
風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て

谷
口
雅
博
氏
訳
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
を
め
ぐ
っ
て

荊

木

美

行

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
一
巻
第
六
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
一
巻
第
六
号

平

成

三

十

年

十

二

月

十

日

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て

谷
口
雅
博
氏
訳
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
を
め
ぐ
っ
て

荊

木

美

行

一
︑
は
じ
め
に
︱

古
典
の
現
代
語
訳
と
は

︱

古
典
の
現
代
語
訳
を
実
現
す
る
た
め
に
は
︑
ク
リ
ア
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
︒

一
つ
に
は
︑
ま
ず
訳
の
も
と
と
な
る
原
文
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
正
確
な
現
代
語
訳
を
作
る
た
め
に
は
︑
正
し
い
本
文
が
需も
と

め
ら
れ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
の
た
め
に
は
底
本
を
決
め
︑
諸
本
を
博
捜
し
て
校
訂
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
幸
い
︑

風
土
記
で
は
こ
の
方
面
の
テ
キ
ス
ト
研
究
は
ず
い
ぶ
ん
進
捗
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
風
土
記
に
よ
っ
て
は
原
文
の
復
元
が
む
つ
か
し
い

ケ
ー
ス
も
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
︑
そ
の
複
雑
な
転
写
の
過
程
が
災
い
し
て
︑
脱
文
や
誤
字
が
少
な
く
な
い
︒
ま
た
︑﹃
播
磨
国
風
土

記
﹄
な
ど
も
︑
唯
一
の
伝
本
で
あ
る
三
條
西
家
本
に
誤
脱
や
判
読
不
能
の
字
体
が
多
く
あ
り
︑
原
文
の
確
定
が
む
つ
か
し
い
場
合
が
ま
ま

あ
る
︒﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
記
述
の
大
部
分
は
地
名
の
起
源
説
話
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
し
か
も
大
半
は
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
だ
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が
︑
原
文
の
ま
ま
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
地
名
が
導
か
れ
る
の
か
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
︒

他
の
風
土
記
の
場
合
で
も
︑
実
際
に
現
代
語
訳
を
こ
こ
ろ
み
る
と
︑
あ
ら
た
め
て
原
文
の
文
字
が
こ
れ
で
よ
い
の
か
が
気
に
な
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
風
土
記
の
現
代
語
訳
化
は
︑
ス
タ
ー
ト
時
点
で
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
を
負
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
︒

い
ま
一
つ
問
題
な
の
は
︑
風
土
記

実
際
に
は
風
土
記
だ
け
で
な
く
︑
漢
文
体
の
日
本
の
古
典
全
般
に
共
通
の
問
題
だ
が

の
現

代
語
訳
が
︑
原
文
か
ら
の
直
接
の
飜
訳
で
は
な
く
︑
い
わ
ゆ
る
読
み
下
し
文
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

読
み
下
し
文
と
は
︑
漢
文
訓
読
の
原
則
に
し
た
が
っ
た
古
典
中
国
語
↓
日
本
語
と
い
う
一
種
の
﹁
飜
訳
﹂
で
あ
っ
て
︑
日
本
で
は
外
国

語
の
読
解
方
法
と
し
て
長
い
歴
史
が
あ
る
︒
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
批
判
も
あ
る
︒
た
し
か
に
︑﹁
君
子
は
其
の
知
ら
ざ
る

と
こ
ろ
に
於
て
は
︑
蓋
し
闕
如

け
つ
じ
ょ

す
﹂︵﹃
論
語
﹄
子
路
︶︑﹁
豈あ
に

身
を
愛
す
る
こ
と
桐
梓
に
若し

か
ざ
ら
ん
や
︒
思
わ
ざ
る
の
甚
だ
し
き
な
り
﹂︵﹃
孟

子
﹄
告
子
上
︶
と
い
っ
た
一
定
の
型
に
嵌
っ
た
漢
文
調
の
文
語
文
で
は
︑
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
会
話
の
味
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
憾
み
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
も
そ
も
漢
文
訓
読
と
は
︑
本
来
外
国
語
で
あ
る
中
国
古
典
語
を
日
本
語
で
読
み
解
く
た
め
の

便
法
で
あ
っ
て
︑
生
硬
な
飜
訳
と
考
え
て
使
え
ば
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
有
用
な
も
の
だ
と
思
う
︒

も
っ
と
も
︑﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄︑
そ
し
て
風
土
記
と
い
っ
た
古
典
の
読
み
下
し
文
で
は
︑
中
国
の
古
典
や
漢
詩
と
は
ち
が
う
︑

独
自
の
訓
読
文
が
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
原
文
に
敬
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
が
な
い
場
合
で
も
︑
主
体
が
神
や
天

皇
の
場
合
︑﹁
し
た
ま
ふ
﹂﹁
の
た
ま
ふ
﹂
と
補
読
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
︒
現
代
語
訳
で
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
﹁
な
さ
る
﹂﹁
仰
せ
に
な
る
﹂

な
ど
と
敬
語
体
に
訳
す
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
実
際
は
こ
れ
も
原
文
の
真
意
を
ど
こ
ま
で
反
映
し
た
も
の
か
は
疑
わ
し
い
部
分

も
あ
る
︒
山
田
宗む
ね

睦む
つ

氏
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
現
代
語
訳
で
は
︑
原
文
に
敬
語
を
示
す
文
字
が
存
在
す
る
場
合
の
み
そ
れ
を
訳
出
す
る
方
針

で
臨
ん
で
い
る
が
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
見
識
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
詔の

り
た
ま
は
く
﹂﹁
曰い
わ

く
﹂
で
は
じ
ま
る
会
話
文
の
末
尾
に
﹁
と
の
り
た
ま
ふ
﹂﹁
と
い
ふ
﹂
な
ど
と
補
読
す
る
よ
う
な
ケ
ー
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ス
も
あ
る
︒
会
話
・
引
用
を
示
す
カ
ギ
括
弧
な
ど
の
符
号
の
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
︑
引
用
・
会
話
が
そ
こ
で
終
わ
る
こ
と
を
示
す

た
め
に
︑
こ
う
し
た
補
読
は
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
に
反
映
さ
せ
て
し
ま
う
と
︑
や
や
く
ど

い
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
こ
な
れ
た
現
代
語
訳
に
す
る
に
は
訓
読
文
か
ら
乖
離
す
る
勇
気
も
と
き
と
し
て
必
要
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
は
長
期
間
に
わ
た
る
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
︑
現
代
語
訳
も
か
な
り
の
数
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
風

土
記
の
場
合
は
ど
う
か
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
吉
野
裕
ゆ
た
か

﹃
風
土
記
﹄︵
平
凡
社
︑
昭
和
四
十
四
年
八
月
︑
の
ち
平
成
十
二
年
二
月
に

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
収
録
︶
で
あ
る
︒
同
書
は
︑
五
風
土
記
に
つ
い
て
は
﹃
古
風
土
記
集
﹄︵
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
︑
大
正
十
五
年
︶
を
︑

逸
文
に
つ
い
て
は
久
松
潜
一
校
注
﹃
風
土
記
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑
昭
和
三
十
五
年
十
月
︶
を
そ
れ
ぞ
れ
底
本
と
し
つ
つ
︑
秋
本
吉
郎
校
注
日
本

古
典
文
学
大
系
２
﹃
風
土
記
﹄︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
三
十
三
年
四
月
︶
を
参
照
し
た
現
代
語
訳
で
︑
風
土
記
全
般
に
わ
た
る
現
代
語
訳
は
︑

本
書
を
も
っ
て
嚆
矢
と
な
す
︒
し
か
も
︑
吉
野
訳
は
よ
く
考
え
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
風
土
記
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
秀
逸
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
橋
本
政
次
編
﹃
現
代
文
播
磨
国
風
土
記
﹄︵
播
磨
史
籍
刊
行
会
︑
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
︶・
岡
村
広
法
﹃
肥
前
国
風
土
記
考
﹄︵
肥

前
国
風
土
記
考
出
版
委
員
会
︑
昭
和
四
十
五
年
十
月
︶・
河
野
辰
男
﹃
口
訳
常
陸
国
風
土
記
﹄︵
崙
書
房
︑
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
︶・
秋
本
吉
徳
﹃
風

土
記
︵
一
︶
常
陸
国
風
土
記
﹄︵
講
談
社
︑
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
︶・
人
見
暁
郎
﹃
常
陸
国
風
土
記
入
門
﹄︵
敬
文
館
︑
昭
和
五
十
五
年
二
月
︿
序

に
よ
る
﹀
︶・﹃
図
説
播
磨
国
風
土
記
へ
の
招
待
﹄︵
柏
書
房
︑
昭
和
五
十
六
年
九
月
︶・
荻
原
千
鶴
全
訳
注
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄︵
講
談
社
︑
平
成

十
一
年
六
月
︶・
松
本
直
彦
﹃
新
典
社
注
釈
叢
書
13

出
雲
国
風
土
記
注
釈
﹄︵
新
典
社
︑
平
成
十
九
年
十
一
月
︶
な
ど
︑
個
別
の
現
代
語
訳

が
出
て
い
る
が
︑
五
風
土
記
・
逸
文
に
わ
た
る
現
代
語
訳
を
附
し
た
新
訳
と
し
て
は
︑
植
垣
節
也
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５

﹃
風
土
記
﹄︵
小
学
館
︑
平
成
九
年
十
月
︶
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
同
書
は
︑
風
土
記
と
そ
の
逸
文
の
原
文
・
読
み
下
し
文
・
現
代
語

訳
・
注
釈
を
備
え
て
お
り
︑
当
時
に
お
け
る
風
土
記
研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
︒
こ
う
し
た
︑
す
ぐ
れ
た
現

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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代
語
訳
が
出
た
た
め
か
︑
そ
の
後
︑
現
代
語
訳
ま
で
完
備
し
た
風
土
記
の
注
釈
書
は
な
か
な
か
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

そ
う
し
た
な
か
︑
近
年
︑
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
の
一
つ
と
し
て
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
﹃
風
土
記
﹄
上
・
下
︵
角
川
書
店
︑
平
成
二
十
七

年
六
月
︑
以
下
﹁
本
書
﹂
と
略
称
す
る
︶
が
上
梓
さ
れ
た
︒
ま
こ
と
に
慶
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
同
書
は
︑
文
庫
サ
イ
ズ
で
あ
り
な
が
ら
︑

五
風
土
記
と
風
土
記
逸
文
に
つ
い
て
︑
原
文
・
読
み
下
し
文
・
現
代
語
訳
・
注
釈
︑
さ
ら
に
は
索
引
ま
で
︑
五
拍
子
揃
っ
た
注
釈
書
で
あ

る
︒
意
外
か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
れ
ら
す
べ
て
を
備
え
た
注
釈
書
は
︑
本
書
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
だ
け
に
刊
行
前
か
ら
︑
本
書
に
対
す
る
期
待
は
大
き
か
っ
た
の
だ
が
︑
実
際
に
手
に
と
っ
て
み
る
と
︑
失
望
さ
せ
ら
れ
る
点
が
少

な
く
な
か
っ
た
︒
そ
の
一
端
は
︑
拙
稿
﹁
風
土
記
の
注
釈
に
つ
い
て
︱
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
﹃
風
土
記
﹄
の
刊
行
に
よ
せ
て

︱
﹂︵﹃
皇
學
館

論
叢
﹄
第
四
十
八
巻
第
四
号
︑
平
成
二
十
七
年
八
月
︶
と
﹁﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
校
訂
本
︱
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
﹃
風
土
記
﹄
上
の
刊
行
に
寄
せ

