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在

足

立

涼

□

要

旨

黄
泉
国
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
︑
大
き
く
本
居
宣
長
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
地
下
説
﹂
と
︑
佐
藤
正
英
氏
を
は
じ
め

と
す
る
﹁
山
中
説
﹂
と
に
説
が
分
か
れ
て
ゐ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
両
者
の
説
を
検
討
し
た
と
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
不
足
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
従
ふ

こ
と
が
で
き
な
い
︒

そ
こ
で
︑
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
を
接
続
す
る
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
の
諸
相
が
︑
上
っ
て
︑
そ
し
て
下
る
坂
と
い
ふ
も
の
で
あ
り
︑﹁
他
界
﹂
と
い

ふ
葦
原
中
国
か
ら
見
て
の
﹁
ほ
か
の
国
﹂
の
世
界
観
は
︑
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
異
世
界
で
は
な
く
︑
葦
原
中
国
と
同
レ
ベ
ル
の
世
界
で
あ
る
と
い

ふ
前
提
に
立
っ
た
と
き
︑
そ
し
て
︑
世
界
の
辺
境
の
地
で
あ
る
山
や
海
が
他
界
と
の
接
続
地
点
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
黄
泉
比
良
坂
の
諸

相
は
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
の
端
で
あ
る
﹁
山
﹂
の
黄
泉
国
側
の
境
界
か
つ
坂
で
あ
り
︑
黄
泉
国
の
所
在
は
境
界
た
る
山
を
越
え
た
平
面
上
の
そ

の
先
に
あ
る
︑
葦
原
中
国
と
同
じ
次
元
の
世
界
で
あ
る
と
云
へ
る
︒

イ
ザ
ナ
ミ
命
は
比
婆
山
に
葬
ら
れ
た
が
︑
イ
ザ
ナ
ミ
命
は
そ
の
先
へ
往
く
と
観
念
さ
れ
た
︒
神
話
的
世
界
に
お
い
て
は
︑
イ
ザ
ナ
ミ
命
は
山
を

越
え
た
向
か
う
の
世
界
に
往
っ
た
の
で
あ
り
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
は
さ
う
い
っ
た
他
界
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

古
事
記

黄
泉
比
良
坂

黄
泉
国

他
界

境
界
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一
︑
問
題
の
所
在

黄
泉
国
の
所
在
に
つ
い
て
は
︑
周
知
の
通
り
す
で
に
多
く
の
議
論
が
行
は
れ
て
ゐ
る
︒
通
説
と
な
る
基
礎
を
つ
く
っ
た
の
は
や
は
り
本

居
宣
長
で
あ
り
︑
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
に
お
い
て
次
の
や
う
に
述
べ
る
︒

黄
泉
國
は
︑︿
中
略
﹀
死
し
人
の
往
き
て
居
國
な
り
︑
下
文
に
燭
一
火
と
あ
れ
ば
︑
暗
處
と
見
え
︑
又
夜
之
食
國
を
知
看
月
讀
命
の
︑

讀
て
ふ
御
名
も
通
い
て
聞
ゆ
れ
ば
な
り
︑
さ
て
祝
辭
に
︑
吾
名
妋
能
命
波
︑
上
津
國
乎
所
知
食
倍
志
︑
吾
波
下
津
國
乎
所
知
止
申
氐

と
の
た
ま
ひ
︑
又
欲
二

罷
妣
國
根
之
堅
州
國
一︑
須
佐
之
男
命
の
詔
へ
る
︻
私
記
に
︑
根
國
謂
二

黄
泉
一

也
と
云
︑
萬
葉
五
に
之
多
敝
之

使
と
よ
め
る
も
︑
泉
路
の
こ
と
な
る
が
︑
下
方
使
と
聞
ゆ
︑
出
雲
國
風
土
記
に
︑
伯
耆
國
郡
内
夜
見
嶋
と
云
こ
と
あ
る
は
︑
黄
泉
に

由
あ
る
こ
と
あ
り
て
の
名
な
る
べ
し
︑︼
な
ど
を
以
見
れ
ば
︑
下
方
に
在
國
な
り
け
り
︵
1
︶

こ
の
や
う
に
宣
長
は
︑
火
を
灯
し
た
こ
と
︑
夜
の
国
を
統
治
す
る
ツ
ク
ヨ
ミ
命
と
﹁
ヨ
ミ
﹂
の
音
が
重
な
る
こ
と
か
ら
黄
泉
国
は
﹁
暗

處
﹂
で
あ
り
︑﹃
延
喜
式
﹄
鎮
火
祭
祝
詞
に
黄
泉
国
を
指
し
て
﹁
下
津
國
﹂
と
あ
る
こ
と
︑
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
を
同
一
視
し
て
ゐ

る
こ
と
な
ど
か
ら
﹁
下
方
に
在
國
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒

こ
の
や
う
に
黄
泉
国
が
地
下
に
あ
る
と
す
る
﹁
地
下
説
﹂
は
そ
の
後
も
多
様
な
観
点
か
ら
多
く
提
唱
さ
れ
︑
今
日
の
註
釈
書
の
類
に
至

る
ま
で
根
強
く
存
在
し
て
ゐ
る
が
︑
一
方
で
佐
藤
正
英
氏
が
提
唱
し
た
︑
黄
泉
国
は
山
に
あ
る
と
す
る
﹁
山
中
説
﹂
も
ま
た
︑
多
く
支
持

さ
れ
て
ゐ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
地
下
説
に
し
て
も
山
中
説
に
し
て
も
︑
諸
氏
が
論
じ
た
内
容
に
は
不
足
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
従
ふ
こ
と
は
で
き
な

い
︒
先
に
述
べ
て
お
く
と
︑
本
稿
で
は
︑
黄
泉
国
は
山
を
越
え
た
向
か
う
側
の
平
地
に
あ
る
︑
こ
の
世
界
と
同
レ
ベ
ル
の
国
で
あ
る
︑
と
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い
ふ
結
論
を
取
る
︒
こ
れ
と
同
様
の
見
解
は
︑
管
見
で
は
目
黒
礼
子
氏
が
平
成
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
で
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で

あ
る
が
︑
本
稿
の
結
論
の
詳
細
や
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
は
目
黒
氏
と
は
異
な
る
︒

な
ほ
本
稿
の
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
が
附
し
た
︒﹁
中
略
﹂
な
ど
筆
者
が
引
用
文
を
改
変
し
た
箇
所
は
︑
山
括
弧
内
に

そ
の
旨
を
記
し
た
︒
ま
た
引
用
し
た
文
章
は
元
の
通
り
の
表
記
と
し
︑
筆
者
の
文
章
は
新
字
体
・
歴
史
的
仮
名
遣
で
記
し
︑
拗
音
・
促
音

は
小
字
で
記
し
た
︒﹃
古
事
記
﹄
本
文
の
引
用
は
お
う
ふ
う
社
本
︵
2
︶

に
よ
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
の
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
︵
3
︶

に
よ
り
︑

字
体
や
訓
点
は
可
能
な
限
り
こ
れ
に
従
っ
た
︒
な
ほ
諸
氏
の
論
を
取
り
上
げ
る
際
︑
諸
氏
が
引
用
し
た
漢
籍
や
古
典
な
ど
の
本
文
は
︑
煩

雑
に
な
る
た
め
本
稿
で
の
引
用
は
控
へ
て
お
く
︒
諸
氏
の
論
考
に
当
た
ら
れ
た
い
︒

ま
た
本
稿
で
は
基
本
的
に
﹃
古
事
記
﹄
本
文
に
基
づ
き
︑﹃
古
事
記
﹄
の
黄
泉
国
説
話
に
つ
い
て
論
ず
る
の
で
︑
適
宜
﹃
古
事
記
﹄
本

文
を
引
用
す
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
そ
の
他
の
類
似
説
話
に
は
必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
が
︑
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
機
会
を
改
め
た
い
︒

