難
波
江
や
風
吹
き
す
さ
ぶ
蘆
の
葉
に
す
み
う
か
り
け
む
昔
を
ぞ
思
ふ
」。　
　

弓
は
り
の
月
―
弓

を
張
っ
た
よ
う
な
形
を
し
た
月
。
上
弦
、
ま
た
は
下
弦
の
月
。
弦
月
。
小
宰
相
「
敷
島
や
高
円
山
の
雲
間
よ
り
光
さ
し
そ
ふ
弓
張
の
月
」。

＊
月
と
い
っ
て
も
、
秋
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
前
首
を
受
け
て
、
尼
子
が
冨
田
城
包
囲
戦
に
勝
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
や
る
。
そ
れ
も
、

一
時
の
こ
と
で
、
結
局
滅
亡
の
悲
劇
が
待
っ
て
い
る
の
だ
が
。
弓
張
月
と
い
え
ば
、
尼
子
十
勇
士
の
筆
頭
山
中
鹿
之
助
が
、
三
日
月
の
前
立

て
に
鹿
の
角
の
脇
立
て
の
か
ぶ
と
を
用
い
て
い
た
こ
と
や
尼
子
家
再
興
の
た
め
に
「
願
わ
く
ば
我
に
七
難
八
苦
を
与
え
た
ま
え
」
と
三
日
月

に
祈
っ
た
逸
話
が
有
名
。
こ
こ
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
星
野
文
淑
の
説
明
に
も
、
他
の
作
品
に
も
触
れ
て
い
な
い

の
で
、
関
係
な
い
の
だ
ろ
う
。
山
中
鹿
之
助
の
物
語
は
、
あ
ま
り
に
俗
で
、
和
歌
の
材
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
し
た
か
。
山
中
鹿
之
助

は
江
戸
期
か
ら
人
気
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
本
格
的
な
顕
彰
は
明
治
以
後
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
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武た
け

田だ

道み
ち

年と
し

冨と

田だ

山や
ま

の
昔む
か
しを
と
へえ

はば

武も
の
の
ふ士
の
月つ
き

に
あ
そ
ひび

し
跡あ
と

そぞ

残の
こ

れ
る

【
訳
】
富
田
月
山
の
昔
を
し
の
ぼ
う
と
訪
ね
て
み
る
と
、
武
士
た
ち
が
、
月
を
見
な
が
ら
風
雅
な
遊
び
を
し
た
だ
ろ
う
あ
と
が
残
っ
て
い
た
。

【
注
】
冨
田
山
―
月
山
。　

昔
を
と
へ
は
―
藤
原
家
隆
「
梅
が
香
に
昔
を
と
へ
ば
春
の
月
答
へ
ぬ
影
ぞ
袖
に
映
れ
る
」。
こ
こ
の
「
と
ふ
」
は
、

「
訪
ふ
」、
訪
れ
る
の
意
味
で
あ
ろ
う
。　

武
士
―
も
の
の
ふ
。
朝
廷
諸
官
（
及
び
そ
の
氏
族
）
を
さ
す
「
物
部
」
に
由
来
す
る
と
い
う
説
が



一
四

あ
る
。
歌
語
と
し
て
は
、
多
数
を
示
す
言
葉
に
先
行
す
る
枕
詞
と
し
て
使
う
場
合
が
多
い
。
柿
本
人
麻
呂
「
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網

代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
く
方
知
ら
ず
も
」。
大
伴
家
持「
も
の
の
ふ
の
八
十
少
女
ら
が
汲
み
紛
ふ
寺
井
の
上
の
堅
香
子（
か
た
く
り
）の
花
」。

王
朝
和
歌
が
武
士
自
体
を
詠
む
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
武
家
の
源
実
朝
の
よ
う
に
、「
武
士
（
も
の
の
ふ
）
の
矢
並
つ
く
ろ
ふ
籠
手
の
上

に
霰
た
ば
し
る
那
須
の
篠
原
」
と
、わ
ざ
と
も
の
の
ふ
を
武
士
の
意
で
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。　

あ
そ
ひ
し
―
「
あ
そ
ぶ
」
は
、古
語
で
は
、

詩
歌
を
作
っ
た
り
、
音
楽
を
演
奏
し
た
り
、
歌
舞
を
し
た
り
し
て
楽
し
む
こ
と
を
言
う
。『
枕
草
子
』
御
仏
名
の
ま
た
の
日
「
ひ
と
わ
た
り

あ
そ
び
て
、
琵
琶
弾
き
や
み
た
る
程
に
・
・
・
」、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
「
月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
夜
更
く
る
ま
で
あ
そ
び
を
ぞ
し
給
ふ
な
る
」。

『
玉
葉
集
』「
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
立
ち
出
で
て
あ
そ
ぶ
今
宵
の
月
の
さ
や
け
さ
」。　