て

︱
︵﹃
史
聚
﹄
第
五
十
号
︑
平
成
二
十
九
年
四
月
︶
で
披
露
し
た
と
お
り
だ
が
︑
こ
れ
だ
け
風
土
記
研
究
が
飛
躍
的
に
進
み
︑
す
ぐ
れ
た
研

究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
同
書
は
︑
そ
う
し
た
研
究
の
先
端
を
ゆ
く
注
釈
書
だ
と
は
云
い
が
た
か
っ
た
︒

上
記
の
二
書
評
で
取
り
上
げ
た
の
は
︑
お
も
に
テ
キ
ス
ト
︵
と
く
に
橋
本
雅
之
担
当
の
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
︶
と
全
体
に

わ
た
る
用
語
の
注
釈
だ
っ
た
が
︑
も
っ
と
も
遺
憾
に
思
っ
た
の
は
︑
現
代
語
訳
︑
具
体
的
に
は
谷
口
雅
博
氏
担
当
の
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄

﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
の
現
代
語
訳
で
あ
る
︒
な
に
が
遺
憾
か
と
云
う
と
︑
こ
の
新
訳
が
前
述
の
植
垣
節
也
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
５
﹃
風
土
記
﹄
の
現
代
語
訳
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

谷
口
氏
の
新
訳
を
﹁
盗
用
﹂
よ
ば
わ
り
す
る
こ
と
は
気
が
進
ま
ず
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
え
て
拙
評
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
︒
し
か

し
︑
最
近
に
な
っ
て
︑
同
書
に
つ
い
て
は
紙
媒
体
だ
け
で
な
く
︑
K
in
d
le版
ま
で
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
実
を
知
り
︑
こ
の
ま
ま
放
擲
す

る
の
も
い
か
が
な
も
の
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
︒

た
だ
︑
筆
者
が
こ
こ
で
両
訳
が
酷
似
し
て
い
る
と
主
張
し
て
も
︑
現
物
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
の
な
い
か
た
に
は
︑
そ
の
異
同
が
よ
く
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わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
し
︑
こ
と
に
よ
る
と
︑
筆
者
が
あ
ら
ぬ
こ
と
を
言
い
立
て
て
谷
口
氏
を
貶
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
勘
ぐ
ら
れ
か
ね
な
い
︒

そ
こ
で
︑
小
論
で
は
︑
谷
口
氏
に
よ
る
新
訳
が
植
垣
氏
の
旧
訳
と
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
い
る
の
か
を
︑
全
文
に
わ
た
っ
て
比
較
・
検
討

し
︑
転
用
の
有
無
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
と
思
う
︒
小
論
で
は
︑
紙
幅
の
都
合
か
ら
︑
ひ
と
ま
ず
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
を
取
り
上
げ
︑﹃
肥

前
国
風
土
記
﹄
に
つ
い
て
は
別
途
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
︒

二
︑
谷
口
訳
と
植
垣
訳
の
比
較
・
検
討

ま
ず
︑
植
垣
訳
と
谷
口
訳
に
つ
い
て
上
下
対
照
で
き
る
よ
う
な
表
を
作
成
し
た
︒
両
訳
の
異
同
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
︑
行
間
を
調
整

し
た
と
こ
ろ
は
あ
る
が
︑
改
行
箇
所
な
ど
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
︒
下
段
の
谷
口
訳
で
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
し
た
と
こ
ろ
が
植
垣
訳
と
ほ
ぼ
文

言
が
一
致
す
る
箇
所
で
あ
る
︒

﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
現
代
語
訳
対
照
表

植
垣
節
也
訳

谷
口
雅
博
訳

︹
一
︺
豊
後
の
国
︒

郡
こ
お
り

は
八
所
︑︹
郷さ
と

は
四
十
︑
里
こ
ざ
と

は
百
十
︺
駅
う
ま
や

は
九
所
︑︹
み
な
小
し
ょ
う

路ろ

︺

烽
と
ぶ
ひ

は
五
所
︑︹
み
な
下げ

国こ
く

︺
寺
は
二
所
︹
一
つ
は
僧
の
寺
︑
一
つ
は
尼

豊
後

ぶ
ん
ご

の
国
︒

郡
こ
お
り

は
八
所
︑
郷さ
と

は
四
十
︑
里
こ
ざ
と

は
百
十
︒
駅
う
ま
や

は
九
所
︑
み
な
小
路

し
ょ
う
ろ

烽
と
ぶ
ひ

は
五
所
︑
み
な
下
国
げ
こ
く

寺
は
二
所

僧
の
寺
と
︑
尼
の
寺
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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の
寺
︺
で
あ
る
︒

豊
後
の
国
は
︑
本も
と

︑
豊ぶ

前ぜ
ん

の
国
と
合
わ
せ
て
一
つ
の
国
で
あ
っ

た
︒
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大
足
彦

お
お
た
ら
し
ひ
こ

の
天
皇
︵
景け

い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
豊と

よ

国く
に

の
直
あ
た
い

ら
の
祖
先
で
あ
る
菟う

名
手

な

で

に
お
言
葉
を
賜
っ
て
︑
豊
の
国
を
治
め
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
︑
豊

前
の
国
仲な
か

津つ

の
郡
の
中な
か

臣と
み

の
村
に
到
着
し
た
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の

時
︑
日
が
暮
れ
て
そ
こ
に
泊
ま
っ
た
︒
明
く
る
日
の
早
暁
︑
突
然

に
白
い
鳥
が
あ
ら
わ
れ
︑
北
か
ら
や
っ
て
来
て
︑
こ
の
村
︵
の
空
︶

に
飛
び
か
け
り
集
ま
っ
た
︒
菟
名
手
が
︑
そ
こ
で
部
下
の
者
に
命

じ
て
そ
の
鳥
を
見
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
鳥
は
︑
餅
に
姿
を
変
え
た
︒

あ
っ
と
い
う
間
に
︑
ま
た
︑
里
芋
数
千
株
に
変
わ
っ
て
︑
花
も
咲

き
葉
も
茂
り
︑
生
き
生
き
と
栄
え
た
︒
菟
名
手
は
︑
見
て
ふ
し
ぎ

だ
と
思
い
︑
こ
お
ど
り
し
て
喜
ん
で
言
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
白
鳥

か
ら
姿
を
変
え
た
芋
は
︑
昔
か
ら
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
︒
ま
こ

と
に
︑︵
天
皇
の
︶
御
徳
の
高
い
こ
と
︑
天
地
の
︵
神
々
の
御
心
の
︶

動
い
た
し
る
し
で
あ
る
ぞ
﹂
と
い
っ
た
︒
や
が
て
朝
廷
に
参
上
し

て
︑
自
分
の
見
た
あ
り
さ
ま
を
全
部
申
し
上
げ
た
︒
天
皇
は
︑
こ

こ
に
︑
大
喜
び
な
さ
っ
て
︑
菟
名
手
に
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
︑

豊
後
の
国
は
︑
本も
と

︑
豊ぶ

前ぜ
ん

の
国
と
合
わ
せ
て
一
つ
の
国
で
あ
っ

た
︒
昔
︑
纏
向

ま
き
む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大お
お

足
た
ら
し

彦ひ
こ

の
天
皇
︵
景
行

け
い
こ
う

天
皇
︶
が
︑
豊
国

と
よ
く
に

の
直
あ
た
い

ら
の
祖
先
で
あ
る
莬う

名な

手で

に
お
命
じ
に
な
っ
て
︑
豊
の
国
を
治
め
さ
せ
な
さ
っ
た
︒
豊
前

の
国
仲な
か

津つ

の
郡
の
中な
か

臣と
み

の
村
に
到
着
し
た
︒
そ
の
時
︑
日
が
暮
れ

て
そ
こ
に
泊
ま
っ
た
︒
明
く
る
日
の
夜
明
け
前
に
︑
突
然
白
い
鳥

が
あ
ら
わ
れ
︑
北
か
ら
飛
ん
で
来
て
︑
こ
の
村
に
集
ま
っ
た
︒
菟

名
手
が
︑
そ
こ
で
従
者
の
者
に
命
じ
て
そ
の
鳥
を
見
さ
せ
た
と
こ

ろ
︑
鳥
は
餅
に
姿
を
変
え
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
ま
た
里
芋
数
千
株

に
変
わ
っ
て
︑
そ
の
花
と
葉
は
冬
も
栄
え
た
︒
菟
名
手
は
︑
見
て

ふ
し
ぎ
だ
と
思
い
︑
喜
ん
で
言
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
白
鳥
か
ら
姿

を
変
え
た
芋
は
︑
昔
か
ら
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
︒
ま
こ
と
に
天

皇
の
御
徳
の
高
さ
へ
の
︑
天
地
の
め
で
た
い
し
る
し
で
あ
る
ぞ
﹂

と
言
っ
た
︒
や
が
て
朝
廷
に
参
上
し
て
︑
こ
の
あ
り
の
さ
ま
を
す

べ
て
天
皇
に
申
し
上
げ
た
︒
天
皇
は
︑
こ
こ
に
︑
大
喜
び
な
さ
っ

て
︑
菟
名
手
に
勅
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
そ
れ
は
︑

天
か
ら
の
よ
い
し
る
し
も
の
︑
地
上
豊
か
に
み
の
る
象
徴
で
あ
る
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﹁
そ
れ
は
︑
天
の
神
か
ら
の
よ
い
知
ら
せ
︑
地
上
豊
か
に
み
の
る

草
の
話
だ
な
︒
お
ま
え
の
治
め
る
国
は
︑
豊
国
と
言
う
が
よ
い
﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
そ
の
上
に
姓
か
ば
ね

を
賜
っ
て
︑
豊
国
の
直
あ
た
い

と
い
っ

た
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
豊
国
と
い
う
の
で
あ
る
︒
後の
ち

︑︵
豊
前
・

豊
後
の
︶
二
つ
の
国
に
分
け
て
︑
こ
ち
ら
は
豊
後
の
国
を
名
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
︒

︹
二
︺
日
田
ひ

だ

の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
五
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
十
四
︺
駅
う
ま
や

は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大お
お

足
た
ら
し

彦ひ
こ

の
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
珠
麿

く

ま

贈
於

そ

を
征
伐
し
て
凱
旋

が
い
せ
ん

な
さ
っ

た
時
に
︑
筑
後
の
国
生い
く

葉は

の
行か
り

宮み
や

を
出
発
さ
れ
︑
こ
の
郡
に
お
い

で
に
な
っ
た
︒
こ
こ
に
神
が
い
て
︑
名
を
久ひ
さ

津づ

媛ひ
め

と
い
う
︒
人
の

姿
に
な
っ
て
お
出
迎
え
申
し
︑
こ
の
地
域
の
状
態
を
整
然
と
ご
報

告
申
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
久
津
媛
の
郡
と
い
っ
た
︒
今
︑
日
田
ひ

だ

の
郡
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
た
の
で
あ
る
︒

石
井
の
郷さ
と

︒︹
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
こ
の
村
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

の
と
り
で
が
あ
っ
た
︒
石
を
使
わ
ず
︑
土
で
築
い
て
い
た
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
名
づ
け
て
無い
し

石な
し

の
と
り
で
と
言
っ
た
︒
後の
ち

の
人
が
石
井

の
郷
と
い
う
の
は
︑
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ぞ
︒
お
ま
え
の
治
め
る
国
は
︑
豊
国
と
い
う
が
よ
い
﹂
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
︒
そ
の
上
に
姓
か
ば
ね