二
︑
地
下
説
に
つ
い
て

宣
長
以
降
︑
黄
泉
国
が
地
下
に
あ
る
と
す
る
説
は
︑
倉
野
憲
司
氏
や
西
郷
信
綱
氏
が
敷
衍
し
︑
葦
原
中
国
を
中
心
と
し
て
高
天
原
を
上

方
に
︑
黄
泉
国
を
下
方
に
想
定
す
る
垂
直
線
上
の
三
層
構
造
の
世
界
観
が
現
れ
て
ゐ
る
と
指
摘
し
た
︵
4
︶

︒
ま
た
こ
の
理
解
は
現
行
の
諸
註
釈

に
も
受
け
継
が
れ
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
5
︶

︑
日
本
思
想
大
系
本
︵
6
︶

︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
︵
7
︶

な
ど
が
こ
の
説
を
採
っ
て
ゐ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
こ
の
説
に
は
す
で
に
多
く
の
反
対
意
見
が
あ
る
︒
ま
づ
火
を
灯
し
た
の
だ
か
ら
暗
い
世
界
だ
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑

山
中
説
の
立
場
を
取
る
佐
藤
氏
が
﹁
イ
ザ
ナ
キ
の
命
が
櫛
火
を
燭
し
た
の
は
︑
本
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宮
殿
の
内
に
お
い
て
の
こ
と

で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
を
り
︵
8
︶

︑
こ
れ
に
は
地
下
説
の
立
場
を
取
る
中
村
啓
信
氏
も
賛
同
し
て
ゐ
る
︵
9
︶

︒
慥
か
に
火
を
灯
し
た
の
は
イ
ザ
ナ
ミ

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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命
が
入
っ
て
い
っ
た
殿
の
中
を
照
ら
さ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
︵
還
二

入
其
殿
内
一

之
間
︑
︿
中
略
﹀
湯
津
〻
間
櫛
之
男
柱
一
箇
取
闕
而
︑

燭
二

一
火
一

︶︒
こ
の
記
述
か
ら
は
暗
い
と
読
み
取
れ
る
の
は
殿
内
で
あ
っ
て
︑
黄
泉
国
自
体
が
ど
う
で
あ
る
か
は
読
み
取
れ
な
い
︒

ま
た
ツ
ク
ヨ
ミ
命
と
ヨ
ミ
の
音
が
重
な
る
点
に
つ
い
て
は
︑
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
点
か
ら
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
を
倉
野
氏
が
指
摘
し
て

ゐ
る
︵
10
︶

︒
鎮
火
祭
祝
詞
に
つ
い
て
は
︑
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
乱
れ
か
ら
成
立
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
青
木
紀
元
氏
が
指
摘
し
て
を
り
︵
11
︶

︑﹃
古

事
記
﹄
の
傍
証
と
し
て
用
ゐ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
︒
ま
た
神
野
志
隆
光
氏
は
﹃
古
事
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
外
の
内
容
は
﹁
直
接
無
媒
介
に

﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
的
世
界
観
に
も
ち
こ
む
こ
と
は
で
き
﹂
ず
︑﹁
せ
い
ぜ
い
傍
証
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
な
﹂
い
の
で
あ
っ
て
︑
﹁
こ

の
祝
詞
の
例
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
よ
る
と
こ
ろ
を
﹁
上
つ
国
﹂﹁
下
つ
国
﹂
と
相
対
的
に
示
す
の
み
で
あ
り
︑﹁
下
つ
国
﹂
が
地
下

だ
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
直
結
で
き
な
い
﹂
の
で
︑﹁
傍
証
と
し
て
も
不
十
分
﹂
だ
と
指
摘
し
て
ゐ
る
︵
12
︶

︒

根
之
堅
州
国
に
つ
い
て
も
︑
神
野
志
氏
が
﹁﹁
黄
泉
国
﹂
と
﹁
根
之
堅
州
国
﹂
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
︑
両
者
を
異
な
っ
た
世
界
と

し
て
設
定
す
る
﹃
古
事
記
﹄
の
世
界
像
に
背
反
す
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
13
︶

︒
こ
れ
ら
の
二
つ
の
世
界
は
︑
共
通
す
る
要
素
も
あ
る
が
︑
名
称
が

異
な
る
以
上
は
異
な
る
世
界
と
し
て
捉
へ
る
べ
き
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
宣
長
の
ご
と
く
黄
泉
国
を
地
下
に
あ
る
暗
い
世
界
で
あ
る
と
理
解
す
る
論
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
宣
長

が
挙
げ
た
四
点
の
ほ
か
に
も
地
下
説
の
根
拠
と
な
る
要
素
が
あ
る
︒
そ
れ
は
神
野
志
氏
が

宣
長
が
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
︑
そ
の
立
場
か
ら
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
黄
泉
国
﹂
と
書
き
あ
ら
わ
す
﹁
黄
泉
﹂
の
漢
語
と
し

て
の
意
義
も
ま
た
︑
地
下
説
を
採
る
も
の
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
証
と
さ
れ
る
︒

と
指
摘
し
た
︵
14
︶

通
り
︑
和
語
﹁
ヨ
ミ
﹂
に
す
で
に
地
下
と
い
ふ
意
味
で
熟
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
漢
語
﹁
黄
泉
﹂
を
当
て
た
と
い
ふ
点
で
あ
る
︒

尤
も
神
野
志
氏
は
こ
れ
を
鎮
火
祭
祝
詞
と
同
様
の
理
由
で
排
し
て
ゐ
る
が
︑﹃
古
事
記
﹄
と
時
代
が
異
な
る
鎮
火
祭
祝
詞
と
は
違
ひ
︑
漢
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語
﹁
黄
泉
﹂
は
﹃
古
事
記
﹄
編
纂
の
時
代
︑
す
で
に
我
が
国
に
受
容
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
ら
︑
こ
の
点
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒

そ
の
検
討
を
行
っ
た
の
が
中
村
啓
信
氏
で
あ
る
︒
氏
は
﹁
漢
語
﹁
黄
泉
﹂
そ
の
も
の
の
検
討
か
ら
始
め
る
べ
き
﹂
だ
と
し
て
︑﹃
荘
子
﹄

秋
水
・
田
子
方
︑﹃
文
選
﹄﹁
解
嘲
﹂︑﹃
孟
子
﹄
滕
文
公
︑﹃
管
子
﹄
小
匡
︑﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
隠
公
︑﹃
漢
書
﹄
武
五
子
伝
第
三
十
三
に
お

け
る
﹁
黄
泉
﹂
の
語
を
検
討
し
︑﹁
漢
語
﹁
黄
泉
﹂
の
観
念
は
紛
れ
も
な
く
地
下
界
の
も
の
で
あ
る
こ
と
﹂
を
明
ら
か
に
し
︑
国
語
﹁
ヨ
ミ
﹂

を
表
す
漢
字
と
し
て
漢
語
﹁
黄
泉
﹂
が
選
ば
れ
た
以
上
︑﹁
ヨ
ミ
﹂
に
も
﹁
黄
泉
﹂
と
同
様
の
︑
地
下
で
あ
る
と
い
ふ
観
念
が
あ
っ
た
は

ず
だ
と
し
た
︵
15
︶

︒
注
目
す
べ
き
論
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
中
村
氏
の
論
説
に
は
見
落
と
し
が
あ
る
︒﹁
ヨ
ミ
﹂
と
﹁
黄
泉
﹂
と
は
︑﹁
死
者
が
行
く
と
こ
ろ
﹂
と
い
ふ
共
通
点
で
結

合
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
﹁
ヨ
ミ
﹂
も
ま
た
地
下
で
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
︒
和
語
と
そ
れ
に
当
て
ら
れ
た
漢
語
と
の
間
に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
︑
記
紀
の
編
纂
者