跡
そ
残
れ
る
―
『
続
千
載
集
』「
白
雪
の
布
留
の
中

道
な
か
な
か
に
訪
ふ
人
つ
ら
き
あ
と
ぞ
の
こ
れ
る
」。『
歌
枕
名
寄
』「
大
井
川
同
じ
流
れ
の
か
わ
ら
ぬ
に
古
き
御
幸
の
あ
と
ぞ
の
こ
れ
る
」。

現
在
の
月
山
に
は
山
中
御
殿
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
建
造
物
の
石
垣
及
び
平
地
が
残
っ
て
い
る
。そ
の
あ
た
り
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
尼
子
晴
久
の
時
代
に
、
都
か
ら
連
歌
師
を
呼
ん
で
、
以
後
連
歌
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
と
い
う
（『
広
瀬
町
史
』）。

＊
こ
れ
も
秋
を
明
言
は
し
て
い
な
い
。
冨
田
城
を
守
る
武
士
た
ち
も
、
無
骨
一
辺
倒
で
戦
い
に
明
け
暮
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
今
歌
会
を

楽
し
む
我
々
の
よ
う
に
、
月
を
見
な
が
ら
風
雅
な
遊
び
を
し
た
の
だ
ろ
う
と
、
お
り
し
も
空
に
浮
か
ん
で
い
る
月
を
見
な
が
ら
、
思
い
に
ふ

け
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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長は

谷せ

川が
わ

龍た
つ

衛え

た
たゝ

か
ひい

し
太た

刀ち

の
光ひ
か
りと
さ
ゆ
る
か
な
勝か
つ

日ひ

の
峯み
ね

の
秋あ
き

の
よ
の
つ
き

【
訳
】
こ
の
城
で
戦
っ
た
武
士
た
ち
の
持
っ
て
い
る
太
刀
の
光
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
に
さ
え
わ
た
っ
て
い
る
、
勝
日
の
峰
の
秋
の
夜
の
月
は
。

【
注
】
光
と
―
「
と
」
は
、・
・
・
の
よ
う
に
。
引
用
の
助
詞
か
ら
、比
喩
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、「
と
い
い
か
く
い
い
」
や
「
と

も
か
く
も
」
の
よ
う
に
、
副
詞
的
用
法
に
も
広
が
る
。　

さ
ゆ
る
―
冷
た
く
凍
る
の
意
か
ら
、
月
光
な
ど
が
白
々
と
冷
た
く
輝
く
さ
ま
を
い

う
。
慈
円
「
大
江
山
か
た
ぶ
く
月
の
影
冴
え
て
鳥
羽
田
の
面
に
落
つ
る
か
り
が
ね
」、
源
兼
昌
「
長
月
の
月
の
光
の
さ
ゆ
る
か
な
桂
が
枝
に

霜
や
置
く
ら
む
」。　

秋
の
よ
の
つ
き
―
刀
の
光
を
思
わ
せ
る
の
は
、や
は
り
さ
え
ざ
え
と
し
た
秋
の
月
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
今
集「
白



訳
注
『
出
雲
名
勝
摘
要
』（
四
）

一
五

雲
に
羽
打
ち
交
わ
し
飛
ぶ
雁
の
数
さ
へ
見
ゆ
る
秋
の
よ
の
月
」。
藤
原
長
能
「
都
に
も
人
や
待
つ
ら
む
石
山
の
峰
に
残
れ
る
秋
の
夜
の
月
」。

＊
こ
の
首
に
至
っ
て
初
め
て
「
秋
」
字
を
用
い
る
。
星
野
文
淑
の
依
頼
に
も
少
し
は
こ
た
え
た
か
。
前
首
の
よ
う
に
、
月
を
前
に
し
て
、
風

雅
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
今
度
は
武
士
ら
し
い
武
士
を
歌
う
。
月
か
ら
、「
た
た
か
ひ
」
や
「
太
刀
」
が
連
想
さ
れ
る
の
は
、
非
常
に
殺
風

景
で
あ
る
。
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北き
た

島じ
ま

湊
み
な
と

も
の
のゝ

ふ
の
花は
な

と
散ち
り

し
は
む
か
し
に
て
月つ
き

山や
ま

さ
く
ら
嵐あ
ら
しふ
く
也な
り

【
訳
】
武
士
た
ち
が
桜
の
花
の
よ
う
に
潔
く
命
を
散
ら
せ
た
の
は
も
う
昔
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
月
山
の
さ
く
ら
に
嵐
が
吹
き

す
さ
び
、
花
が
散
っ
て
い
る
情
景
だ
け
が
目
の
前
に
残
っ
て
い
る
。

【
注
】
も
の
の
ふ
―
前
出
。　

花
と
散
し
は
―
「
と
」
は
「
・
・
・
の
よ
う
に
」。「
花
と
散
る
」
は
、
武
士
の
潔
さ
を
言
い
表
す
の
に
好
ま
れ

る
表
現
。
ひ
と
つ
残
ら
ず
、
あ
と
か
た
も
な
く
、
消
失
し
て
し
ま
う
。『
古
今
集
』「
我
の
み
や
世
を
う
ぐ
ひ
す
と
な
き
わ
び
む
人
の
心
の
花