を
賜
っ
て
︑
豊
国
の
直
あ
た
い

と
い
っ
た
︒
こ

う
い
う
わ
け
で
豊
国
と
い
う
の
で
あ
る
︒
後の
ち

︑
豊
前
・
豊
後
の
二

つ
の
国
に
分
け
て
︑
こ
ち
ら
は
豊
後
の
国
を
名
と
し
た
︒

日
田
ひ

た

の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
五
所
︑
里
こ
ざ
と

は
十
四

駅
う
ま
や

は
一
所
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大お
お

足
た
ら
し

彦ひ
こ

の
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
球
磨

く

ま

贈
於

そ

を
征
伐
し
て
凱
旋

が
い
せ
ん

な
さ
っ

た
時
に
︑
筑
後
の
国
生い
く

葉は

の
行か
り

宮み
や

を
出
発
し
︑
こ
の
郡
に
お
い
で

に
な
っ
た
︒
こ
こ
に
神
が
い
た
︒
名
を
久ひ
さ

津つ

媛ひ
め

と
い
う
︒
人
の
姿

と
な
っ
て
参
上
し
て
お
出
迎
え
し
︑
こ
の
土
地
の
状
態
を
整
理
し

て
ご
報
告
申
し
上
げ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
久
津
媛
の
郡
と
い
っ

た
︒
今
︑
日
田
ひ

た

の
郡
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
た
の
で
あ
る
︒

石
井
の
郷さ
と

︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
こ
の
村
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

の

と
り
で
が
あ
っ
た
︒
石
を
使
わ
ず
︑
土
で
築
い
て
い
た
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
名
づ
け
て
無
石

い
し
な
し

の
と
り
で
と
言
っ
た
︒
後の
ち

の
人
が
石
井
の

郷
と
い
う
の
は
︑
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶

―7―



郷さ
と

の
中
に
河
が
流
れ
て
い
て
︑
名
を
阿
蘇

あ

そ

川が
わ

と
い
う
︒
そ
の
源

は
肥
後
の
国
の
阿
蘇
の
郡
こ
お
り

の
少お

国ぐ
に

の
峰
か
ら
出
て
︑
流
れ
て
こ
の

郷
に
来
て
︑
球く

珠す

川が
わ

に
通
じ
︑
合
流
し
て
一
つ
の
川
に
な
っ
て
名

を
日ひ

田だ

川が
わ

と
変
え
る
︒
年
魚

あ

ゆ

が
た
く
さ
ん
い
る
︒
最
後
は
︑
筑

前
・
筑
後
な
ど
の
国
を
通
り
過
ぎ
て
︑
西
の
海
に
入
る
︒

鏡
坂

か
が
み
さ
か

︒︹
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天

下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大お
お

足
た
ら
し

彦ひ
こ

の
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
こ

の
坂
の
上
に
登
り
︑
地
域
の
形
勢
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
そ
こ
で
仰

せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
︑﹁
こ
の
地
の
形
は
︑
鏡
の
面
に
と
て
も
よ

く
似
て
い
る
な
あ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
鏡
坂
と

い
う
︒
こ
れ
が
そ
の
由
来
で
あ
る
︒

靫
編

ゆ
ぎ
あ
み

の
郷
︒︹
郡
の
役
所
の
東
南
に
あ
る
︺
昔
︑
磯
城

し

き

嶋し
ま

の
宮
で

天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天あ
め

国く
に

排
開

お
し
は
る
き

広ひ
ろ

庭に
わ

の
天
皇
︵
欽き
ん

明め
い

天
皇
︶

の
み
世
に
︑
袷く
さ

部か
べ

の
君き
み

ら
の
祖
で
あ
る
邑お
お

阿あ

自じ

が
︑
靫ゆ

ぎ

部べ

と
し
て

お
仕
え
申
し
た
︒
そ
の
邑
阿
自
が
︑
こ
の
村
に
来
て
︑
家
を
造
っ

て
住
ん
で
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
靫ゆ
ぎ

負お
い

の
村
と
い
う
︒
後
世

の
人
が
名
を
改
め
て
靫
編
の
郷
と
い
う
︒

郷
の
中
に
川
が
流
れ
て
い
て
︑
名
を
球く

珠す

川が
わ

と
い
う
︒
そ
の
源

郷さ
と

の
中
に
河
が
流
れ
て
い
る
︒
名
を
阿
蘇

あ

そ

川が
わ

と
い
う
︒
そ
の
源

は
肥
後
の
国
の
阿
蘇
の
郡
こ
お
り

の
少お

国ぐ
に

の
峰
か
ら
出
て
︑
流
れ
て
こ
の

郷
に
来
て
い
る
︒
球
珠
く

す

川が
わ

に
通
じ
︑
合
流
し
て
一
つ
の
川
と
な
っ

て
い
る
︒
名
を
日ひ

田
川

だ

が
わ

と
言
う
︒
年
魚

あ

ゆ

が
た
く
さ
ん
い
る
︒
最
後

は
︑
筑
前
・
筑
後
な
ど
の
国
を
通
り
過
ぎ
て
︑
西
の
海
に
入
る
︒

鏡
か
が
み

坂ざ
か

︒
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天

下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
こ
の
坂
の
上
に

登
り
︑
土
地
の
形
状
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
勅
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た

こ
と
に
は
︑﹁
こ
の
地
の
形
は
︑
鏡
の
面
に
似
て
い
る
な
あ
﹂
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
鏡
坂
と
い
う
︒
こ
れ
が
そ
の
由

来
で
あ
る
︒

靫
編

ゆ
ぎ
あ
み

の
郷
︒
郡
の
役
所
の
東
南
に
あ
る

昔
︑
磯
城

し

き

嶋し
ま

の
宮
で
天

下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天あ
め

国く
に

排
開

お
し
は
る
き

広ひ
ろ

庭に
わ

の
天
皇
︵
欽き
ん

明め
い

天
皇
︶

の
み
世
に
︑
愛く
さ

部か
べ

の
君き
み

ら
の
祖
で
あ
る
邑お
お

阿
自

あ

じ

が
︑
靫ゆ

き

部べ

と
し
て

お
仕
え
申
し
た
︒
そ
の
邑
阿
自
が
︑
こ
の
村
に
来
て
︑
家
を
造
っ

て
住
ん
で
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
靫
負

ゆ
ぎ
お
い

の
村
と
い
う
︒
後
の

人
が
名
を
改
め
て
靫
編
の
郷
と
い
う
︒

郷
の
中
に
川
が
流
れ
て
い
る
︒
球
珠
く

す

川が
わ

と
い
う
︒
そ
の
源
は
球

―8―



は
球
珠
の
郡
の
東
南
の
山
か
ら
出
て
︑
流
れ
て
石
井
の
郷
に
来

て
︑
阿
蘇
川
に
通
じ
︑
合
流
し
て
一
つ
の
川
に
な
る
︒
今
︑
日ひ

田だ

川が
わ

と
い
う
の
は
︑
こ
の
川
で
あ
る
︒

五
馬
山

い
つ

ま

や
ま

︒︹
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
こ
の
山
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

が

い
て
︑
名
を
五い
つ

馬ま

媛ひ
め

と
言
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
五
馬
山
と
い

う
︒
飛
鳥

あ

す

か

の
浄き
よ

御み

原は
ら

の
宮
で
天
下
を
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
天て

ん

武む

天
皇
︶
の
み
世よ

︑

戊
つ
ち
の
え

寅と
ら

の
年
︵
六
七
八
︶
に
︑
ひ
ど
く
地
震
で

揺
れ
て
︑
山
も
岡
も
裂
け
て
崩
れ
た
︒
こ
の
山
の
一
つ
の
谷
間
は

崩
れ
落
ち
︑
怒
り
狂
っ
た
泉
が
︑
あ
ち
こ
ち
に
︵
ほ
と
ば
し
り
︶

出
た
︒
湯
の
気
は
火
傷

や

け

ど

し
そ
う
な
ほ
ど
熱
く
︑
飯
を
炊
く
の
に
使

え
ば
早
く
蒸
し
上
が
る
︒
た
だ
︑
一
所
の
湯
は
︑
そ
の
穴
が
井
に

似
て
い
る
︒
口
の
直
径
は
一
丈
余
り
︑
深
い
か
浅
い
か
は
わ
か
ら

な
い
︒
水
の
色
は
濃
い
藍あ
い

色い
ろ

の
よ
う
で
あ
る
が
︑
ふ
だ
ん
は
流
れ

な
い
︒
人
の
声
を
聞
け
ば
︑
驚
き
怒
っ
て
泥
を
奔ほ
ん

騰と
う

さ
せ
る
こ

と
︑
一
丈
余
り
ほ
ど
で
あ
る
︒
今
︑
い
か
り
湯
と
い
う
の
は
︑
こ

こ
で
あ
る
︒

珠
の
郡
の
東
南
の
山
か
ら
出
て
︑
流
れ
て
石
井
の
郷
に
来
て
︑
阿

蘇
川
に
通
じ
︑
合
流
し
て
一
つ
の
川
と
な
る
︒
今
︑
日ひ

田た

川が
わ

と
い

う
の
は
︑
訛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

五
馬
山

い
つ

ま

や
ま

︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
こ
の
山
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

が
い

た
︒
名
を
五
馬
媛

い
つ

ま

ひ
め

と
い
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
五
馬
山
と
い
う
︒

飛
鳥

あ

す

か

の
浄
御
原

き
よ

み

は
ら

の
宮
で
天
下
を
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
天て

ん

武む

天

皇
︶
の
御
世
︑
戊
つ
ち
の
え

寅と
ら

の
年
︵
六
七
八
︶
に
︑
大
き
な
地
震
で
揺

れ
て
︑
山
も
岡
も
裂
け
て
崩
れ
た
︒
こ
の
山
の
一
つ
の
谷
間
は
崩

れ
落
ち
︑
怒
り
狂
っ
た
泉
が
︑
あ
ち
ら
こ
ち
ら
ら
に
吹
き
出
し
た
︒

湯
の
気
は
盛
ん
で
熱
く
︑
飯
を
炊
く
の
に
使
え
ば
早
く
炊
き
上
が

る
︒
た
だ
︑
一
所
の
湯
は
︑
そ
の
穴
が
井
に
似
て
い
る
︒
穴
の
口

の
直
径
は
約
三
メ
ー
ト
ル
余
り
︑
深
い
か
浅
い
か
わ
か
ら
な
い
︒

水
の
色
は
濃
い
藍あ
い

色い
ろ

の
よ
う
で
あ
り
︑
い
つ
も
流
れ
て
は
い
な

い
︒
人
の
声
を
聞
く
と
︑
驚
き
怒
っ
て
泥
を
噴
き
騰
げ
る
こ
と
︑

約
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
︒
今
︑
い
か
り
湯
と
い
う
の
は
︑
こ

れ
で
あ
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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︹
三
︺
球
珠

く

す

の
郡
こ
ほ
り

︒
郷さ
と

は
三
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
九
︺
駅
う
ま
や

は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
こ
の
村
に
と
て
も
大
き
な
樟く
す

の
木
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
球
珠
く

す

の
郡
と
い
う
︒

︹
四
︺
直
入

な

お

り

の
郡
︒
郷
は
四
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
十
︺
駅
は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
郡
の
役
所
の
東
に
あ
る
垂
水

た

る

み

の
村
に
︑
桑
が
生
え
て
い
た
︒

そ
の
高
さ
は
き
わ
め
て
高
く
︑
枝
も
幹
も
ま
っ
す
ぐ
で
︑
端
正
な

美
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
︑
土
地
の
人
は
︑
直な
お

桑く
わ

の
村
と
い
っ
て
い

た
︒
の
ち
の
人
が
改
め
て
直
入
の
郡
と
い
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
が