が
﹁
死
﹂
と
い
ふ
点
に
重
き
を
置
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
地
下
で
な
い
﹁
ヨ
ミ
﹂
に
﹁
黄
泉
﹂
の
字
が
当
て
ら
れ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
︒

黄
泉
国
研
究
で
は
︑
往
々
に
し
て
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
出
雲
郡
宇
賀
郷
の

卽
ち
︑
北
の
海
濱
に
礒
あ
り
︒
腦
の
礒
と
名
づ
く
︒︿
中
略
﹀
礒
よ
り
西
の
方
に
窟
戸
あ
り
︒
高
さ
と
廣
さ
と
︑
各
六
尺
ば
か
り
な
り
︒

窟
の
内
に
穴
あ
り
︒
人
︑
入
る
こ
と
を
得
ず
︒
深
き
淺
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
夢
に
此
の
礒
の
窟
の
邊
に
至
れ
ば
必
ず
死
ぬ
︒
故
︑

俗
人
︑
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
︑
黄
泉
の
坂
・
黄
泉
の
穴
と
號
く
︒

と
い
ふ
記
述
︵
16
︶

が
参
照
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
夢
に
此
の
礒
の
窟
の
邊
に
至
れ
ば
必
ず
死
ぬ
﹂
か
ら
﹁
黄
泉
の
坂
・
黄
泉
の

穴
と
號
﹂
け
ら
れ
た
と
い
ふ
点
で
あ
る
︒
無
論
︑
神
野
志
氏
が
述
べ
た
や
う
に
︑﹃
古
事
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
外
の
こ
と
を
持
ち
込
ん
で
考

へ
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
︑
し
か
し
こ
の
記
事
は
地
下
で
は
な
く
﹁
死
﹂
と
い
ふ
点
に
お
い
て
﹁
黄
泉
﹂
と
い
ふ
語
が
上
代
に
用
ゐ
ら
れ

た
と
い
ふ
こ
と
の
傍
証
に
は
な
り
得
よ
う
︒
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中
村
氏
は
﹁
地
下
界
を
地
上
界
や
山
上
界
に
変
換
し
て
し
ま
う
ほ
ど
大
き
な
乖
離
は
︑
も
は
や
翻
訳
と
言
え
な
い
﹂
と
述
べ
る
︵
17
︶

が
︑
山

中
説
の
立
場
を
取
る
西
條
勉
氏
は
﹁
和
語
の
ヨ
モ
︵
ヨ
ミ
︶
が
漢
語
の
﹁
黄
泉
﹂
で
捉
え
ら
れ
た
と
き
︑
死
者
の
世
界
は
︑
も
と
も
と
の

山
中
か
ら
地
下
の
方
に
移
し
換
え
ら
れ
た
の
だ
﹂
と
言
及
し
て
ゐ
る
︵
18
︶

の
で
︑
中
村
説
に
直
ち
に
従
ふ
の
は
尚
早
で
あ
ら
う
︒

中
村
氏
は
論
考
の
最
後
に
︑﹃
幽
明
録
﹄︑﹃
捜
神
後
記
﹄
に
見
ら
れ
る
洞
天
説
話
と
黄
泉
国
訪
問
譚
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
︑
黄
泉
国

へ
の
洞
天
世
界
の
影
響
を
示
唆
し
た
︒
洞
天
と
は
洞
穴
の
な
か
に
あ
る
小
宇
宙
で
あ
り
︑
中
村
氏
は
﹁
小
さ
く
狭
い
入
口
︑
そ
こ
に
外
部

世
界
と
内
部
世
界
の
境
界
が
あ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
を
越
え
れ
ば
︑
忽
ち
内
部
は
外
部
へ
と
反
転
す
る
﹂
と
表
現
す
る
が
︑
氏
は
黄
泉

国
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
︒

中
村
氏
の
こ
の
示
唆
を
継
承
し
た
の
は
土
屋
昌
明
氏
で
あ
る
︒
土
屋
氏
は
︑
中
村
氏
の
論
を
肯
定
し
た
う
へ
で
︑
道
教
経
典
﹃
真
誥
﹄

に
お
け
る
洞
天
説
話
と
︑
黄
泉
国
訪
問
譚
と
を
比
較
し
︑
そ
の
共
通
点
と
し
て

①

通
路
を
進
ん
だ
地
中
に
存
在
し
︑
通
路
は
石
を
使
っ
て
開
閉
す
る

②

地
中
な
の
に
明
る
く
て
神
の
す
む
宮
殿
が
あ
る

③

地
上
世
界
と
の
隣
接
性
が
あ
る

④

そ
の
世
界
の
主
宰
に
関
わ
る
別
の
神
が
い
る

⑤

そ
の
世
界
特
有
の
食
べ
物
が
あ
る
︵
19
︶

⑥

入
口
を
同
じ
く
す
る
別
の
世
界
が
存
在
す
る

と
い
ふ
六
点
を
指
摘
し
︑
洞
天
思
想
が
黄
泉
国
の
形
成
に
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
可
能
性
を
呈
し
︑
黄
泉
国
も
洞
天
同
様
︑
入
口
が
狭
く

地
下
に
あ
る
が
︑
中
は
広
く
明
る
い
世
界
で
あ
る
と
理
解
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
結
論
に
つ
い
て
は
﹁
可
能
性
の
域
を
出
な
い
﹂﹁
文

献
的
な
裏
付
け
が
取
れ
た
と
言
え
る
と
こ
ろ
ま
で
至
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
消
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
ゐ
る
︵
20
︶

︒
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土
屋
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
残
し
て
ゐ
る
︒

ま
づ
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑﹃
古
事
記
﹄
に
﹁
尓
︑
千
引
石
引
二

塞
其
黃
泉
比
良
坂
一︒
其
石
置
レ

中
﹂
と
あ
る
行
為
は
︑
こ
れ
は
境
界

を
遮
る
と
い
ふ
呪
術
的
行
為
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
物
理
的
に
通
路
を
塞
ぐ
行
為
で
は
な
い
と
考
へ
る
︒
そ
れ
は
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
命
が
﹁
塞
二

海
坂
一

而
返
入
﹂
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
︒
洞
天
の
や
う
に
︑
通
路
の
開
閉
に
直
接
石
が
用
ゐ
ら
れ
る
訣
で
は
な
い
︒
そ

も
そ
も
黄
泉
比
良
坂
は
遮
ら
れ
︑
閉
ぢ
ら
れ
た
後
︑
開
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
②
に
も
関
は
る
が
︑
黄
泉
国
が
地
中
で
あ
る

か
は
問
題
を
残
し
て
ゐ
る
︒

次
に
⑤
で
あ
る
が
︑
イ
ザ
ナ
ミ
命
の
﹁
吾
者
爲
二

黃
泉
戸
喫
一︒﹂
と
い
ふ
行
為
が
︑
土
屋
氏
の
述
べ
る
や
う
な
︑
黄
泉
国
特
有
の
食
物

を
食
べ
る
こ
と
だ
と
は
﹃
古
事
記
﹄
に
は
書
い
て
ゐ
な
い
︒
む
し
ろ
黄
泉
国
に
は
ブ
ド
ウ
や
タ
ケ
ノ
コ
と
い
っ
た
︑
地
上
と
同
じ
食
物
が
生

え
る
の
で
あ
り
︑﹁
黄
泉
戸
喫
﹂
は
黄
泉
国
で
煮
炊
き
さ
れ
た
も
の
を
黄
泉
国
の
住
人
と
共
に
食
べ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
考
へ
る
︒

ま
た
⑥
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
地
上
が
同
じ
入
り
口
に
よ
っ
て
洞
天
と
別
の
洞
天
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
や
う
に
︑
葦
原
中
国
が
黄
泉
比

良
坂
に
よ
っ
て
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
に
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
指
し
て
て
ゐ
る
︒
土
屋
氏
の
こ
の
言
及
は
中
村
氏
の
﹁
人