と
散
り
な
ば
」、
道
真
「
花
と
散
り
珠
と
見
え
つ
つ
あ
ざ
む
け
ば
雪
降
る
里
ぞ
夢
に
見
え
け
る
」、
蓮
生
「
吉
野
川
滝
の
上
な
る
山
桜
岩
越
す

波
の
花
と
散
る
ら
し
」。　

む
か
し
に
て
―
藤
原
顕
忠
母
「
鴬
の
鳴
く
な
る
声
は
昔
に
て
わ
が
身
ひ
と
つ
の
あ
ら
ず
も
あ
る
か
な
」。　

月
山

さ
く
ら
嵐
ふ
く
也
―
46
北
島
三
綱
の
下
二
句
と
全
く
同
じ
。

＊
ま
た
、
春
に
戻
る
。
お
そ
ら
く
近
親
者
目
上
の
北
島
三
綱
の
句
を
い
た
だ
い
て
、
ま
ね
て
み
た
。
同
じ
二
句
を
使
い
な
が
ら
、
三
綱
の
作

品
は
、
意
気
軒
高
な
武
士
及
び
旗
に
、
ま
だ
散
ら
ぬ
盛
り
の
花
を
配
し
て
い
る
が
、
湊
は
、
時
が
過
ぎ
ゆ
き
、
武
士
た
ち
が
自
刃
、
冨
田
城

が
落
城
し
た
こ
と
に
、
花
が
散
っ
た
こ
と
を
あ
つ
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
妙
で
あ
る
。
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細ほ
そ

野の

安や
す

恭ゆ
き

春は
る

過す
ぎ

て
花は
な

も
匂に
お

はわ

ぬ
月つ
き

山や
ま

に
古ふ
る

き
昔む
か
しを
よ
ふぶ

千ち

鳥ど
り

哉か
な

【
訳
】
月
山
は
、春
が
過
ぎ
て
、花
も
散
り
、匂
い
も
し
な
く
な
り
、殺
風
景
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、往
時
を
呼
び
寄
せ
る
よ
う
に
、千
鳥
が
「
ち



一
六

よ
ち
よ
」、「
千
代
八
千
代
」
と
鳴
い
て
い
る
声
が
心
に
し
み
わ
た
る
。

【
注
】
春
過
ぎ
て
―
持
統
天
皇
「
春
過
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
香
久
山
」。　

花
も
匂
は
ぬ
―
伊
勢
「
春
が
す
み
立
つ

を
見
捨
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
」
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
花
に
興
趣
を
感
じ
な
い
雁
と
違
っ
て
、
千
鳥
は
春
ど
こ

ろ
か
、
夏
に
な
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
、
月
山
に
懐
古
の
興
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
、
い
つ
ま
で
も
月
山
に
居
続
け
る
の
で
あ
る
。　

古
き
昔
―
『
古
今
集
』「
五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
を
意
識
す
る
だ
ろ
う
。
春
の
花
は
も
ち
ろ
ん
、
夏
の

花
も
咲
か
な
い
、
だ
か
ら
、（『
古
今
集
』
は
昔
の
愛
人
の
こ
と
だ
が
、
拡
大
解
釈
し
て
）
昔
を
し
の
ぶ
よ
す
が
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
千
鳥
が
鳴
く
の
で
あ
る
。「
に
ほ
ふ
」
は
、
本
来
は
視
覚
的
に
映
え
る
意
だ
が
、
平
安
時
代
に
現
代
の
嗅
覚
と
し
て
か
お
る
と
い
う

意
味
が
生
じ
た
。『
古
今
集
』「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
」
も
、
こ
の
作
品
の
発
想
の
源
で
あ
ろ
う

か
。　

古
き
昔
―
正
徹
・
橘
薫
枕
「
橘
は
ち
か
き
若
木
ぞ
う
ゑ
ぬ
世
の
枕
や
ふ
る
き
む
か
し
な
る
ら
ん
」。「
古
き
」
と
「
昔
」
と
同
意
語
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
と
今
と
の
隔
絶
を
よ
り
強
め
る
。　

よ
ぶ
―
一
人
で
は
寂
し
く
て
、
誰
か
を
呼
び
寄
せ
よ
せ
よ
う
と
す
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
る
。
自
己
の
寂
し
さ
と
尼
子
の
武
士
た
ち
に
対
す
る
追
念
の
情
を
、
千
鳥
に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
神
女
郎
「
さ
夜
中

に
友
呼
ぶ
千
鳥
も
の
思
ふ
と
わ
び
を
る
時
に
鳴
き
つ
つ
も
と
な
」。
和
泉
式
部
「
彼
を
聞
け
小
夜
更
け
ゆ
け
ば
我
な
ら
で
妻
呼
ぶ
千
鳥
さ
こ