こ
こ
で
あ
る
︒

柏
原

か
し
わ
ば
ら

の
郷
︒︹
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
こ
の
郷
に
柏
の
木

が
と
て
も
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
柏
原
の
郷
と

い
う
︒

祢
疑
ね

ぎ

野の

︒︹
柏
原
の
郷
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で

天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
お
い
で
に
な
っ

た
時
に
︑
こ
の
野
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

が
い
て
︑
そ
れ
は
名
を
打
猨

う
ち
さ
る

・
八や

田た

・

国く
に

摩
侶

ま

ろ

と
い
う
者
ど
も
三
人
で
あ
っ
た
︒
天
皇
は
︑
ご
自
身
で
こ

の
賊
を
討
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
こ
の
野
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ

球
珠
く

す

の
郡
こ
ほ
り

︒
郷さ
と

は
三
所
︑
里
こ
ざ
と

は
九

駅
う
ま
や

は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
こ
の
村
に
と
て
も
大
き
な
樟く
す

の
木
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
球
珠
く

す

の
郡
と
い
う
︒

直
入

な

お

り

の
郡
︒
郷
は
四
所
︑
里
こ
ざ
と

は
十

駅
は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
郡
の
役
所
の
東
に
あ
る
垂
氷
の
村
に
︑
桑
が
生
え
て
い
た
︒

そ
の
高
さ
は
き
わ
め
て
高
く
︑
枝
も
幹
も
ま
っ
す
ぐ
で
︑
美
し

か
っ
た
︒
そ
れ
で
土
地
の
人
は
︑
直な
お

桑く
わ

の
村
と
い
っ
た
︒
後
の
人

が
改
め
て
直
入
の
郡
と
い
っ
て
い
る
の
は
︑
こ
れ
で
あ
る
︒

柏
か
し
わ

原ば
ら

の
郷
︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
こ
の
郷
に
柏
の
木

が
と
て
も
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
柏
原
の
郷
と

い
う
︒

祢
疑
ね

ぎ

野の

︒
柏
原
の
野
の
南
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天

下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
お
い
で
に
な
っ
た

時
に
︑
こ
の
野
に
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

が
い
た
︒
名
を
打
猨

う
ち
さ
る

・
八や

田た

・
国く
に

摩ま

侶ろ

と
い
う
三
人
で
あ
っ
た
︒
天
皇
は
︑
ご
自
身
で
こ
の
賊
を
討
と
う

と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
こ
の
野
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
︑
お
言
葉
を
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て
︑
お
言
葉
を
賜
り
︑
兵
士
た
ち
を
全
員
ね
ぎ
ら
い
た
も
う
た
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
祢
疑
ね

ぎ

野の

と
い
う
が
︑
そ
れ
が
こ
こ
で
あ
る
︒

蹶
石

ふ
み
い
し

野の

︒︹
柏
原

か
し
わ
ば
ら

の
郷さ
と

の
中
に
あ
る
︺
同
じ
天
皇
が
︑
土
蜘
蛛
の

賊
を
討
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
柏
峡

か
し
わ
お

の
大
野
に
お
い
で
に

な
っ
た
︒
野
の
中
に
石
が
あ
り
︑
そ
れ
は
長
さ
六
尺
︑
幅
三
尺
︑

厚
さ
一
尺
五
寸
で
あ
っ
た
︒
天
皇
が
︑
神
意
を
問
う
た
め
に
祈
ら

れ
た
こ
と
に
は
︑﹁
わ
た
し
は
︑
こ
の
賊
を
滅
ぼ
そ
う
と
い
う
意

志
の
も
と
に
こ
の
石
を
踏
む
の
で
︑
聞
き
届
け
ら
れ
る
な
ら
ば
︑

た
と
え
ば
︵
風
に
吹
か
れ
る
︶
柏
の
葉
の
よ
う
に
︵
軽
々
と
舞
い
︶

あ
が
れ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
︑
た
だ
ち
に
踏
ま
れ
る
と
︑
石
が
ま

る
で
柏
の
葉
の
よ
う
に
舞
い
あ
が
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
蹶
石

ふ
み
い
し

野の

と
い
う
︒

球
覃

く

た

み

の
郷さ
と

︒︹
郡
こ
お
り

の
役
所
の
北
に
あ
る
︺
こ
の
村
に
泉
が
あ
る
︒

同
じ
︵
景
行
︶
天
皇
が
︑
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
︑
お
食
事
の
用

意
を
す
る
人
が
︑
御
飲
物
に
し
よ
う
と
泉
の
水
を
従
者
に
汲く

ま
せ

た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
は
蛇
龗
︹
於
箇
お

か

美み

と
い
う
︺
が
い
た
︒
こ
の

と
き
︑
天
皇
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
き
っ
と
臭
い
に
お

い
が
す
る
は
ず
だ
︒
決
し
て
汲
ん
で
使
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
仰

発
し
て
︑
兵
士
た
ち
を
全
員
ね
ぎ
ら
い
な
さ
っ
た
︒
そ
れ
で
祢
疑
ね

ぎ

野の

と
い
う
︑
そ
れ
が
こ
こ
で
あ
る
︒

蹶
石
野

ほ

む

し

の

︒
柏
か
し
わ

原ば
ら

の
郷さ
と

の
中
に
あ
る

同
じ
天
皇
が
︑
土
蜘
蛛
の

賊
を
討
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
柏
峡

か
し
わ
お

の
大
野
に
お
い
で
に

な
っ
た
︒
野
の
中
に
石
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
長
さ
約
百
八
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
︑
幅
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
厚
さ
約
三
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
︒
天
皇
が
︑
ウ
ケ
ヒ
を
し
て
お
っ
し
ゃ
る

こ
と
に
は
︑﹁
私
は
︑
こ
の
賊
を
滅
ぼ
す
の
に
成
功
す
る
し
る
し

と
し
て
︑
こ
の
石
を
踏
め
ば
︑
た
と
え
ば
柏
の
葉
の
よ
う
に
な
れ
﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
踏
ま
れ
る
と
︑
石
は
柏
の
葉
の
よ
う
に
舞
い
あ

が
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
蹶
石
野
と
い
う
︒

球
覃

く

た

み

の
郷さ
と

︒
郡
こ
お
り

の
役
所
の
北
に
あ
る

こ
の
村
に
泉
が
あ
る
︒
同

じ
︵
景
行
︶
天
皇
が
︑
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
︑
お
食
事
の
用
意

を
す
る
人
が
︑
御
飲
物
に
し
よ
う
と
泉
の
水
を
従
者
に
汲く

ま
せ
た

と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
は
蛇
龗

オ
カ
ミ
と
い
う

が
い
た
︒
こ
の
と

き
︑
天
皇
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
き
っ
と
臭
い
に
お
い

が
す
る
は
ず
だ
︒
決
し
て
汲
ん
で
使
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
お
っ

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
臭
泉

く
さ
い
ず
み

と
い
い
︑
こ
れ
に
よ
っ

て
村
の
名
と
し
た
︒
今
︑
球
覃
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

宮み
や

処こ

野の

︒︹
朽
網

く

た

み

の
郷
に
あ
る
野
で
あ
る
︺
同
じ
天
皇
が
︑
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

を
征
伐
し
よ
う
と
お
思
い
に
な
っ
た
時
に
︑
行か
り

宮み
や

を
こ
の
野
に

起
工
さ
れ
た
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
名
を
宮
処
野
と
い
う
︒

救
覃
の
峰
︒︹
郡
の
役
所
の
北
に
あ
る
︺
こ
の
峰
の
頂
に
︑
火
が

い
つ
も
燃
え
続
け
て
い
る
︒
麓
ふ
も
と

に
い
く
つ
か
の
川
が
あ
り
︑
名
を

神
の
河
と
い
う
︒
ま
た
︑
二
つ
の
湯
の
河
が
あ
り
︑
流
れ
て
神
の

河
に
そ
そ
ぎ
入
る
︒

︹
五
︺
大
野
の
郡
こ
お
り

︒

郷さ
と

は
四
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
十
一
︺
駅
う
ま
や

は
二
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
所
で
あ
る
︒

こ
の
郡
の
管
轄
は
︑
こ
と
ご
と
く
原
野
ば
か
り
で
あ
る
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
︑
名
づ
け
て
大
野
の
郡
と
い
う
︒

海つ

石
榴

ば

市い
ち

・
血ち

田だ

︒︹
と
も
に
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶

が
︑
球
覃

く

た

み

の
行か
り

宮み
や

に
お
い
で
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
の
土つ
ち

し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
臭く
さ

泉
い
ず
み

と
い
い
︑
村
の
名
と
し

た
︒
今
︑
球
覃
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

宮み
や

処こ

野の

︒
朽
網

く

た

み

の
郷
に
あ
る
野
で
あ
る

同
じ
天
皇
が
︑
土つ
ち

蜘
蛛

ぐ

も

を
征
伐
し
よ
う
と
お
思
い
に
な
っ
た
時
に
︑
行
宮

か
り
み
や

を
こ
の
野
に
建

て
な
さ
っ
た
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
名
を
宮
処
野
と
い
う
︒

救
覃
の
峰
︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

こ
の
峰
の
頂
に
︑
火
が
い

つ
も
燃
え
続
け
て
い
る
︒
麓
ふ
も
と

に
い
く
つ
か
の
川
が
あ
る
︒
名
を
神

の
河
と
い
う
︒
ま
た
︑
二
つ
の
湯
の
河
が
あ
り
︑
流
れ
て
神
の
河

に
合
流
す
る
︒

大
野
の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
四
所
︑
里
こ
ざ
と

は
十
一

駅
う
ま
や

は
二
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
所

で
あ
る
︒

こ
の
郡
の
管
轄
内
は
︑
こ
と
ご
と
く
原
野
ば
か
り
で
あ
る
︒
こ

れ
に
よ
っ
て
︑
名
づ
け
て
大
野
の
郡
と
い
う
︒

海つ

石
榴

ば

市い
ち

・
血ち

田だ

︒
と
も
に
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑

球
覃

く

た

み

の
行か
り

宮み
や

に
お
い
で
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
の
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も
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蜘ぐ

蛛も

を
責
め
て
討
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
部
下
に
お
言
葉
を

賜
り
︑
海
石
榴

つ

ば

き

の
樹
を
伐き

り
と
っ
て
槌つ
ち

に
作
っ
て
武
器
と
し
︑
た

だ
ち
に
勇
猛
な
兵
士
を
選
ん
で
︑
武
器
の
槌
を
授
け
て
︑
山
に
穴

を
あ
け
草
を
押
し
倒
し
て
進
み
︑
土
蜘
蛛
を
襲
っ
て
︑
全
部
を
罰

し
て
殺
さ
せ
ら
れ
た
︒
流
れ
る
大
量
の
血
は
く
る
ぶ
し
が
没
す
る

ほ
ど
の
深
さ
に
な
っ
た
︒
そ
の
槌
に
作
っ
た
所
を
︑
海
石
榴

つ

ば

市い
ち

と

い
い
︑
ま
た
血
を
流
し
た
所
を
︑
血
田
と
い
う
︒

網あ
み

磯
野

し

の

︒︹
郡
の
役
所
の
西
南
に
あ
る
︺
同
じ
天
皇
が
︑
お
い
で

に
な
っ
た
時
に
︑
こ
の
地
に
土
蜘
蛛
が
い
て
︑
そ
れ
は
名
を
小
竹

鹿
奥
︹
志
努
汗
意
枳

し

の

か

お

き

と
い
う
︺・
小
竹
鹿

し

の

か

臣お
み

と
い
っ
た
︒
こ
の
土

蜘
蛛
二
人
が
︑
御
食
事
を
作
ろ
う
と
し
て
︑
狩
り
を
催
し
た
が
︑

そ
の
狩
人
の
声
が
と
て
も
や
か
ま
し
か
っ
た
︒
天
皇
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
﹁
大
囂