体
の
左
右
の
肺
が
︑
一
つ
の
喉
口
で
息
の
出
で
入
り
を
行
う
よ
う
に
︑﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
を
入
口
あ
る
い
は
出
口
の
共
通
の
通
路
と
し
た
﹂

と
い
ふ
言
及
︵
21
︶

に
立
脚
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
が
︑
こ
れ
は
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
を
単
独
の
固
有
名
詞
と
誤
解
し
た
ゆ
ゑ
の
解
釈
で
あ
る
︒
す
な

は
ち
黄
泉
比
良
坂
は
普
通
名
詞
で
あ
り
︑
黄
泉
国
訪
問
譚
に
登
場
す
る
黄
泉
比
良
坂
と
︑
根
之
堅
州
国
訪
問
譚
に
登
場
す
る
黄
泉
比
良
坂

と
は
︑
名
称
は
共
通
す
る
が
同
一
の
も
の
で
は
な
い
︵
22
︶

︒
例
へ
ば
他
界
と
の
接
点
が
一
つ
だ
け
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
︑
本
居
宣
長

は
﹁
天
浮
橋
﹂
に
つ
い
て
﹁
神
代
に
は
天
に
昇
降
る
橋
︑
此
所
彼
所
に
ぞ
あ
り
け
む
﹂
と
指
摘
し
て
ゐ
る
︵
23
︶

︒

土
屋
氏
の
論
は
従
来
の
地
下
説
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
な
ほ
不
足
が
あ
り
︑
従
ひ
難
い
︒

以
上
︑
宣
長
︑
中
村
氏
︑
土
屋
氏
と
い
ふ
こ
と
な
っ
た
観
点
か
ら
の
地
下
説
を
検
討
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
が
あ
り
︑
従
ひ
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難
い
︒
よ
っ
て
︑
地
下
説
そ
の
も
の
に
も
従
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
へ
る
︒
ま
た
︑
高
天
原
︱
葦
原
中
国
︱
黄
泉
国
と
い
ふ
垂
直
的

な
三
層
構
造
で
﹃
古
事
記
﹄
の
世
界
観
を
捉
へ
る
観
点
に
も
賛
同
で
き
な
い
︒

三
︑
山
中
説
に
つ
い
て

佐
藤
正
英
氏
は
黄
泉
国
山
中
説
を
提
唱
し
︑
斯
界
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
た
が
︑
佐
藤
氏
以
前
に
も
堀
一
郎
氏
に
よ
っ
て
万
葉
歌
の
観

点
か
ら
︑
井
手
至
氏
に
よ
っ
て
民
俗
学
的
見
地
及
び
国
語
学
的
見
地
か
ら
︑
黄
泉
国
山
中
説
と
ま
で
は
行
か
な
い
が
︑
所
謂
﹁
山
中
他
界

観
﹂
は
示
唆
さ
れ
て
ゐ
た
︒

ま
づ
堀
一
郎
氏
は
︑
万
葉
歌
の
う
ち
﹁
死
者
の
行
方
を
詠
じ
た
も
の
︑
死
者
葬
場
に
つ
い
て
よ
ん
だ
も
の
︑
死
者
に
つ
い
て
連
想
し
て

い
る
自
然
現
象
や
物
な
ど
﹂
を
検
出
し
︑
該
当
す
る
九
十
四
例
の
う
ち
﹁
山
丘
に
隠
れ
る
︑
山
隠
る
︑
山
に
よ
っ
て
故
人
を
偲
ぶ
﹂
と
い

ふ
例
が
四
十
七
例
と
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
︑

わ
が
国
の
殆
ん
ど
が
神
々
の
う
し
は
ぐ
山
︑
地
上
世
界
に
降
臨
す
る
階
梯
と
見
ら
れ
た
着
想
の
背
後
に
は
︑
か
か
る
死
者
昇
天
︑
入

山
の
観
念
が
根
つ
よ
く
横
た
わ
っ
て
お
り
︑
ま
た
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
葬
送
習
俗
が
存
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た

万
葉
集
を
分
析
し
た
限
り
で
は
︑
死
者
霊
魂
が
山
丘
に
の
ぼ
り
︑
そ
こ
に
か
く
れ
︑
も
し
く
は
天
上
の
世
界
に
雲
隠
れ
る
と
表
現
し

た
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
注
目
す
べ
き
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

と
指
摘
し
た
︵
24
︶

︒

ま
た
井
手
氏
は
︑
ま
づ
民
俗
学
的
見
地
か
ら
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上
古
に
お
い
て
は
︑
人
々
は
︑
浄
ら
か
な
霊
魂

︱
神
霊
の
ゆ
き
つ
ど
ふ
処
︑
つ
ま
り
︑
他
界
を
遙
遠
な
る
処
に
求
め
よ
う
と
し
た
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
記
述
の
よ
う
に
︑
水
平
的
に
遙
か
な
海
の
彼
方
が
他
界
と
し
て
観
じ
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
一
方
で
は
︑
そ
の
同
じ
考
え
方
か
ら
︑
垂
直
的
に
遙
か
な
天
上
や
︑
天
に
も
つ
と
も
近
い
処
と
し
て
山
岳
も
ま
た
他
界
と
し

て
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒︿
中
略
﹀
上
古
に
お
い
て
は
︑
神
霊
の
鎮
ま
る
地
と
考
え
ら
れ
た
山
岳
は
︑
一
方
に
お
い
て
︑
死
霊

の
こ
も
る
墳
墓
の
地
︑
葬
送
地
と
も
さ
れ
て
い
た
︒

と
し
︑
堀
氏
が
取
り
上
げ
た
う
ち
の
一
部
の
万
葉
歌
を
取
り
上
げ
︑﹁
当
時
︑
実
際
に
︑
山
が
葬
地
で
あ
り
︑
ま
た
山
が
神
霊
の
鎮
ま
る

他
界
で
あ
る
と
観
じ
ら
れ
て
い
た
﹂
こ
と
を
述
べ
︑
さ
ら
に
国
語
学
的
見
地
と
し
て
類
例
か
ら

ヨ
モ
︵
jöm
ö︶

︱
ヤ
マ
︵
jam
a︶

と
い
ふ
母
音
交
替
を
想
定
し
︑

ヨ
ミ
︵
ヨ
モ
︶
が
山
岳
的
な
他
界
と
し
て
観
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
︑
国
語
学
的
に
も
説
明
さ
れ
よ
う
︒
山
が
葬
地

で
あ
る
と
と
も
に
︑
上
古
に
お
い
て
︑
海
と
同
様
に
他
界
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
つ
た
の

で
あ
る
︒

と
述
べ
︑

ヨ
ミ

ヲ
チ

−

−

ヨ
モ

ヲ
ト

−

−

ヤ
マ

ワ
タ

と
い
ふ
︑﹁
上
古
に
お
い
て
他
界
と
観
じ
ら
れ
た
山ヤ
マ

と
海ワ
タ

と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
他
界
を
意
味
す
る
ヨ
ミ
︵
ヨ
モ
︶︑
ヲ
チ
︵
ヲ
ト
︶
の
語
を
分
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立
せ
し
め
て
い
た
﹂
と
い
ふ
対
立
を
示
し
た
︵
25
︶

︒
人
の
居
住
区
で
あ
る
平
地
か
ら
見
て
︑
山
と
海
と
は
そ
の
辺
境
の
地
で
あ
り
︑
そ
こ
に
他

界
が
観
念
さ
れ
た
と
思
は
れ
る
︒
そ
の
辺
境
た
る
﹁
ヤ
マ
﹂
と
﹁
ワ
タ
﹂
と
が
同
様
の
母
音
交
替
を
経
て
︑
他
界
の
名
称
で
あ
る
﹁
ヨ
ミ
﹂