そ
鳴
く
な
れ
」。　

千
鳥
―
チ
ド
リ
科
の
鳥
で
は
あ
る
が
、
水
辺
を
好
む
習
性
な
ど
は
、
こ
の
歌
で
考
え
る
必
要
は
な
く
、「
千
」
羽
も
群
れ

る
よ
う
な
小
鳥
で
、
ち
よ
ち
よ
（
千
代
八
千
代
）
と
鳴
く
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。『
古
今
集
』「
し
ほ
の
山
さ
し
で

の
磯
に
す
む
千
鳥
き
み
が
御
代
を
ば
八
千
代
と
ぞ
鳴
く
」。
西
園
寺
公
相
「
夕
さ
れ
ば
塩
ひ
の
か
た
に
な
く
千
鳥
声
を
ば
千
代
に
八
千
代
と

そ
鳴
く
」。
悠
久
の
時
間
を
呼
び
起
こ
す
鳴
き
声
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柿
本
人
麻
呂
「
近
江
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
い
に

し
へ
思
ほ
ゆ
」
以
来
、
そ
の
鳴
き
声
は
、
孤
独
な
人
に
過
去
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
群
れ
て
鳴
く
の
で
、

よ
り
聞
く
も
の
の
孤
独
感
が
増
す
。
源
兼
昌
「
淡
路
島
通
ふ
千
鳥
の
鳴
く
声
に
幾
夜
寝
覚
め
ぬ
須
磨
の
関
守
」、
藤
原
秀
能
「
風
吹
け
ば
よ

そ
に
な
る
み
の
か
た
お
も
ひ
思
は
ぬ
浪
に
鳴
く
千
鳥
か
な
」。

＊
眼
前
の
春
夏
の
交
の
情
景
に
戻
っ
て
歌
会
を
締
め
く
く
る
。
花
が
散
る
春
や
月
が
照
る
秋
で
な
く
て
は
、
懐
古
の
興
趣
を
詠
め
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
す
で
に
島
重
養
が
言
及
し
た
し
、
寂
寞
懐
古
の
情
を
催
す
悲
し
い
声
と
し
て
あ
ま
り
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
の



訳
注
『
出
雲
名
勝
摘
要
』（
四
）

一
七

で
、
自
分
は
千
鳥
を
題
材
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
千
鳥
は
俳
諧
の
季
語
で
は
冬
。
芭
蕉
「
星
崎
の
闇
を
見
よ
と
や
鳴
く
千
鳥
」。
こ
れ
で
、

和
歌
の
方
は
、
春
夏
秋
冬
四
季
が
一
応
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
星
野
文
淑
が
強
調
し
た
月
山
の
紅
葉
は
結
局
誰
も
詠
ま
な
か
っ
た
。

52　
　
　
　

安や
す

来ぎ　

芋う

村そ
ん

そ
の
声こ
え

や
さ
す
かが

吐と

月げ
つ

の
郭
ほ
と
と
ぎ
す公

【
訳
】
吐
月
峰
で
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
は
、
う
わ
さ
通
り
な
る
ほ
ど
凄
惨
な
響
き
だ
。
ま
さ
に
、
泣
い
て
血
を
吐
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
は
こ

の
こ
と
。
吐
月
と
聞
い
て
、
吐
血
が
連
想
さ
れ
る
。

【
注
】
安
来　

芋
村
―
『
安
来
町
史
』
に
「（
山
内
）
曲
川
翁
の
弟
子
筋
に
・
・
・
灘
紺
屋
の
富
田
芋
村
」
と
あ
る
。『
風
流
新
誌
』
第
一
号
「
年

越
し
て
又
山
の
あ
る
寒
さ
か
な　

芋
村
」。　

そ
の
声
や
―
「
そ
の
」
は
単
な
る
指
示
代
名
詞
で
は
な
く
、
今
聞
い
て
い
る
ほ
か
で
も
な
い

こ
の
声
。
一
回
性
、現
前
性
を
強
調
す
る
。
柿
本
人
麻
呂
家
集
「
佐
保
川
に
遊
ぶ
千
鳥
の
小
夜
更
け
て
そ
の
声
聞
け
ば
い
ね
ら
れ
な
く
に
」。　

さ
す
か
―
「
さ
す
が
」
は
古
典
で
は
「
そ
う
は
い
う
も
の
の
や
は
り
」
と
い
う
逆
説
的
な
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
、「
な
る
ほ
ど
（
思
っ
て

い
た
通
り
だ
）、
や
は
り
（
聞
い
て
い
た
通
り
だ
）」
の
近
世
俗
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
俳
諧
に
ふ
さ
わ
し
い
措
辞
。　

吐
月
―
月
山
の
頂

上
は
吐
月
峰
と
呼
ば
れ
た
。
吐
血
に
掛
け
る
。
白
居
易
『
琵
琶
行
』「
杜
鵑
は
血
に
啼
き
猿
は
哀
し
く
鳴
く
」
を
も
と
に
し
て
で
き
た
「
啼