あ
な
み
す

︵
ひ
ど
く
や
か
ま
し
い
ぞ
︶︹
阿あ

那な

美み

須す

と
い
う
︺﹂
と
仰
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
大
囂

あ
な
み
す

野
と
い
っ

た
︒
今
︑
網あ
み

磯
野

し

の

と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︹
六
︺
海
部

あ

ま

の
郡
こ
お
り

︒

郷さ
と

は
四
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
十
二
︺
駅
う
ま
や

は
一
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
二
所
で
あ
る
︒

を
撃
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
部
下
に
お
命
じ
に
な
っ
て
︑

海
石
榴

つ

ば

き

の
木
を
伐き

り
と
っ
て
槌つ
ち

に
作
っ
て
武
器
と
し
︑
た
だ
ち
に

勇
猛
な
兵
士
を
選
ん
で
︑
武
器
の
槌
を
授
け
て
︑
山
に
穴
を
あ
け

草
を
押
し
倒
し
て
︑
土
蜘
蛛
を
襲
っ
て
︑
皆
を
罰
し
て
殺
さ
せ
な

さ
っ
た
︒
流
れ
る
血
は
く
る
ぶ
し
が
没
す
る
ほ
ど
の
量
で
あ
っ

た
︒
そ
の
槌
に
作
っ
た
と
こ
ろ
を
海
石
つ

榴ば

市い
ち

と
い
い
︑
ま
た
血
を

流
し
た
所
を
︑
血
田
と
い
う
︒

網あ
み

磯
野

し

の

︒
郡
の
役
所
の
西
南
に
あ
る

同
じ
天
皇
が
︑
お
い
で
に

な
っ
た
時
に
︑
こ
の
地
に
土
蜘
蛛
が
い
て
︑
名
を
小
竹
鹿
奥

シ

ノ
カ
オ
キ
と
い
う

小
竹
鹿
臣

し

の

か

お

み

と
い
っ
た
︒
こ
の
土
蜘
蛛
二
人
が
︑

御
食
事
を
作
ろ
う
と
し
て
︑
狩
り
を
催
し
た
が
︑
そ
の
狩
人
の
声

が
と
て
も
や
か
ま
し
か
っ
た
︒
天
皇
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に

は
︑﹁
ひ
ど
く
や
か
ま
し
い
ぞ

ア
ナ
ミ
ス
と
い
う
﹂
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
大
囂

あ
な
み
す

野の

と
い
っ
た
︒
今
︑
網あ
み

磯
野

し

の

と

い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

海
部

あ

ま

の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
四
所
︑
里
こ
ざ
と

は
十
二

駅
う
ま
や

は
一
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
二
所

で
あ
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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こ
の
郡
の
民
は
︑
み
な
海
辺
の
ア
マ
︵
漁
師
︶
で
あ
る
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
海
部
の
郡
と
い
う
︒

丹
生
に

う

の
郷
︒︹
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
昔
の
人
が
︑
こ
の
山
の

砂
を
採
取
し
て
丹
に
︵
朱
沙
︶
と
誤
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
丹
生
に

う

の
郷さ
と

と
い
う
︒

佐
尉
さ

い

の
郷
︒︹
郡
の
役
所
の
東
に
あ
る
︺
こ
の
郷
の
も
と
の
名
は

酒さ
か

井い

で
あ
っ
た
︒
今
︑
佐
尉
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

穂
門
ほ

と

の
郷
︒︹
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮

で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
御み

船ふ
ね

を
こ

の
湾
の
入
口
に
停
泊
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
︑
海
の
底
に
海
藻
め

が
と

て
も
た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
︑
形
が
す
ら
り
と
し
て
端
麗
で
あ
っ

た
︒
そ
こ
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
最
勝
ほ

つ

海
藻

め

︹
保
都
米

ほ

つ

め

と
い
う
︺
を
取
れ
﹂
と
仰
せ
ら
れ
た
︒
つ
ま
り
御
食
料
に
奉
ら
せ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
最
勝
海
藻
の
門と

と
い
う
︒

今
︑
穂
門
と
い
う
の
は
︑
訛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︹
七
︺
大
分

お
お
き
だ

の
郡
こ
お
り

︒

こ
の
郡
の
人
民
は
み
な
海
辺
の
海
人
︵
漁
師
︶
で
あ
る
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
海
部
の
郡
と
い
う
︒

丹
生
に

う

の
郷
︒
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る

昔
の
人
が
︑
こ
の
山
の
砂

を
採
取
し
て
丹
︵
朱
沙
︶
に
あ
て
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
丹
生
に

う

の
郷さ
と

と
い
う
︒

佐
尉
さ

い

の
郷
︒
郡
の
役
所
の
東
に
あ
る

こ
の
郷
の
も
と
の
名
は
酒さ

か

井い

で
あ
っ
た
︒
今
︑
佐
尉
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

穂
門
ほ

と

の
郡
︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で

天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
御み

船ふ
ね

を
こ
の

湾
の
入
口
に
停
泊
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
︑
海
の
底
に
海
藻
め

が
と
て
も

た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
︑
形
が
長
く
て
端
麗
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で

お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
最
も
す
ぐ
れ
た
海
藻

ホ
ツ
メ
と
い

う

を
取
れ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
御
食
料
に
奉
ら
せ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
最
勝
海
藻
の
門と

と
い
う
︒
今
︑
穂
門
と

い
う
の
は
︑
訛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

大
分

お
お
き
だ

の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
九
所
︑
里
こ
ざ
と

は
二
十
五

駅
う
ま
や

は
一
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
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郷さ
と

は
九
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
二
十
五
︺
駅
う
ま
や

は
一
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
所
︑
寺
は
二

所
︹
一
つ
は
僧
の
寺
︑
一
つ
は
尼
の
寺
︺
で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
豊
前
の
国
の
京
都

み

や

こ

の
行か
り

宮み
や

か
ら
︑
こ
の
郡
に
お
い

で
に
な
り
︑
地
域
の
状
況
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
讃
嘆
し
て
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
な
ん
と
広
く
大
き
い
も
の
だ
︑
こ
の
郡

は
︒
碩
田

お
お
き
だ

の
国
︹
碩
田
を
ば
大
分

お
お
き
だ

と
い
う
︺
と
名
づ
け
る
が
よ
い
﹂

と
仰
せ
ら
れ
た
︒
今
︑
大
分
と
い
う
が
︑
こ
れ
が
そ
の
由
来
で

あ
る
︒

大
分
河

お
お
き
だ
が
わ

︒︹
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
こ
の
河
の
源
は
︑
直
入

な
お
り

の

郡
に
あ
る
朽
網
く
た
み

の
峰
か
ら
出
て
︑
東
に
向
か
っ
て
下
り
流
れ
︑
こ

の
郡
を
通
り
ぬ
け
て
︑
最
後
は
東
の
海
に
入
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て

大お
お

分き
だ

川が
わ

と
い
う
︒
年
魚

あ

ゆ

が
と
て
も
た
く
さ
ん
い
る
︒

酒さ
か

水み
ず

︒︹
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
こ
の
水
の
源
は
︑
郡
の
役
所

の
西
に
あ
る
柏
野

か
し
わ
の

の
岩
の
中
か
ら
出
て
︑
南
に
向
か
っ
て
下
り
流

れ
る
︒
そ
の
色
は
ふ
つ
う
の
水
の
よ
う
で
︑
味
は
少
し
ば
か
り
酸

い
︒
こ
れ
を
薬
に
使
っ
て
痂
癬

は

た

け

︹
胖
太
気

は

た

け

と
い
う
︺
を
治
す
こ
と

が
で
き
る
︒

所
︑
寺
は
二
所

一
つ
は
僧
の
寺
︑
一
つ
は
尼
の
寺

で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま

き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
豊
前
の
国
の
京
都

み

や

こ

の
行か
り

宮み
や

か
ら
︑
こ
の
郡
に
お
い

で
に
な
り
︑
土
地
の
形
状
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
讃
嘆
し
て
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
な
ん
と
広
く
大
き
い
も
の
だ
︑
こ
の
郡

は
︒
碩
田

お
お
き
だ

の
国

碩
田
を
ば
オ
オ
キ
ダ
と
い
う

と
名
づ
け
る
が
よ

い
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
今
︑
大
分
と
い
う
︑
こ
れ
が
そ
の
由
来

で
あ
る
︒

大
分
河

お
お
き
だ
が
わ

︒
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

こ
の
河
の
源
は
︑
直
入

な

お

り

の
郡

に
あ
る
朽
網

く

た

み

の
峰
か
ら
出
て
︑
東
に
向
か
っ
て
下
り
流
れ
︑
こ
の

郡
を
通
り
ぬ
け
て
︑
最
後
は
東
の
海
に
入
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
大お
お

分き
だ

川が
わ

と
い
う
︒
年
魚

あ

ゆ

が
と
て
も
た
く
さ
ん
い
る
︒

酒さ
か

水み
ず

︒
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る

こ
の
水
の
源
は
︑
郡
の
役
所
の

西
に
あ
る
指
野
の
岩
の
中
か
ら
出
て
︑
南
に
向
か
っ
て
下
り
流
れ

る
︒
そ
の
色
は
ふ
つ
う
の
水
の
よ
う
で
︑
味
は
少
し
ば
か
り
酸

い
︒
こ
れ
を
使
っ
て
痂
癬

は

た

け

ハ
タ
ケ
と
い
う

を
治
す
こ
と
が
で

き
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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︹
八
︺
速
見

は
や

み

の
郡
︒

郷さ
と

は
五
所
︑︹
里
こ
ざ
と

は
十
三
︺
駅
う
ま
や

は
二
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
所
で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま

き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景

行
天
皇
︶
が
︑
球
磨
く

ま

贈
於

そ

を
責
め
て
討
と
う
と
思
わ
れ
て
︑
筑
紫

つ
く

し

に
お
い
で
に
な
り
︑
周
防

す

お

う

の
国
佐さ

婆
津

ば

つ

か
ら
船
出
し
て
お
渡
り
に

な
っ
て
︑
海
部
あ

ま

の
郡
宮
浦

み
や
う
ら

に
停
泊
さ
れ
た
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
︑

こ
の
村
に
女
人
が
い
て
︑
名
を
速
津
媛

は
や

つ

ひ
め

と
い
い
︑
そ
の
村
の
長
で

あ
っ
た
︒
さ
て
天
皇
の
お
い
で
に
な
る
の
を
聞
い
て
︑
自
身
で
迎

え
奉
っ
て
︑
申
し
あ
げ
て
言
う
の
に
は
︑﹁
こ
の
山
に
大
き
な
岩

屋
が
あ
り
ま
し
て
︑
名
を
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
と
い
い
︑
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