と
﹁
ヲ
チ
﹂
と
に
変
化
し
て
ゐ
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒

さ
て
こ
れ
ら
は
山
中
他
界
観
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
り
︑
直
接
黄
泉
国
が
山
中
に
あ
る
と
指
摘
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
さ
う
い
っ

た
な
か
で
佐
藤
氏
が
発
表
し
た
論
考
︵
26
︶

は
︑﹃
古
事
記
﹄の
文
脈
に
即
し
て
黄
泉
国
が
山
中
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

佐
藤
論
文
に
は
お
よ
そ
四
つ
の
論
拠
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
︒
以
下
そ
の
論
点
と
問
題
点
を
ま
と
め
る
︒

第
一
は
︑
前
述
し
た
一
つ
火
の
こ
と
で
あ
る
︒
イ
ザ
ナ
キ
命
が
一
つ
火
を
灯
し
た
か
ら
黄
泉
国
は
暗
い
世
界
で
あ
る
と
い
ふ
通
説
に
対

し
︑
佐
藤
氏
は
﹁
イ
ザ
ナ
キ
の
命
が
櫛
火
を
燭
し
た
の
は
︑
本
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宮
殿
の
内
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
︒﹂
と
指

摘
し
た
︒
こ
れ
は
妥
当
な
言
及
で
あ
ら
う
︒

第
二
は
︑
黄
泉
比
良
坂
の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
の
点
が
佐
藤
論
文
の
最
重
要
点
で
あ
る
が
︑
問
題
も
あ
る
︒

佐
藤
氏
は
ま
づ
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
が
桃
の
実
を
投
げ
て
八
雷
神
ら
を
撃
退
し
た
﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂
の
﹁
坂
本
﹂
を
﹁
坂
の
麓
﹂
で

あ
る
と
捉
へ
︑﹁
イ
ザ
ナ
キ
の
命
が
﹁
千
引
き
の
石
﹂
を
置
い
て
︑
黄
泉
比
良
坂
を
塞
い
だ
の
は
﹁
坂
本
﹂
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
﹂
と
︑

八
雷
神
ら
の
撃
退
地
点
と
千
引
石
が
置
か
れ
た
地
点
と
を
同
一
の
場
所
で
あ
る
と
理
解
し
た
︒

ま
た
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
は
︑﹁
黄
泉
﹂
と
冠
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
︑
黄
泉
国
に
属
す
る
と
い
ふ
の
が
通
説
の
立
場
で
あ
る
が
︑
千
引
石
が

置
か
れ
た
の
が
﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂
で
あ
り
︑
黄
泉
国
の
軍
勢
は
﹁
坂
を
返
﹂
っ
て
行
っ
た
の
に
︑
も
し
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
が
地
下

へ
向
っ
て
下
る
坂
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
坂
の
麓
を
﹁
千
引
石
﹂
で
塞
い
で
し
ま
っ
て
は
︑
黄
泉
比
良
坂
そ
れ
自
体
は
葦
原
中
国
側
に

属
し
て
し
ま
ふ
し
︑
八
雷
神
も
﹁
坂
を
返
﹂
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
が
︑
し
か
し
︑
も
し
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
が
山
へ
向
っ
て
上
る
坂
だ
と

す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
問
題
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
︒
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こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
佐
藤
氏
は
︑

黄
泉
比
良
坂
は
︑
俗
世
の
側
か
ら
見
て
上
へ
上
っ
て
い
る
坂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
イ
ザ
ナ
キ
の

命
は
︑
黄
泉
比
良
坂
を
逃
げ
く
だ
っ
て
き
て
︑
そ
の
麓
に
ま
で
辿
り
つ
き
︑
そ
こ
で
﹁
事
戸
を
渡
﹂
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
黄

泉
比
良
坂
は
︑
上
へ
向
か
っ
て
の
ぼ
っ
て
い
る
坂
︑
い
わ
ゆ
る
山
坂
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

と
理
解
す
る
︒

こ
の
論
は
﹃
古
事
記
﹄
の
文
脈
に
即
し
た
矛
盾
の
な
い
も
の
や
う
に
思
は
れ
る
が
︑
し
か
し
問
題
点
を
残
し
て
ゐ
る
︒
一
つ
は
八
雷
神

ら
が
﹁
坂
を
返
﹂
っ
て
い
っ
た
と
い
ふ
理
解
で
あ
る
︒
こ
れ
は
本
文
に
﹁
到
二

黃
泉
比
良
此
二
字

以
レ

音
︒
坂
之
坂
本
一

時
取
下

在
二

其
坂
本
一

桃
子
三

箇
上

待
撃
者
︑
悉
坂
返
也
︒﹂
と
あ
る
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
が
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
に
生
え
て
ゐ
る
桃
の
実
を
取
っ
て
投
げ
︑
黄
泉
国
の
軍
勢

を
撃
退
し
た
場
面
で
あ
る
︒
佐
藤
氏
は
本
文
に
﹁
坂
返
也
﹂
と
あ
る
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
は
写
本
に
よ
っ
て
異
同

が
あ
る
︒
詳
細
は
後
述
す
る
が
︑
佐
藤
氏
は
写
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
こ
と
を
諒
解
し
な
が
ら
も
︑﹁
坂
返
也
﹂
を
採
る
根
拠
を
示
さ

ず
に
こ
の
語
を
前
提
に
立
論
し
て
ゐ
る
の
で
︑
直
ち
に
は
従
ひ
難
い
︒

ま
た
も
う
一
つ
は
︑
佐
藤
氏
が
﹁
イ
ザ
ナ
キ
の
命
が
﹁
千
引
き
の
石
﹂
を
置
い
て
︑
黄
泉
比
良
坂
を
塞
い
だ
の
は
﹁
坂
本
﹂
で
あ
る
﹂

と
理
解
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
本
文
に
﹁
尓
︑
千
引
石
引
二

塞
黃
泉
比
良
坂
一︑
其
石
置
レ

中
﹂
と
あ
る
や
う
に
︑
千
引
石
が
置
か
れ
た

の
は
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
の
﹁
坂
本
﹂
だ
と
は
﹃
古
事
記
﹄
に
は
書
い
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄
の
本
文
を
曲
解

し
て
坂
本
に
石
が
置
か
れ
た
と
理
解
し
て
し
ま
ふ
の
は
︑
佐
藤
氏
の
こ
じ
つ
け
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
︑
す
で
に
阿
部
真
司
氏
や
中
村
氏
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
ゐ
る
︵
27
︶

︒
こ
れ
は
こ
の
第
二
点
全
体
に
関
は
る
問
題
で
あ
り
︑
従
っ
て
︑
佐
藤
氏
の
掲
げ
る
前
提
条
件
は
見
直
し
が
必

要
と
思
は
れ
る
︒

第
三
は
︑
比
婆
の
山
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄
に
イ
ザ
ナ
ミ
命
が
比
婆
の
山
に
葬
ら
れ
た
と
書
い
て
ゐ
る
︵
故
︑
其
︑
所
二

神
避
一

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
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︵
足
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︶
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之
伊
耶
那
美
神
者
︑
葬
下

出
雲
國
与
二

伯
伎
國
一

堺
比
婆
之
山
上

也
︒
︶
の
を
根
拠
の
一
つ
と
し
︑
黄
泉
国
は
山
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
れ
は
西
條
氏
が

﹁
イ
ザ
ナ
ミ
は
比
婆
の
山
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
イ
ザ
ナ
キ
は
︑
イ
ザ
ナ
ミ
に
会
う
た
め
に
比
婆
の
山
に
赴
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
﹂
と
指
摘
す
る
︵
28
︶

通
り
︑
葬
送
し
た
場
所
と
訪
問
し
た
場
所
と
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
後

述
す
る
︒

第
四
は
万
葉
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
一
五
八
番
歌
に
﹁
山
吹
の