い
て
血
を
吐
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
言
い
回
し
を
織
り
込
ん
で
い
る
。
梁
・
宋
懍
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
引
く
注
に
も
、「
此
の
鳥
啼
い
て
血
の

出
づ
る
に
至
り
、
乃
ち
止
む
」
と
あ
る
。

＊
季
語
は
郭
公
（
夏
）。
庶
民
の
文
学
で
あ
る
俳
諧
は
、
廃
墟
を
前
に
し
た
幻
想
や
、
武
士
の
こ
と
な
ど
は
詠
ま
ぬ
。
む
し
ろ
開
き
直
っ
て

談
林
調
の
ダ
ジ
ャ
レ
を
楽
し
む
。「
さ
す
が
」
の
措
辞
な
ど
、
俗
っ
ぽ
さ
が
身
上
。

53　
　
　
　

松ま
つ

江え　

百
ひ
や
く

喜き

月つ
き

山や
ま

も
花は
な

の
七な
ぬ

日か

の
く
も
り
か
な

【
訳
】
こ
の
月
山
、
桜
は
七
日
し
か
持
た
な
い
と
い
う
の
に
、
あ
い
に
く
の
曇
り
で
花
も
月
も
楽
し
め
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
こ
れ
も
興
趣



一
八

の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
。

【
注
】
松
江　

百
喜
―
不
明
。『
風
流
新
誌
』
第
一
号
に
「
待
た
日
の
か
げ
に
や
咲
い
て
福
寿
草　

百
喜
」
が
掲
載
。
山
内
曲
川
の
弟
子
の
一

人
だ
ろ
う
。　

花
の
七
日
―
花
七
日
は
、
桜
は
咲
い
て
か
ら
散
る
ま
で
が
七
日
間
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。
盛
り
の
時
期
の
短
い
こ
と
の

た
と
え
。
西
行
『
思
ひ
や
る
高
嶺
の
雲
の
花
な
ら
ば
散
ら
ぬ
七
日
は
晴
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
」。
こ
の
西
行
の
歌
を
意
識
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

月
山
を
覆
う
雲
全
体
を
花
と
見
立
て
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
雲
の
下
に
は
、
花
が
咲
き
、
散
っ
て
い
る
。
芭
蕉
「
花
咲
き

て
七
日
鶴
見
る
麓
哉
」。『
新
続
犬
筑
波
集
』「
花
盛
り
い
か
で
七
日
を
き
り
か
や
つ
」。
花
が
散
り
、
月
が
曇
る
の
を
悲
し
ん
で
い
る
だ
け
で

は
な
い
。
兼
好
『
徒
然
草
』「
花
は
盛
り
に
、月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
や
芭
蕉
「
名
月
に
麓
の
霧
や
田
の
く
も
り
」
の
よ
う
に
、

曇
る
月
や
散
っ
て
し
ま
っ
た
花
を
楽
し
む
伝
統
が
あ
っ
た
。花
曇
り
、朧
月
も
愛
さ
れ
て
き
た
。蕪
村「
花
ぐ
も
り
朧
に
つ
づ
く
ゆ
ふ
べ
か
な
」。

＊
季
語
は
花
（
春
）。
前
句
に
対
し
て
、
穏
や
か
な
調
子
。
掛
詞
等
の
け
れ
ん
み
も
な
い
。
月
と
花
と
い
う
、
俳
諧
連
歌
で
重
要
な
景
物
が

こ
こ
月
山
で
は
味
わ
え
ま
す
よ
（
た
と
え
天
気
が
悪
く
て
も
）、
と
い
う
宣
伝
に
も
な
っ
て
い
る
。
結
局
、
俳
諧
の
方
で
も
、
星
野
文
淑
の

意
図
に
反
し
て
、
秋
の
月
山
や
そ
の
紅
葉
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
星
野
と
親
し
い
漢
詩
人
の
グ
ル
ー
プ
な
ら
、
秋
の
詩
、
紅
葉
の

詩
を
寄
せ
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
頼
山
陽
以
来
、
よ
く
題
材
に
さ
れ
る
、
山
中
鹿
之
助
に
触
れ
る
詩
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
倉
卒
に
出
版
を
急
い
だ
よ
う
で
、
本
書
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
手
落
ち
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
編
者
と
選
者
・
作
者
と

の
、
芸
術
観
・
歴
史
観
の
く
い
ち
が
い
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
興
味
深
い
。

　
　