が
二
人
住

ん
で
お
り
ま
す
︒
そ
の
名
を
青あ
お

・
白し
ろ

と
い
い
ま
す
︒
ま
た
︑
直
入

な

お

り

の
郡
こ
お
り

祢
疑
野

ね

ぎ

の

に
︑
土
蜘
蛛
が
三
人
お
り
︑
そ
の
名
を
打
猨

う
ち
ざ
る

・
八や

田た

・

国く
に

摩ま

侶ろ

と
い
い
ま
す
︒
こ
の
五
人
は
︑
み
な
そ
れ
ぞ
れ
人
柄
が

荒
っ
ぽ
く
︑
手
下
の
者
ど
も
も
ま
た
大
勢
お
り
ま
す
︒
み
な
︑
そ

し
っ
て
言
う
こ
と
に
は
︑﹃
天
皇
の
命
令
に
従
う
ま
い
ぞ
﹄
と
い
っ

て
お
り
ま
す
︒
も
し
む
り
や
り
に
召
さ
れ
ま
す
と
︑
兵
を
集
め
て

抵
抗
申
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
申
し
た
︒
そ
こ
で
︑
天
皇
は
兵

速は
や

見み

の
郡
︒
郷さ
と

は
五
所
︑
里
こ
ざ
と

は
十
三

駅
う
ま
や

は
二
所
︑
烽
と
ぶ
ひ

は
一
所

で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景

行
天
皇
︶
が
︑
ク
マ
ソ
を
責
め
て
討
と
う
と
思
わ
れ
て
︑
筑
紫

つ

く

し

に

お
い
で
に
な
っ
た
︒
周
防

す

お

う

の
国
佐さ

婆
津

ば

つ

か
ら
船
出
し
て
お
渡
り
に

な
っ
て
︑
海
部
あ

ま

の
郡
の
宮
浦

み
や
う
ら

に
停
泊
さ
れ
た
︒
そ
の
時
︑
こ
の
村

に
女
人
が
い
て
︑
名
を
速
津
媛

は
や

つ

ひ
め

と
い
っ
た
︒
そ
の
村
の
長
で
あ
っ

た
︒
天
皇
の
お
い
で
に
な
る
の
を
聞
い
て
︑
自
身
で
迎
え
奉
っ

て
︑
申
し
あ
げ
て
言
う
に
は
︑﹁
こ
の
山
に
大
き
な
岩
屋
が
あ
り

ま
す
︒
名
を
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
と
い
い
ま
す
︒
土つ
ち

蜘
蛛

ぐ

も

が
二
人
住
ん
で
お

り
ま
す
︒
そ
の
名
を
青あ
お

・
白し
ろ

と
い
い
ま
す
︒
ま
た
︑
直
入

な

お

り

の
郡
こ
お
り

の

祢
疑
野

ね

ぎ

の

に
︑
土
蜘
蛛
が
三
人
い
ま
す
︒
そ
の
名
を
打
猨

う
ち
ざ
る

・
八や

田た

・

国く
に

摩ま

侶ろ

と
い
い
ま
す
︒
こ
の
五
人
は
︑
み
な
そ
れ
ぞ
れ
人
性
が
強

暴
で
︑
手
下
の
者
ど
も
も
ま
た
大
勢
お
り
ま
す
︒
み
な
︑
そ
し
っ

て
言
う
こ
と
に
は
︑﹃
天
皇
の
命
令
に
は
従
う
ま
い
︒
も
し
む
り

や
り
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
︑
兵
を
集
め
て
抵
抗
す
る
だ
ろ

う
﹄
と
言
っ
て
い
ま
す
﹂
と
申
し
上
げ
た
︒
そ
こ
で
︑
天
皇
は
兵
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士
を
つ
か
わ
し
て
︑
そ
の
敵
の
大
切
な
拠
点
の
交
通
を
さ
え
ぎ
っ

て
︑
全
部
罪
人
と
し
て
殺
し
て
し
ま
わ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名

を
速
津
媛
の
国
と
い
っ
た
︒
後
の
人
が
改
め
て
速
見

は
や

み

の
郡
こ
お
り

と
い
っ

て
い
る
︒

赤あ
か

湯ゆ

の
泉
︒︹
郡
の
役
所
の
西
北
に
あ
る
︺
こ
の
湯
の
湧わ

く
穴
は
︑

郡
の
役
所
の
西
北
に
あ
る
竈か
ま

門
山

ど
や
ま

に
あ
る
︒
そ
の
周
囲
は
十
五
丈

ば
か
り
で
あ
る
︒
湯
の
色
は
赤
く
て
泥
土
が
あ
る
︒
こ
れ
を
使
っ

て
家
の
柱
を
塗
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
︒
泥
が
流
れ
て
外
に
出
る

と
︑
色
が
変
わ
っ
て
清
水
に
な
り
︑
東
に
向
か
っ
て
下
り
流
れ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
赤
湯
の
泉
と
い
う
︒

玖
倍
理
湯

く

べ

り

ゆ

の
井
︒︹
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
こ
の
湯
の
井
は
︑

郡
の
西
に
あ
る
河か
わ

直
山

な
お
や
ま

の
東
の
岸
に
あ
る
︒
口
の
直
径
は
一
丈
余

り
で
あ
る
︒
湯
の
色
は
黒
く
︑
泥
は
︑
ふ
だ
ん
は
流
れ
て
い
な
い
︒

人
が
こ
っ
そ
り
と
井
の
あ
た
り
に
行
っ
て
︑
大
声
を
出
し
て
叫
べ

ば
︑
驚
き
鳴
っ
て
湧わ

き
か
え
り
︑
奔
騰

ほ
ん
と
う

す
る
こ
と
二
丈
余
り
ほ
ど

で
あ
る
︒
そ
の
湯
気
は
火
の
燃
え
る
よ
う
に
熱
く
︑
向
か
っ
て
近

づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
あ
た
り
の
草
木
は
︑
す
っ
か
り
枯
れ
た

り
し
お
れ
た
り
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
慍
い
か
り

湯ゆ

の
井
と
い
う
︒

士
を
つ
か
わ
し
て
︑
そ
の
敵
の
要
害
を
さ
え
ぎ
っ
て
︑
こ
と
ご
と

く
討
ち
滅
ぼ
し
て
し
ま
わ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
速
津
媛
の

国
と
い
っ
た
︒
後
の
人
は
改
め
て
速は
や

見み

の
郡
こ
お
り

と
い
っ
て
い
る
︒

赤あ
か

湯ゆ

の
泉
︒
郡
の
役
所
の
西
北
に
あ
る

こ
の
湯
の
湧わ

く
穴
は
︑

郡
の
役
所
の
西
北
に
あ
る
竈か
ま

門ど

山や
ま

に
あ
る
︒
そ
の
周
囲
は
四
五

メ
ー
ト
ル
ば
か
り
で
あ
る
︒
湯
の
色
は
赤
く
て
泥
土
が
あ
る
︒
こ

れ
を
使
っ
て
家
の
柱
を
塗
る
の
に
充
分
で
あ
る
︒
泥
が
流
れ
て
外

に
出
る
と
︑
色
が
変
わ
っ
て
清
水
に
な
り
︑
東
に
向
か
っ
て
下
り

流
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
赤
湯
の
泉
と
い
う
︒

玖
倍
理
湯

く

べ

り

ゆ

の
井
︒
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る

こ
の
湯
の
井
は
︑
郡

の
西
に
あ
る
河か
わ

直
山

な
お
や
ま

の
東
の
岸
に
あ
る
︒
井
の
口
の
直
径
は
三

メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
る
︒
湯
の
色
は
黒
く
︑
泥
は
︑
ふ
だ
ん
は
流

れ
て
い
な
い
︒
人
が
こ
っ
そ
り
と
井
の
あ
た
り
に
行
っ
て
︑
大
声

を
出
し
て
叫
べ
ば
︑
驚
き
鳴
っ
て
湧わ

き
か
え
り
︑
ほ
と
ば
し
る
こ

と
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
の
湯
気
は
火
の
燃
え
る
よ
う
に

熱
く
︑
向
か
っ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
あ
た
り
の
草
木
は
︑

す
っ
か
り
枯
れ
た
り
し
お
れ
た
り
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
慍
い
か
り

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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土
地
の
言
葉
で
は
玖
倍
理
湯

く

べ

り

ゆ

の
井
と
い
う
︒

柚
富
ゆ

ふ

の
郷さ
と

︒︹
郡
こ
お
り

の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
こ
の
郷
の
中
に
︑
叡た
く

の

樹
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
︒
い
つ
も
叡た
く

の
皮
を
採
っ
て
︑
木
綿

ゆ

う

を
造
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
柚
富
の
郷
と
い
う
︒

柚
富
の
峰
︒︹
柚
富
の
郷
の
東
北
に
あ
る
︺
こ
の
峰
の
頂
に
石
室

が
あ
る
︒
そ
の
深
さ
十
丈
余
り
︑
高
さ
八
丈
四
尺
︑
広
さ
は
三
丈

余
り
で
あ
る
︒
常
に
水
の
凍
っ
た
の
が
あ
っ
て
︑
夏
を
経
て
も
溶

け
な
い
︒
い
っ
た
い
柚
富
の
郷
は
︑
こ
の
峰
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ

る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
峰
の
名
と
し
た
︒

頸く
び

の
峰
︒︹
柚
富
の
峰
の
西
南
に
あ
る
︺
こ
の
峰
の
下
に
︑
水
田

が
あ
る
︒
も
と
の
名
は
宅や
け

田だ

で
あ
っ
た
︒
こ
の
田
の
苗
を
︑
鹿
が

来
て
い
つ
も
食
っ
て
い
た
︒
田た

主ぬ
し

が
︑
柵さ
く

を
造
っ
て
様
子
を
み
な

が
ら
待
っ
て
い
る
と
︑
鹿
が
や
っ
て
き
て
︑
自
分
の
頸
を
あ
げ
て
︑

柵
の
間
に
す
っ
ぽ
り
と
入
れ
て
︑
苗
を
食
っ
た
︒
田
主
は
︑
鹿
を

捕
ま
え
て
︑
そ
の
頸
を
斬き

ろ
う
と
し
た
︒
そ
の
時
︑
鹿
が
助
け
を

乞こ

う
て
言
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
わ
た
し
は
︑
い
ま
誓
い
を
立
て
ま
す
︒

わ
た
し
の
死
に
値
す
る
重
い
罪
を
お
許
し
く
だ
さ
い
︒
も
し
大
き

な
お
恵
み
を
与
え
ら
れ
て
︑
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

湯ゆ

の
井
と
い
う
︒
土
地
の
言
葉
で
は
玖
倍
理
湯

く

べ

り

ゆ

の
井
と
い
う
︒

柚
富
ゆ

ふ

の
郷さ
と

︒
郡
こ
お
り

の
役
所
の
西
に
あ
る

こ
の
郷
の
中
に
︑
挨た
く

の
樹

が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
︒
い
つ
も
挨
の
皮
を
採
っ
て
︑
木
綿
ゆ

う

を

造
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
柚
富
の
郷
と
い
う
︒

柚
富
の
峰
︒
柚
富
の
郷
の
東
北
に
あ
る

こ
の
峰
の
頂
に
石
室
が

あ
る
︒
そ
の
深
さ
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
︑
広

さ
は
約
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
常
に
水
の
凍
っ
た
の
が
あ
っ
て
︑