立
ち
よ
そ
ひ
た
る

山
清
水

汲
み
に
行
か
め
ど

道

の
知
ら
な
く
﹂
と
い
ふ
歌
が
あ
る
が
︑﹁
山
吹
﹂
は
﹁
黄
色
﹂
を
︑﹁
清
水
﹂
は
﹁
泉
﹂
を
指
し
︑
黄
泉
国
を
暗
喩
し
た
歌
で
︑
か
つ
そ
れ

が
山
に
あ
る
と
示
し
た
歌
だ
と
さ
れ
る
︒
佐
藤
氏
は
こ
れ
を
引
き
合
ひ
に
黄
泉
と
山
と
の
関
は
り
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
す

で
に
堀
氏
が
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒

佐
藤
氏
が
論
拠
と
し
た
点
は
以
上
の
四
点
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
佐
藤
氏
は
︑
前
述
の
井
手
氏
の
母
音
交
替
の
論
も
引
き
︑
黄
泉

国
は
山
の
中
で
あ
る
と
結
論
附
け
ら
れ
た
︒
こ
の
見
解
は
後
に
神
野
志
隆
光
氏
が
支
持
し
︵
29
︶

︑
山
中
説
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
や
う
に

な
っ
て
い
っ
た
︒

し
か
し
︑
佐
藤
論
文
の
最
大
の
論
拠
で
あ
ら
う
第
二
点
に
つ
い
て
は
︑
更
な
る
見
直
し
が
必
要
か
と
思
は
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
山
中
説
に

も
直
ち
に
従
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
︒

四
︑
黄
泉
比
良
坂
に
つ
い
て

畢
竟
︑
黄
泉
国
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
︑
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
を
接
続
す
る
境
界
で
あ
る
黄
泉
比
良
坂
を
ど
う
把
捉
す
る
か
が
問
題

で
あ
る
︒
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ま
づ
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
︑
宣
長
は
﹁
平
易
な
る
意
な
り
﹂
と
述
べ
る
︵
30
︶

︒
尤
も
︑
宣
長
は
黄
泉
国
を
地
下
と
す
る
の
で
︑

下
降
す
る
な
だ
ら
か
な
坂
で
あ
る
と
捉
へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
︒
倉
野
憲
司
氏
は
﹁
ヒ
ラ
﹂
に
つ
い
て
﹁
元
来
は
﹁
崖
﹂
の
意
で
あ
つ
た
も

の
が
︑
そ
の
本
意
が
忘
れ
ら
れ
て
︑﹁
平
﹂
即
ち
平
坦
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
﹂
と
し
︑﹁
サ
カ
﹂
に
つ
い

て
は
﹁
も
と
も
と
﹁
堺
﹂
の
意
で
あ
る
が
︑
い
つ
と
は
な
し
に
﹁
坂
﹂
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
﹂
っ
た
の
だ
と
す
る
︵
31
︶

︒
ま
た
西
郷

信
綱
氏
は
﹁
こ
の
坂
は
黄
泉
の
国
と
こ
の
世
と
を
し
き
る
境
の
こ
と
︒
ヒ
ラ
は
崖
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
︵
32
︶

︒

対
し
て
阿
部
真
司
氏
は
︑

﹃
古
事
記
﹄
は
︿
黄
泉
比
良
坂
を
﹀
黄
泉
国
と
こ
の
世
と
を
し
き
る
﹁
堺
﹂
と
し
か
表
現
し
て
い
な
い
︒
倉
野
氏
︑
西
郷
氏
共
に
地

下
へ
向
か
う
坂
と
い
う
認
識
が
あ
る
ゆ
え
に
︑
サ
カ
は
境
で
あ
り
︑
ヒ
ラ
は
崖
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
飛
躍
し
︑
下
へ
向
か
う

な
だ
ら
か
な
坂
の
境
と
か
︑
き
り
立
っ
た
境
か
ら
死
体
を
遺
棄
す
る
洞
穴
と
い
う
地
平
に
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
︒
行
き
す
ぎ
で
あ
る
︒

と
批
判
し
︑

サ
カ
に
は
当
時
か
ら
所
謂
傾
斜
面
を
も
っ
た
坂
の
意
と
境
界
の
意
の
二
つ
が
あ
っ
た
が
︑
そ
の
両
者
の
語
義
が
黄
泉
比
良
坂
に
付
い

て
い
た
と
見
る
の
で
は
な
く
︑
境
界
の
意
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

と
︑
黄
泉
比
良
坂
を
長
さ
を
持
っ
た
坂
道
で
は
な
く
︑
た
だ
一
点
だ
け
の
︑
境
界
で
あ
る
ポ
イ
ン
ト
だ
と
捉
へ
る
︒
ま
た
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ

命
が
塞
い
だ
﹁
海
坂
﹂
を
引
き
合
ひ
に
出
し
︑

﹁
海
坂
を
塞
へ
﹂﹁
黄
泉
つ
ひ
ら
坂
に
引
き
塞
へ
﹂
と
い
う
時
︑
こ
の
坂
は
同
じ
語
感
で
共
に
堺
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
片
や
堺

で
も
う
一
方
が
所
謂
坂
で
あ
る
な
ど
と
は
い
え
ま
い
︒

と
述
べ
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
は
見
落
と
し
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
海
坂
﹂
は
た
だ
の
﹁
坂
﹂
で
あ
り
︑﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
は
﹁
ひ
ら
○

○

坂
﹂
で

あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
古
語
の
ヒ
ラ
が
崖
の
意
で
あ
り
︑
ま
た
西
郷
氏
が
ヒ
ラ
の
附
く
地
名
が
傾
面
︑
坂
︑
崖
に
多
く
関
は
る
こ
と

黄
泉
比
良
坂
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諸
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黄
泉
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︶
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を
指
摘
し
て
ゐ
る
︵
33
︶

や
う
に
︑
ヒ
ラ
は
傾
斜
の
意
を
包
含
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
ゆ
ゑ
に
﹁
海
坂
﹂
は
傾
斜
を
持
た
な
い
境
界
で
あ
っ
て
も
︑

﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
は
傾
斜
を
持
つ
境
界
で
あ
っ
た
と
考
へ
る
︒
従
っ
て
﹁
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
﹂
の
語
義
は
﹁
ヨ
モ
ツ
︵
黄
泉
国
の
︶
ヒ
ラ
︵
傾

斜
を
持
っ
た
︶
サ
カ
︵
境
界
︶﹂
で
あ
る
と
い
ふ
前
提
を
も
と
に
検
討
を
進
め
る
︒

さ
て
︑
佐
藤
氏
が
﹁
千
引
石
﹂
が
置
か
れ
た
の
は
﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂
で
あ
り
︑
黄
泉
国
の
軍
勢
が
﹁
坂
返
﹂
っ
て
行
っ
た
こ
と

か
ら
︑
黄
泉
国
を
山
中
に
位
置
づ
け
た
が
︑
そ
こ
に
文
字
の
異
同
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒﹁
坂
返
也
﹂
と
す
る

写
本
は
兼
永
筆
本
︑
前
田
本
︑
猪
熊
本
︑
寛
永
版
本
だ
が
︑
他
に
﹁
迯
返
也
﹂
と
す
る
伊
勢
本
︑
春
瑜
本
︑
道
果
本
︑
延
佳
本
︑﹁
攻
返
也
﹂

と
す
る
真
福
寺
本
が
あ
っ
て
︑
一
定
し
な
い
︒
も
し
﹁
坂
返
也

さ
か
を
か
へ
り
き

﹂
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
坂
本
で
八
雷
神
ら
を
撃
退
し
た
以
上
︑
黄
泉
国

が
地
下
に
あ
っ
て
は
八
雷
神
ら
が
坂
を
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
の
は
佐
藤
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
︵
34
︶