○
犬い

ぬ

石い
し

意お

宇う

郡ぐ
ん

、
白は
く

石い
し

村む
ら

ニ
ア
リ
。
長な
が

サ
一い
ち

丈じ
よ
う、
高た
か

サ
四し

尺し
や
く、
周
し
ゆ
う

回か
い

一い
ち

丈じ
よ
う

九き
ゆ
う

尺し
や
くノ
石い
し

ニ
シ
テ
、
大お
お

己な

貴む
ち
の

命み
こ
と

猪し
し

ヲ
逐お

フう

時と
き

、
率ひ
き

ユ
ル
ト
コ
ロ
ノ
犬い
ぬ

ハ
、
則す
な
わチ
是こ

レ
ナ
リ
。
今こ
ん

日に
ち

ニ
ア
リ
テ
、
猶な

ホお

其そ
の

形か
た
ちヲ
損そ
ん

セ
スず

。
廻め
ぐ

ラ
ス
ニ
石い
し

垣が
き

ヲ
以も
つ

テ
ス
。

【
訳
】
犬
石
は
意
宇
郡
白
石
村
に
あ
る
。
長
さ
一
丈
（
約
三
・
〇
米
）、
高
さ
四
尺
（
約
一
・
二
米
）、
ぐ
る
り
が
一
丈
九
尺
（
約
五
・
八
米
）
の

石
で
、
オ
オ
ナ
ム
チ
（
大
国
主
命
）
が
イ
ノ
シ
シ
を
追
跡
し
た
と
き
に
、
連
れ
て
き
た
犬
が
化
し
た
の
が
こ
の
石
で
あ
る
。
今
な
お
、
犬
の

形
は
崩
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
周
り
は
石
垣
で
囲
ん
で
あ
る
。



訳
注
『
出
雲
名
勝
摘
要
』（
四
）

一
九

【
注
】
犬
石
―
本
項
目
は
二
つ
前
の
猪
石
と
連
続
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
間
に
月
山
城
墟
が
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
は
な
は
だ
不
審
。
病
弱
な

星
野
文
淑
が
本
書
の
出
版
を
急
い
だ
ら
し
い
形
跡
が
あ
り
、
原
稿
未
整
理
の
ま
ま
、
書
店
が
本
人
の
校
閲
を
経
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
出

版
し
て
し
ま
っ
た
か
。
犬
石
は
、
石
宮
神
社
（
現
松
江
市
宍
道
町
白
石
）。
本
殿
裏
の
石
の
柵
に
囲
ま
れ
た
犬
型
の
石
に
比
定
さ
れ
る
。
先

述
の
ご
と
く
、
神
社
の
入
り
口
に
は
、
巨
石
が
数
個
あ
り
、
こ
れ
ら
を
『
風
土
記
』
の
猪
石
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
。
本
殿
は
後
か
ら
作
ら

れ
た
も
の
で
、
江
戸
期
に
は
犬
石
の
周
り
を
、
石
の
柵
で
囲
む
だ
け
だ
っ
た
。
明
治
五
年
村
社
に
列
せ
ら
れ
、
四
十
年
他
神
社
を
合
祀
し
て

社
殿
を
新
築
し
た
と
い
う
（『
宍
道
町
史
』）。
本
書
成
立
の
時
期
に
は
、
ま
だ
社
殿
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
挿
絵
の
犬
石

の
図
に
も
、
樹
木
が
背
景
に
描
か
れ
る
れ
る
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
挿
絵
に
は
問
題
が
あ
っ
て
、
石
の
形
は
現
在
の
も
の
と
よ
く

似
て
い
る
が
、
石
垣
が
描
い
て
い
な
い
（
現
在
も
古
い
石
垣
が
残
っ
て
い
る
）。
犬
石
を
置
く
石
積
み
の
高
い
台
（
よ
く
、
神
社
で
狛
犬
が

置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
）
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
砂
利
を
敷
い
た
平
地
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
改
築
や
廃
棄
を
し
た
よ
う
に
は
見
え

な
い
。
や
は
り
、
挿
絵
作
者
の
妹
尾
春
江
は
、
現
地
に
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
人
づ
て
の
情
報
で
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
星
野
文

淑
も
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　

白
石
村
―
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
二
年
、
宍
道
村
に
編
入
さ
れ
る
が
、

江
戸
時
代
か
ら
、
村
名
（
地
区
名
）
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
犬
石
・
猪
石
（
ど
ち
ら
も
白
色
）
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。

な
ぜ
、「
は
く
い
し
」
と
読
む
か
は
不
明
。　

長
サ
一
丈
―
猪
石
の
項
と
同
様
、『
風
土
記
』
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
。
こ
ち
ら

も
、
訳
で
は
、
メ
ー
ト
ル
法
に
換
算
し
て
概
数
を
示
し
た
。
犬
石
の
場
合
は
、
実
物
は
数
字
よ
り
か
な
り
小
さ
い
。
現
在
の
犬
石
と
は
違
う

（
例
え
ば
、
神
社
の
入
口
の
巨
石
）、『
風
土
記
』
の
度
量
衡
が
特
殊
で
あ
る
等
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、『
風
土
記
』
の
記
述
は
そ
れ
ほ

ど
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。　

率
ユ
ル
―
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
「
ひ
き
ゐ
る
」
が
正
し
い
。「
も
ち
ゐ
る
」
同
様
、「
引
く
」
と
「
ゐ