夏
を
す
ぎ
て
も
溶
け
な
い
︒
す
べ
て
柚
富
の
郷
は
︑
こ
の
峰
に
近

い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
峰
の
名
と
す
る
︒

頸く
び

の
峰
︒
柚
富
の
峰
の
西
南
に
あ
る

こ
の
峰
の
下
に
水
田
が
あ

る
︒
も
と
の
名
は
宅や
け

田だ

で
あ
る
︒
こ
の
田
の
苗
を
︑
鹿
が
来
て
い

つ
も
食
っ
て
い
た
︒
田た

主ぬ
し

が
︑
柵さ
く

を
造
っ
て
様
子
を
窺
い
待
っ
て

い
た
︒
す
る
と
鹿
が
や
っ
て
き
て
︑
自
分
の
頸
を
あ
げ
て
︑
柵
の

間
に
突
っ
込
ん
で
︑
苗
を
食
っ
た
︒
田
主
は
︑
鹿
を
捕
ま
え
て
︑

そ
の
頸
を
斬き

ろ
う
と
し
た
︒
そ
の
時
︑
鹿
が
許
し
を
乞こ

う
て
言
っ

た
こ
と
に
は
︑
﹁
私
は
︑
い
ま
誓
い
を
立
て
ま
す
︒
私
の
死
に
値

す
る
重
い
罪
を
お
許
し
く
だ
さ
い
︒
も
し
大
き
な
お
恵
み
を
下

さ
っ
て
︑
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
︑
私
の
子
孫
に
苗
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ら
︑
わ
た
し
の
子
孫
に
苗
を
絶
対
に
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
申
し

ま
す
﹂
と
い
っ
た
︒
田
主
は
︑
そ
こ
で
︑
全
く
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ

と
思
い
︑
放
免
し
て
斬
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
以
来
︑
こ
の
田
の

苗
は
︑
鹿
に
食
わ
れ
な
く
な
り
︑
そ
の
実
り
を
完
全
に
得
ら
れ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
頸く
び

田た

と
い
い
︑
ま
た
︑
そ
こ
の
峰
の
名
と
し
た
︒

田
野
た

の

︒︹
郡
の
役
所
の
西
南
に
あ
る
︺
こ
の
野
は
広
々
と
し
て
︑

土
地
が
よ
く
肥
え
て
い
る
︒
田
を
開
墾
す
る
よ
さ
は
︑
こ
こ
の
土

地
に
比
べ
ら
れ
る
も
の
が
な
い
︒
昔
︑
郡
内
の
民
が
︑
こ
の
野
に

住
ん
で
︑
多
く
の
水
田
を
開
墾
し
た
が
︑
自
分
た
ち
の
食
糧
に
は

余
っ
て
︑︵
刈
っ
た
稲
を
︶
畝う
ね

に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
お
き
︑
自

分
の
富
に
ひ
ど
く
思
い
あ
が
っ
て
得
意
に
な
り
︑︵
そ
の
挙
句
︑︶

餅
を
作
っ
て
弓
の
的
と
し
て
遊
ん
だ
︒
そ
の
時
︑
餅
が
白
鳥
に
姿

が
変
わ
り
︑
南
を
さ
し
て
飛
び
去
っ
た
︒
そ
の
年
の
間
に
︑
農
民

た
ち
は
死
に
絶
え
て
︑
水
田
を
耕
作
す
る
者
な
く
︑
け
っ
き
ょ
く

荒
野
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
時
か
ら
後
︑
水
田
に
適
し
な

い
︒
今
︑
田
野
と
い
う
が
︑
こ
れ
が
そ
の
由
来
で
あ
る
︒

を
絶
対
に
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
伝
え
ま
す
﹂
と
言
っ
た
︒
田
主

は
︑
そ
こ
で
︑
た
い
そ
う
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
と
思
い
︑
放
免
し
て

斬
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
以
来
︑
こ
の
田
の
苗
は
︑
鹿
に
食
わ
れ

な
く
な
り
︑
そ
の
実
り
を
得
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
頸く
び

田た

と
い

い
︑
ま
た
︑
そ
こ
の
峰
の
名
と
し
た
︒

田
野
た

の

︒
郡
の
役
所
の
西
南
に
あ
る

こ
の
野
は
広
々
と
し
て
大
き

く
︑
土
地
が
よ
く
肥
え
て
い
る
︒
田
を
開
墾
す
る
便
の
よ
さ
は
︑

こ
こ
の
土
地
に
比
べ
ら
れ
る
も
の
が
な
い
︒
昔
︑
郡
内
の
人
民

が
︑
こ
の
野
に
住
ん
で
︑
多
く
の
水
田
を
開
墾
し
た
︒
自
分
た
ち

の
食
糧
に
は
余
っ
て
︑︵
刈
っ
た
稲
を
︶
畝う
ね

に
置
い
た
ま
ま
に
し

て
お
き
︑
自
分
等
の
富
に
ひ
ど
く
思
い
あ
が
っ
て
得
意
に
な
り
︑

︵
そ
の
挙
句
︑
︶
餅
を
作
っ
て
弓
の
的
と
し
て
遊
ん
だ
︒
そ
の
時
︑

餅
が
白
鳥
の
姿
に
変
わ
り
︑
南
を
さ
し
て
飛
び
去
っ
た
︒
そ
の
年

の
間
に
︑
人
民
た
ち
は
皆
死
に
絶
え
て
︑
水
田
を
耕
作
す
る
者
な

く
︑
と
う
と
う
荒
野
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
時
か
ら
後
︑
こ

の
地
は
水
田
に
適
し
て
い
な
い
︒
今
︑
田
野
と
い
う
︑
こ
れ
が
そ

の
由
来
で
あ
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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︹
九
︺
国
埼

く
に
さ
き

の
郡
こ
お
り

郷さ
と

は
六
所
︹
里
こ
ざ
と

は
十
六
︺
で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
の
御
船

み

ふ
ね

が
︑
周
防

す

お

う

の
国
佐さ

婆
津

ば

つ

か
ら
出
発
し
て
︑
海
を

お
渡
り
に
な
っ
た
が
︑
遙
か
に
こ
の
国
を
ご
覧
に
な
っ
て
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
そ
の
︑
見
え
る
も
の
は
︑
ひ
ょ
っ
と
し

て
国
の
サ
キ
︵
岬
︶
で
は
な
い
か
﹂
と
仰
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
国
埼

く
に
さ
き

の
郡
こ
お
り

と
い
う
︒

伊
美
い

み

の
郷さ
と

︒︹
郡
の
役
所
の
北
に
あ
る
︺
同
じ
天
皇
が
︑
こ
の
村

に
お
い
で
に
な
っ
て
︑
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
こ
の
国
は
︑

都
か
ら
の
道
が
遥
か
に
遠
く
︑
山
は
け
わ
し
く
谷
は
深
く
て
︑
行

き
来
す
る
人
も
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
さ
て
こ
こ
に
国
を
見
る
こ
と
が

今
や
っ
と
で
き
た
﹂
と
仰
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
国
見

く
に

み

の
村

と
い
う
︒
今
︑
伊
美
の
郷
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
が
訛な
ま

っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

︵
植
垣
節
也
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
﹃
風
土
記
﹄
二
八
四

～
三
〇
五
頁
よ
り
引
用
︶

国
埼

く
に
さ
き

の
郡
こ
お
り

︒
郷さ
と

は
六
所

里
こ
ざ
と

は
十
六

で
あ
る
︒

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
の
御
船

み

ふ
ね

が
︑
周
防

す

お

う

の
国
佐さ

婆
津

ば

つ

か
ら
出
発
し
て
︑
海
を

お
渡
り
に
な
っ
た
︒
そ
の
時
︑
遙
か
に
こ
の
国
を
ご
覧
に
な
っ
て

お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
そ
の
︑
見
え
る
も
の
は
︑
ひ
ょ
っ

と
し
て
国
の
サ
キ
︵
岬
︶
で
は
な
い
か
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ

れ
に
よ
っ
て
国
埼

く
に
さ
き

の
郡
こ
お
り

と
い
う
︒

伊
美
い

み

の
郡さ
と

（
マ
マ
）︒
郡
の
役
所
の
北
に
あ
る

同
じ
天
皇
︵
景
行
天
皇
︶

が
︑
こ
の
村
に
お
い
で
に
な
っ
て
︑
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑

﹁
こ
の
国
は
都
か
ら
の
道
が
遥
か
に
遠
く
︑
山
谷
は
け
わ
し
く
深

く
て
︑
行
き
来
す
る
人
も
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
今
そ
の
国
を
見
る
こ

と
が
や
っ
と
で
き
た
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
国く
に

見み

の
村
と
い
う
︒
今
︑
伊
美
の
郷
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
が
訛な
ま

っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

︵
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
﹃
風
土
記
﹄
下
四
〇
～
五
〇
頁
よ
り
引
用
︶

―20―



こ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
ば
︑
い
か
に
両
現
代
語
訳
が
よ
く
似
て
い
る
か
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
︒
と
く
に
︑
総
記
・
速
水
郡
総

記
・
同
郡
赤
湯
泉
・
同
郡
玖
倍
理
湯

く

べ

り

ゆ

井
の
箇
所
な
ど
は
︑
植
垣
訳
と
ほ
と
ん
ど
渝
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
は
唖
然
と
す
る
︒
日
田
郡
の
鏡

坂
条
な
ど
は
︑
植
垣
訳
に
︑

︻
植
垣
訳
︼
鏡
か
が
み

坂さ
か

︒︹
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
大お
お

足
た
ら
し

彦ひ
こ

の
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶

が
︑
こ
の
坂
の
上
に
登
り
︑
地
域
の
形
勢
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
そ
こ
で
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
︑﹁
こ
の
地
の
形
は
︑
鏡
の
面
に
似

て
い
る
な
あ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
鏡
坂
と
い
う
︒
こ
れ
が
そ
の
由
来
で
あ
る
︒

と
あ
る
箇
所
が
︑
谷
口
訳
で
は
︑

︻
谷
口
訳
︼
鏡
か
が
み

坂ざ
か

︒
郡
の
役
所
の
西
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天

（
マ
マ
）

皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
こ
の

坂
の
上
に
登
り
︑
土
地
の
形
状
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
勅
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
こ
の
地
の
形
は
︑
鏡
の
面
に
似
て
い
る

な
あ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
鏡
坂
と
い
う
︒
こ
れ
が
そ
の
由
来
で
あ
る
︒

と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
大
野
郡
︑
海つ

石
榴

ば

市い
ち

・
血ち

田だ

条
で
は
︑

︻
植
垣
訳
︼
海つ

石
榴

ば

市い
ち

・
血ち

田だ

︒︹
と
も
に
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る
︺
昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

天
皇
︶
が
︑
球
覃

く

た

み

の
行か
り

宮み
や

に
お
い
で
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
の
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

を
責
め
て
討
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
部
下
に

お
言
葉
を
賜
り
︑
海
石
榴

つ

ば

き

の
樹
を
伐き

り
と
っ
て
槌つ
ち

に
作
っ
て
武
器
と
し
︑
た
だ
ち
に
勇
猛
な
兵
士
を
選
ん
で
︑
武
器
の
槌
を
授
け
て
︑

山
に
穴
を
あ
け
草
を
押
し
倒
し
て
進
み
︑
土
蜘
蛛
を
襲
っ
て
︑
全
部
を
罰
し
て
殺
さ
せ
ら
れ
た
︒
流
れ
る
大
量
の
血
は
く
る
ぶ
し
が

没
す
る
ほ
ど
の
深
さ
に
な
っ
た
︒
そ
の
槌
に
作
っ
た
所
を
︑
海
石
榴

つ

ば

市い
ち

と
い
い
︑
ま
た
血
を
流
し
た
所
を
︑
血
田
と
い
う
︒

と
あ
る
箇
所
が
︑

︻
谷
口
訳
︼
海つ

石
榴

ば

市い
ち

・
血ち

田だ

︒
と
も
に
郡
の
役
所
の
南
に
あ
る

昔
︑
纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
で
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た
天
皇
︵
景け
い