が
︑﹁
迯
返
也

に
げ
か
へ
り
き

﹂﹁
攻
返
也

せ
め
か
へ
し
き

﹂

で
あ
れ
ば
︑
黄
泉
国
が
坂
の
下
で
あ
っ
て
も
︑
坂
の
上
で
あ
っ
て
も
︑
あ
る
い
は
阿
部
氏
の
云
ふ
や
う
に
坂
で
な
く
て
も
︑
矛
盾
は
生
じ

な
い
︒

こ
の
問
題
の
語
に
つ
い
て
︑
倉
野
氏
は
﹁
攻
返
也
﹂
を
採
り
︑

従
来
の
註
釈
は
︑
八
雷
神
と
黄
泉
軍
を
主
体
に
考
へ
て
︑
そ
れ
ら
が
坂
よ
り
返
つ
た
と
か
坂
を
返
つ
た
と
か
解
い
て
ゐ
る
が
︑
私
は

桃
子
を
主
体
に
考
へ
て
︑︵
桃
子
三
箇
を
取
つ
て
待
撃
つ
た
の
で
︑
そ
の
桃
子
が
︶
八
雷
神
と
黄
泉
軍
を
残
ら
ず
黄
泉
の
国
に
攻
め
返
し

た
と
解
く
の
で
あ
る
︒

と
し
た
︵
35
︶

︒

ま
た
西
條
氏
も
﹁
古
事
記
の
中
で
は
︑
カ
ヘ
ル
は
﹁
還
﹂
を
用
い
︑﹁
返
﹂
は
カ
ヘ
ス
に
当
て
る
の
が
通
例
﹂
で
あ
り
︑
も
し
﹁
サ
カ

ヲ
カ
ヘ
リ
キ
﹂
と
訓
ま
せ
た
い
の
で
あ
れ
ば
﹁
坂
還
也
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
︑﹁
﹁
返
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
む
し
ろ
︑

カ
ヘ
ル
で
訓
ま
れ
る
の
を
避
け
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
カ
ヘ
ス
な
ら
﹁
攻
返
也
﹂
に
対
応
す
る
﹂
の
だ
と
し
て
︑﹁
攻
返
也
﹂
を
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採
る
︵
36
︶

︒
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
︑
同
一
文
の
な
か
で
主
語
が
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
交
替
す
る
か
ら
無
理
が
あ
る
と
い
ふ
寺
川
眞
知
夫
氏
や
目
黒
礼

子
氏
の
批
判
が
あ
り
︑
西
宮
一
民
氏
も
ま
た
﹁
桃
子
が
敵
を
攻
め
返
し
た
﹂
と
い
ふ
表
現
は
文
脈
上
不
自
然
で
あ
り
︑﹁
攻
め
返
す
﹂
と

い
ふ
複
合
動
詞
は
存
在
し
え
な
い
と
し
て
三
者
は
﹁
坂
返
也

さ
か
を
か
へ
り
き

﹂
を
採
っ
て
ゐ
る
︵
37
︶

が
︑﹁
坂
返
也
﹂
で
あ
っ
て
も
﹁︵
イ
ザ
ナ
キ
命
が
︶
桃
の

実
三
つ
を
取
っ
て
投
げ
た
こ
と
に
よ
り
︑︵
八
雷
神
ら
が
︶
坂
を
返
っ
た
﹂
と
︑
同
一
文
脈
内
で
動
作
の
主
体
が
交
替
す
る
こ
と
に
な
る
︒

﹁︵
イ
ザ
ナ
キ
命
が
︶
桃
の
実
三
つ
を
取
っ
て
投
げ
た
こ
と
に
よ
り
︑︵
イ
ザ
ナ
キ
命
が
八
雷
神
ら
を
︶
攻
め
返
し
た
﹂
と
解
釈
す
れ
ば
問
題
な

か
ら
う
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
﹁
攻
返
也
﹂
を
採
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
へ
る
︒

そ
の
﹁
攻
返
﹂
し
が
行
は
れ
た
の
は
﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
坂
本
﹂
が
﹁
坂
の
麓
﹂
を
指
す
こ
と
は
佐
藤
氏
の
述
べ

る
と
通
り
で
あ
ら
う
︒
ゆ
ゑ
に
佐
藤
氏
は
﹁
下
っ
て
き
た
坂
の
麓
﹂
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
﹁
坂
の
麓
﹂
と
い
ふ
の
は
﹁
こ

れ
か
ら
上
っ
て
い
く
坂
の
麓
﹂
と
も
解
し
得
る
︒

神
野
志
隆
光
氏
は
︑
佐
藤
説
に
賛
同
し
た
う
へ
で
︑
根
の
堅
州
国
訪
問
譚
の
黄
泉
比
良
坂
の
場
面
に
ス
サ
ノ
ヲ
神
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
神
を

﹁
遙
望
﹂
し
た
と
い
ふ
語
が
登
場
す
る
︵
故
尓
︑
追
二

至
黃
泉
比
良
坂
一︒
遙
望
呼
︒
︶
こ
と
に
注
目
し
︑﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
ほ
か
の
﹁
望
﹂

字
を
併
せ
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
望
﹂
字
は
遠
望
の
意
で
一
貫
し
︑
さ
ら
に
坂
に
関
は
る
と
き
は
高
所
か
ら
下
方
を
見
る
意
で
あ
る
か
ら
︑

黄
泉
比
良
坂
か
ら
下
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
葦
原
中
国
が
あ
る
と
し
︑
黄
泉
国
山
中
説
の
傍
証
と
し
た
︵
38
︶

︒

一
方
吉
野
政
治
氏
は
︑﹃
古
事
記
﹄
景
行
天
皇
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
神
武
天
皇
即
位
前
己
未
年
春
二
月
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
揖
保
郡
琴
坂
︑

﹃
枕
草
子
﹄
二
一
二
段
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
三
第
八
語
︑﹃
藤
河
の
記
﹄︑﹃
八
十
浦
之
玉
﹄
下
巻
下
一
〇
五
六
平
内
遠
に
お
け
る
﹁
坂
本
﹂

の
語
を
検
討
し
︑
そ
の
義
が
﹁
こ
れ
か
ら
上
っ
て
い
く
坂
の
麓
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
黄
泉
比
良
坂
も
さ
う
で
あ
る
と
捉
へ
︑
ま
た
神
野
志

氏
の
説
に
対
し
て
は
︑﹃
古
事
記
﹄
以
外
で
は
視
線
の
上
下
が
関
は
ら
な
い
﹁
望
﹂
字
も
あ
る
と
い
ふ
例
を
挙
げ
て
批
判
し
︑
黄
泉
国
は

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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地
下
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︵
39
︶

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
神
野
志
氏
の
論
の
要
点
は
︑﹃
古 ●

事 ●

記 ●

﹄
の ●

中 ●

で ●

﹁
望
﹂
字
は
視
線
が
上
か
ら
下
へ
向
く
も
の
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
と
い
ふ
点
で
あ
ら
う
︒
そ
こ
で
黄
泉
比
良
坂
は
︑﹁
望
﹂
字
を
中
心
に
考
へ
れ
ば
葦
原
中
国
に
向
か
っ
て
下
る
坂
と
解
せ
る
し
︑﹁
坂

本
﹂
の
語
を
中
心
に
考
へ
れ
ば
︑
葦
原
中
国
に
向
か
っ
て
上
る
坂
で
あ
る
と
解
せ
る
︒
こ
れ
は
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
︒

そ
の
疑
問
を
解
消
す
る
の
は
姜
鍾
植
氏
の
論
︵
40
︶

で
あ
る
︒
姜
論
文
に
は
三
つ
の
要
点
が
あ
る
︒

ま
づ
第
一
に
︑
境
界
で
あ
る
坂
に
は
一
定
の
幅
が
あ
り
︑
共
同
体
が
そ
れ
を
認
識
す
る
場
合
︑
共
同
体
か
ら
見
て
内
側
の
範
囲
の
坂
を