る
」（
こ
れ
も
引
く
、
引
率
す
る
の
意
）
の
合
成
語
。
し
か
し
、
中
世
以
後
は
、
原
義
は
忘
れ
ら
れ
、
音
韻
が
変
化
し
、「
ひ
き
ゆ
る
」
等
の

表
記
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。　

猶
ホ
其
形
ヲ
損
セ
ス
―
『
呂
氏
春
秋
』
孝
行
「
其
の
身
を
虧
か
ず
、
其
の
形
を
損
せ
ず
ん
ば
、
孝
と
謂

ぶ
可
し
矣
」。　

廻
ラ
ス
ニ
石
垣
ヲ
以
テ
ス
―
酉
陽
雑
俎
（
巻
十
八
）「
無
憂
王
因
り
て
懺
悔
し
て
灰
菩
提
樹
と
号
し
、
遂
に
周
ら
す
に
石
垣

を
以
て
す
」。
漢
文
と
し
て
は
、
普
通
は
「
周
」
を
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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島し
ま

重し
げ

養か
い

大お
お

神か
み

の
御み

狩か
り

の
幸さ
ち

を
か
がゝ

ふ
り
て
犬い
ぬ

は
と
き
はわ

の
石い
し

と
な
り
け
む

【
訳
】オ
オ
ナ
ム
チ
の
神（
大
国
主
命
）が
ご
狩
猟
遊
ば
さ
れ
た
の
に
お
供
し
た
お
か
げ
を
こ
う
む
っ
て
、犬
は
永
遠
の
命
を
持
っ
た
石
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
注
】
大
神
、
御
狩
―
猪
石
44
島
重
養
和
歌
の
中
で
先
述
。「
幸
」、「
か
が
ふ
る
」
と
と
も
に
古
代
風
を
醸
し
出
す
言
葉
。　

幸
―
さ
ち
。
幸

福
、
恩
沢
の
意
味
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
四
月
十
五
日
宣
命
「
凡
そ
人
の
子
の
福
（
さ
ち
）
を
蒙
ら
ま
く
欲
り
す
る

事
は
、
お
や
の
た
め
に
と
な
も
聞
し
め
す
」。
自
然
か
ら
と
れ
る
産
物
、
獲
物
、
収
穫
。
古
事
記
に
「
海
幸
彦　

山
幸
彦
」。
本
来
は
狩
猟
漁

撈
に
お
け
る
獲
物
（
ま
た
は
獲
物
を
捕
る
道
具
）
が
原
意
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
神
で
あ
る
大
国
主
命
が
狩
っ
た
特
別
な
神
獣
で
あ
る
猪
を

褒
美
で
い
た
だ
き
、
食
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
、
永
遠
の
生
命
を
得
た
と
い
う
解
釈
に
な
ろ
う
か
。　

か
ゝ

ふ
り
て
―
後
世
、「
こ
う
む
る
」「
か
ぶ
る
」「
か
ん
む
り
」
な
ど
に
転
化
し
た
古
代
語
。
承
る
。
こ
う
む
る
。
特
に
、
命
令
や
恩
沢
を
受
け

る
。『
万
葉
集
』
四
三
二
一
「
恐
き
や
命
か
が
ふ
り
」。　

と
き
は
―
常
盤
。「
と
こ
い
は
（
常
に
存
在
し
続
け
る
岩
）」
が
つ
づ
ま
っ
た
こ
と

ば
。
岩
に
限
ら
ず
、
永
遠
な
る
も
の
一
般
を
指
す
が
、
こ
こ
は
原
義
が
残
っ
て
い
る
。
大
江
匡
房
「
君
が
代
の
常
盤
の
石
は
天
下
る
乙
女
の

袖
も
い
か
が
撫
づ
ら
む
」、
藤
原
行
家
「
君
が
代
は
動
き
も
あ
ら
じ
苔
の
む
す
常
盤
の
石
の
い
つ
も
と
き
は
に
」。　

石
と
な
り
け
む
―
太
皇

太
后
宮
小
侍
従
「
逢
ふ
こ
と
の
難
き
嘆
き
に
恋
ひ
死
な
ば
我
も
や
野
辺
の
石
と
な
り
な
む
」
と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
、
夫
の
帰
り
を
待
っ
て

妻
が
石
に
な
っ
て
し
ま
う
「
望
夫
石
」
の
故
事
は
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
な
ん
と
犬
が
石
と
な
っ
た
と
は
、
と
い
う
驚
き

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

＊
神
話
は
、
後
世
の
一
般
人
に
は
何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
い
。
理
屈
が
通
ら
な
い
。
そ
こ
が
恐
ろ
し
い
し
、
魅
力
的
で
も
あ
る
と
こ
ろ
だ
。

主
人
の
た
め
に
尽
く
し
た
犬
が
な
ぜ
石
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
不
条
理
で
あ
る
。
永
遠
の
生
命
を
褒
美
に
い
た
だ
い
た
の
だ
と
い
う
解
釈

で
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
。
末
句
は
、過
去
推
量
の
助
動
詞
「
け
む
」
で
結
ん
で
い
る
。
例
え
ば
浦
島
太
郎
の
結
末
の
よ
う
に
、