行こ
う

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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天
皇
︶
が
︑
球
覃

く

た

み

の
行か
り

宮み
や

に
お
い
で
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
鼠
ね
ず
み

の
岩
屋
の
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

を
撃
と
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
︑
部
下
に
お
命
じ
に

な
っ
て
︑
海
石
榴

つ

ば

き

の
木
を
伐き

り
と
っ
て
槌つ
ち

に
作
っ
て
武
器
と
し
︑
た
だ
ち
に
勇
猛
な
兵
士
を
選
ん
で
︑
武
器
の
槌
を
授
け
て
︑
山
に

穴
を
あ
け
草
を
押
し
倒
し
て
︑
土
蜘
蛛
を
襲
っ
て
︑
皆
を
罰
し
て
殺
さ
せ
な
さ
っ
た
︒
流
れ
る
血
は
く
る
ぶ
し
が
没
す
る
ほ
ど
の
量

で
あ
っ
た
︒
そ
の
槌
に
作
っ
た
と
こ
ろ
を
海
石
つ

榴ば

市い
ち

と
い
い
︑
ま
た
血
を
流
し
た
所
を
︑
血
田
と
い
う
︒

と
な
っ
て
い
る
︒﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
の
原
文
は
素
直
な
文
体
で
︑
誰
が
現
代
語
訳
し
て
も
あ
る
程
度
一
致
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い

こ
と
で
あ
る
︵
と
く
に
︑
固
有
名
詞
な
ど
は
一
致
し
て
当
然
で
あ
る
︶︒
そ
こ
が
︑
す
で
に
訳
文
の
存
在
す
る
風
土
記
の
現
代
語
訳
の
つ
ら
い

と
こ
ろ
で
あ
り
︑
こ
の
点
で
︑
筆
者
は
谷
口
氏
に
同
情
的
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
ま
で
言
い
回
し
が
酷
似
し
て
い
る
と
︑
谷
口
訳
は
植
垣

訳
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
と
く
に
︑
ル
ビ
の
附
さ
れ
て
い
る
箇
所
ま
で
が
こ
と
ご
と
く
一

致
し
て
い
る
の
は
︑
転
用
と
み
な
す
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
に
も
︑︻
植
垣
訳
︼
↓
︻
谷
口
訳
︼
と
い
う
露
骨
な
転
用
を
示
す
例
と
し
て
は
︑
直
入
郡
︑
球
覃

く
た
み
の

郷さ
と

条
の
以
下
の
訳
文
で
あ
る
︒

︻
植
垣
訳
︼
球
覃

く

た

み

の
郷さ
と

︒︹
郡
こ
お
り

の
役
所
の
北
に
あ
る
︺
こ
の
村
に
泉
が
あ
る
︒
同
じ
︵
景
行
︶
天
皇
が
︑
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
︑
お

食
事
の
用
意
を
す
る
人
が
︑
御
飲
物
に
し
よ
う
と
泉
の
水
を
従
者
に
汲く

ま
せ
た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
は
蛇
龗
︹
於
箇
お

か

美み

と
い
う
︺
が
い
た
︒

こ
の
と
き
︑
天
皇
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
き
っ
と
臭
い
に
お
い
が
す
る
は
ず
だ
︒
決
し
て
汲
ん
で
使
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂

と
仰
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
臭
泉

く
さ
い
ず
み

と
い
い
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
村
の
名
と
し
た
︒
今
︑
球
覃
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

︻
谷
口
訳
︼
球
覃

く

た

み

の
郷さ
と

︒
郡
こ
お
り

の
役
所
の
北
に
あ
る

こ
の
村
に
泉
が
あ
る
︒
同
じ
︵
景
行
︶
天
皇
が
︑
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
︑
お
食

事
の
用
意
を
す
る
人
が
︑
御
飲
物
に
し
よ
う
と
泉
の
水
を
従
者
に
汲く

ま
せ
た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
は
蛇
龗

オ
カ
ミ
と
い
う

が
い
た
︒

こ
の
と
き
︑
天
皇
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
︑﹁
き
っ
と
臭
い
に
お
い
が
す
る
は
ず
だ
︒
決
し
て
汲
ん
で
使
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
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と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
名
を
臭く
さ

泉
い
ず
み

と
い
い
︑
村
の
名
と
し
た
︒
今
︑
球
覃
の
郷
と
い
う
の
は
︑
訛な
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

文
章
・
ル
ビ
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
さ
き
の
二
例
と
同
様
だ
が
︑
転
用
が
よ
く
わ
か
る
の
は
傍
線
部
分
の
表
現
で
あ
る
︒

﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
に
は
景
行
天
皇
の
名
が
頻
出
す
る
が
︑
同
一
条
内
で
天
皇
名
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
に
は
﹁
同
天
皇
﹂
と
記

さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
︒﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
も
そ
う
だ
が
︑
こ
う
し
た
原
則
は
風
土
記
全
文
を
通
じ
て
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
︒
西
海

道
の
風
土
記
は
最
終
的
に
大
宰
府
で
編
纂
・
調
整
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
推
測
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
な
整
然
と
し
た

表
記
で
あ
る
︒

そ
れ
は
と
も
か
く
︑
植
垣
節
也
氏
は
︑
ご
自
身
の
訳
の
な
か
で
︑
原
文
の
﹁
同
天
皇
﹂
は
﹁
同
じ
天
皇
﹂
と
訳
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
︒

そ﹅

こ﹅

に﹅

わ﹅

ざ﹅

わ﹅

ざ﹅

天﹅

皇﹅

名﹅

を﹅

括﹅

弧﹅

に﹅

括﹅

っ﹅

て﹅

補﹅

足﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

は﹅

な﹅

い﹅

︒
と
こ
ろ
が
︑
唯
一
の
例
外
が
︑
右
の
球
覃
郷
条
で
あ
る
︒
こ
こ
で

は
﹁
同
じ
︵
景
行
︶
天
皇
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
括
弧
の
な
か
に
天
皇
名
を
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
谷
口
訳
は
ど
う
か
と

い
う
と
︑
こ
ち
ら
も
原
文
の
﹁
同
天
皇
﹂
は
﹁
同
じ
天
皇
﹂
と
訳
す
の
を
つ
ね
と
し
て
い
る
の
だ
が
︑
例
外
的
に
こ
の
条
だ
け
﹁
同
じ
︵
景

行
︶
天
皇
﹂
と
植
垣
訳
と
お
な
じ
表
記
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
を
偶
然
の
一
致
と
言
い
逃
れ
る
の
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
遺
憾
な
が
ら
︑
谷
口
訳
は
植
垣
訳
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
無
断
で
転
用

し
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
版
元
の
小
学
館
や
ご
遺
族
の
許
可
を
得
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
本
書

の
ど
こ
に
も
そ
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
わ
れ
わ
れ
第
三
者
が
こ
れ
を
﹁
無
断
転
用
﹂
と
称
し
て
も
︑
そ
れ
は
谷
口
氏
へ
の
誹

謗
中
傷
と
い
う
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

無
論
︑
谷
口
訳
も
す
べ
て
が
植
垣
訳
を
転
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
部
分
的
に
字
句
は
変
え
た
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
︑
そ
こ
に
若
干

の
創
意
が
看
取
さ
れ
る
箇
所
も
皆
無
で
は
な
い
︒
と
く
に
︑
寸
法
に
関
し
て
は
メ
ー
ト
ル
法
に
換
算
し
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
谷

口
訳
の
工
夫
で
あ
る
︒
た
だ
︑
他
の
多
く
の
文
言
の
一
致
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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思
う
に
︑
谷
口
氏
は
︑
本
書
の
新
訳
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
植
垣
訳
を
入
力
・
デ
ー
タ
化
し
︑
そ
れ
を
﹁
討
覈
﹂
し
よ
う
と
し

た
の
だ
が
︑
な
ん
ら
か
の
理
由
で
︑
じ
ゅ
う
ぶ
ん
実
行
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三
︑
小

括

最
初
に
本
書
を
み
た
と
き
︑﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
は
植
垣
訳
を
転
載
し
た
も
の
か
と
思
っ
た
︒
た
だ
︑
凡
例
そ
の
他
を
み
て
も
︑
そ
う

し
た
断
わ
り
も
な
く
︑
細
か
く
検
討
し
て
み
る
と
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
訳
が
ち
が
っ
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
新
訳
と
い
う
に
は
︑
あ
ま
り
に
も
植
垣
氏
の
旧
訳
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
︑
谷
口
氏
ご
本
人
に
確
認
し
た
い
︒

︵
一
︶
筆
者
の
調
査
で
は
︑
谷
口
訳
は
植
垣
訳
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
も
の
だ
と
思
う
が
︑
こ
の
点
に
対
す
る
ご
自
身
の
考
え
は
如

何
︒
あ
く
ま
で
自
身
の
手
に
な
る
新
訳
だ
と
主
張
さ
れ
る
の
か
︒

︵
二
︶
植
垣
訳
を
転
用
し
た
こ
と
を
お
認
め
に
な
る
な
ら
︑
ど
う
し
て
当
該
書
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
断
ら
な
い
の
か
︒
六
一
頁
の
参
考

文
献
に
さ
え
植
垣
訳
を
あ
げ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒

念
の
た
め
に
申
し
上
げ
て
お
く
が
︑
筆
者
は
無
断
転
用
を
言
い
立
て
て
︑
谷
口
氏
を
指
弾
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
︵
た
だ
し
︑
ご

本
人
に
思
い
あ
た
る
節
が
あ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
研
究
上
の
倫
理
観
の
缺
如
だ
か
ら
︑
深
く
反
省
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
︶︒
そ
れ
よ
り
も
︑
こ
う
し

た
安
易
な
注
釈
書
の
出
版
は
︑
風
土
記
研
究
の
進
展
に
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
云
い
た
い
の
で
あ
る
︒
谷
口
氏
が
独
自
に
風
土

記
を
現
代
語
訳
し
た
結
果
︑
ど
う
し
て
も
植
垣
訳
と
の
一
致
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
な
ら
︑
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
が
︑
多
く
の

読
者
が
利
用
す
る
最
新
の
文
庫
に
お
い
て
旧
訳
の
域
を
出
な
い
現
代
語
訳
な
ど
︑
あ
え
て
公
開
の
必
要
な
ど
な
い
よ
う
に
も
思
う
︒
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植
垣
節
也
先
生
は
す
で
に
平
成
二
十
五
年
に
物
故
さ
れ
た
か
ら
︑
当
然
︑
こ
の
谷
口
訳
の
こ
と
は
ご
存
じ
な
い
︒
し
か
し
︑
も
し
先
生

が
ご
存
命
で
本
書
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
し
た
ら
︑
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
筆
者
の
想
像
だ
が
︑
無
断
借
用
を
慷
慨

す
る
よ
り
も
︑
自
分
の
旧
訳
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
乏
し
い
こ
の
新
訳
を
︑
研
究
の
停
滞
と
し
て
悲
し
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
先

生
を
よ
く
知
る
一
人
と
し
て
少
な
く
と
も
筆
者
は
そ
う
感
じ
る
︒

︹
附
記
︺

﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑
別
に
発
表
し
た
拙
稿
﹁
風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︱
谷
口
雅
博
氏
訳
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂

︵﹃
古
典
と
歴
史
﹄
２
︑
平
成
三
十
年
十
一
月
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
い
ば
ら
き

よ
し
ゆ
き
・
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

風
土
記
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
︵
荊
木
︶
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