不
可
解
な
気
持
ち
が
後
を
引
く
。



訳
注
『
出
雲
名
勝
摘
要
』（
四
）

二
一

55　
　
　
　
　
　
　
　
　

北き
た

島じ
ま

三み

綱つ
な

猪し
し

お
ひい

て
石い
し

と
な
り
け
ん
犬い
ぬ

像か
た

の
い
はわ

ほお

そぞ

里さ
と

の
ま
も
り
也な
り

け
る

【
訳
】
い
の
し
し
を
お
っ
か
け
て
石
と
な
っ
た
そ
う
な
、
犬
の
形
を
し
た
大
岩
が
、
こ
の
里
を
守
る
守
護
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】
石
と
な
り
け
ん
―
前
首
末
二
句
の
繰
り
返
し
。
た
だ
し
、「
け
ん
（
む
）」
は
、
連
体
形
と
み
て
、「（
犬
像
の
）
い
は
ほ
」
に
か
か
っ

て
い
る
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。　

い
は
ほ
―
「
石
」
と
大
小
の
差
は
あ
っ
て
も
、
同
義
語
で
、
重
複
し
て
い
る
の
は
拙
い
よ
う
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
わ
ざ
と
。
国
歌
君
が
代
の
も
と
と
な
っ
た
、『
古
今
集
』「
我
が
君
は
千
代
に
や
ち
よ
に
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の
む

す
ま
で
」
が
念
頭
に
あ
る
だ
ろ
う
。
同
義
語
の
重
複
に
、
伝
説
上
の
「
石
」
が
、
巨
大
な
「
岩
」
と
し
て
目
の
前
に
あ
り
あ
り
と
現
れ
て
い

る
と
い
う
感
動
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
君
が
代
と
発
想
は
違
う
が
、
時
間
の
流
れ
の
悠
久
さ
に
対
す
る
感
慨
も
表
現
し
て
い
る
。　

ま
も

り
―
本
来
は
、「
目�（
ま
）�守�（
も
）�る
」
の
意
。
見
守
る
こ
と
か
ら
、
外
敵
の
侵
入
を
防
止
、
監
視
す
る
意
味
に
広
が
っ
た
。「
ま
も
り
」
は
、

そ
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の
。
小
野
好
古
母
「
垂
乳
根
の
親
の
ま
も
り
と
相
ひ
添
ふ
る
心
ば
か
り
は
せ
き
な
と
ど
め
そ
」。「
も
る
」
が

そ
も
そ
も
注
意
し
て
見
張
る
、
番
を
す
る
意
味
。『
古
今
集
』「
山
田
も
る
秋
の
か
り
い
ほ
に
置
く
露
は
稲
負
鳥
（
い
な
お
ほ
せ
ど
り
）
の
涙

な
り
け
り
」。
犬
石
も
、
外
敵
防
御
の
神
と
し
て
里
人
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
語
の
「
見
守
る
」
程
度
に
、

目
立
っ
た
こ
と
は
せ
ず
、
じ
っ
と
優
し
く
守
護
し
て
い
る
と
い
う
方
向
で
読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。『
続
千
載
集
』「
昔
よ
り
御
国
は
る
か

に
伝
は
れ
る
法
ぞ
こ
の
世
の
ま
も
り
な
り
け
る
」。

＊
前
首
の
不
可
解
に
対
す
る
一
応
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
。
前
首
の
「
石
と
な
り
け
む
（
ん
）」
を
わ
ざ
と
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
異
常

な
こ
と
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
犬
は
神
秘
的
能
力
を
得
て
、
今
も
こ
の
村
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
と
、
い
わ
ば
強
弁
し
て
納
得
す
る
。

神
秘
的
な
次
元
か
ら
、
眼
前
の
平
穏
な
世
界
に
戻
っ
て
、
締
め
く
く
る
。

　

本
稿
は
、

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
山
陰
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

近
代
山
陰
の
政
治
と
文
化
―
「
渡
部
寛
一
郎
関
係
文
書
」・「
若
槻
礼
次
郎
関�

係
文
書
」
に
見
る
漢
詩
と
政
党
政
治
の
関
係
分
析
を
通
し
て



二
二

―
（
課
題
番
号�

一
六
一
一�　

�

期
間　

二
〇
一
六
～
二
〇
一
八
年
度　
　

代
表��

要
木
純
一
）

1611
　

及
び
、

科
研
費　

基
盤
研
究
（
Ｃ
）

近
代
山
陰
地
域
の
漢
詩
と
官
僚
出
身
政
治
家
の
文
化
教
養
環
境
―
中
国
文
学
と
日
本
史
学
の
学
際
的
研
究�

（
研
究
課
題/

領
域
番
号　

16K
02366　

　

期
間�
二
〇
一
六
～
二
〇
一
八
年
度　
　

研
究
代
表
者　

要
木
純
一
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