対
象
と
し
て
捉
へ
る
の
で
あ
っ
て
︑
外
側
の
範
囲
の
坂
か
ら
を
異
郷
だ
と
す
る
の
だ
と
い
ふ
前
提
か
ら
︑
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
と
い
ふ
黄
泉

国
側
の
坂
が
あ
る
以
上
︑
葦
原
中
国
側
の
坂
も
あ
る
は
ず
だ
と
す
る
︒

﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
は
黄
泉
国
か
ら
捉
え
た
﹁
坂
﹂
で
あ
っ
て
︑
葦
原
中
国
側
か
ら
捉
え
た
﹁
坂
﹂
で
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒

少
な
く
と
も
当
該
説
話
は
葦
原
中
国
側
の
斜
面
を
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
と
は
記
し
て
い
な
い
︒
す
る
と
︑﹁
黄
泉
比
良
坂
之
坂
本
﹂
は
︑

自
ず
と
黄
泉
国
側
の
﹁
坂
本
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒

と
い
ふ
こ
と
か
ら
佐
藤
説
に
反
対
し
︑
吉
野
説
に
別
の
観
点
か
ら
賛
同
し
て
ゐ
る
︒

第
二
に
︑
中
村
氏
が
︑
坂
本
が
あ
る
以
上
﹁
坂
上
﹂
も
あ
る
は
ず
だ
と
言
及
し
た
︵
41
︶

こ
と
を
受
け
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
が
坂
本
で
八
雷
神
ら
を

撃
退
し
た
の
ち
イ
ザ
ナ
ミ
命
が
追
っ
手
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
は
な
ほ
逃
げ
︑
坂
上
あ
た
り
へ
と
至
っ
た
の
だ
ら
う
と
推
測

し
︑﹃
古
事
記
﹄
雄
略
天
皇
︑
同
崇
神
天
皇
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
崇
神
天
皇
十
年
九
月
壬
子
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
託
賀
郡
法
太
里
︑﹃
豊
後
国

風
土
記
﹄
日
田
郡
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
︑﹃
古
事
記
﹄
履
中
天
皇
︑﹃
同
﹄
根
之
堅
州
国
訪
問
段
︵
こ
れ
ら
は
姜
論
文
に

登
場
す
る
順
番
で
記
述
し
て
ゐ
る
︶
に
見
ら
れ
る
︑
重
要
な
こ
と
が
行
は
れ
る
︑
特
に
重
大
な
言
葉
を
発
す
る
の
が
坂
上
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
を
傍
証
と
し
︑
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伊
耶
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命
と
が
千
引
石
を
置
い
て
﹁
事
戸
を
度
﹂
し
た
一
連
の
行
為
は
黄
泉
比
良
坂
の

｢坂
上
｣
で
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
︒

と
し
︑﹁
坂
上
﹂
と
い
ふ
位
置
の
存
在
と
︑﹁
事
戸
度
﹂
が
行
は
れ
た
場
所
が
そ
の
﹁
坂
上
﹂
で
あ
る
こ
と
と
を
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
第
三
に
︑
そ
も
そ
も
坂
と
い
ふ
も
の
は
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
捉
へ
︑﹃
万
葉
集
﹄
三
一
九
四
︑﹃
同
﹄
四
四
〇
七
︑﹃
日
本
書
紀
﹄

斉
明
天
皇
六
年
是
歳
︑﹃
同
﹄
推
古
天
皇
三
十
五
年
夏
五
月
︑﹃
同
﹄
神
武
天
皇
即
位
前
戊
午
年
十
一
月
癸
亥
朔
己
巳
︑﹃
同
﹄
天
武
天
皇

元
年
七
月
辛
亥
︑﹃
同
﹄
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
巻
第
二
十
九
話
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
賀
毛
郡
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄

巻
十
五

恋
歌
五
・
七
八
九
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
巻
第
二
十
三
話
に
見
ら
れ
る
坂
を
越
え
る
例
を
検
討
し
︑
坂
は
上
る
だ
け
で
も
下
る

だ
け
で
も
な
く
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
は
生
死
の
場
に
関
は
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
︑
上
り
坂
と
下
り
坂
と
の
中
間
地
点

に
あ
る
坂
上
は
究
極
の
境
界
線
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒

姜
氏
は
こ
れ
ら
三
点
か
ら
︑

境
界
︵
＝
坂
︶
の
認
識
を
立
体
的
に
捉
え
る
と
す
る
と
︑
黄
泉
国
側
か
ら
捉
え
た
黄
泉
比
良
坂
の
場
合
は
︑
黄
泉
国
側
の
﹁
坂
本
﹂

が
境
界
の
始
発
点
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
視
線
が
届
く
極
限
線
で
あ
る
黄
泉
比
良
坂
の
頂
上
︵
＝
﹁
坂
上
﹂
︶
が
境
界
の
究
極

点
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
︒
そ
う
い
っ
た
境
界
の
究
極
点
で
伊
耶
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命
と
が
﹁
事
戸
を
度
﹂
し
絶
縁
の
宣
言
を
交
わ

し
た
の
で
あ
る
︒

と
ま
と
め
る
︒
従
来
の
研
究
で
は
黄
泉
比
良
坂
は
上
っ
て
い
く
坂
か
︑
下
っ
て
い
く
坂
か
と
い
ふ
見
方
が
な
さ
れ
て
ゐ
た
が
︑
ど
ち
ら
で

も
あ
る
と
い
ふ
新
た
な
視
座
を
呈
し
た
研
究
で
あ
る
︒
し
か
し
惜
し
む
ら
く
は
︑
肝
心
の
黄
泉
国
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
︑﹁
本
考
察
で

は
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ

の
﹁
位
置
関
係
﹂
に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
︒

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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五
︑
他
界
に
つ
い
て

西
郷
氏
の
﹃
古
事
記
の
世
界
﹄
や
︑
神
野
志
氏
の
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄
を
は
じ
め
︑
﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
世
界
観
︑
他
界
観
に
つ

い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
説
が
あ
る
︒
本
稿
は
他
界
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
黄
泉
国
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
ゐ
る
訣
で
あ
る
が
︑
結
論
に

入
る
前
に
︑
そ
も
そ
も
他
界
と
は
︑
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒

﹃
古
事
記
﹄
は
︑
中
・
下
巻
は
基
本
的
に
天
皇
が
統
治
す
る
版
図
で
あ
る
﹁
天
下
﹂
を
舞
台
と
し
た
物
語
で
あ
る
︒
一
方
︑
上
巻
で
は
︑

時
に
天
つ
神
た
ち
の
世
界
で
あ
る
高
天
原
を
舞
台
と
し
︑
時
に
国
つ
神
た
ち
の
世
界
で
あ
る
葦
原
中
国
を
舞
台
と
し
︑
葦
原
中
国
は
他
界

と
関
は
り
合
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
︒

高
天
原
を
他
界
の
ひ
と
つ
と
捉
へ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
ら
う
︒
高
天
原
︱
葦
原
中
国
︱
黄
泉
国
と
い
ふ
垂
直
的
な
三
層
構

造
で
﹃
古
事
記
﹄
の
世
界
観
を
捉
へ
る
立
場
か
ら
は
︑
高
天
原
は
黄
泉
国
と
並
列
さ
れ
る
他
界
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
よ
う
︒
し
か
し
本
稿

で
は
そ
の
や
う
な
世
界
観
で
は
捉
へ
な
い
の
で
あ
り
︑
ま
た
神
野
志
氏
の
指
摘
に
あ
る
や
う
に
︵
42
︶

︑
高
天
原
は
︑
ア
メ
ツ
チ
と
云
っ
た
と
き

の
ア
メ
側
の
世
界
で
あ
っ
て
︑
ツ
チ
側
の
世
界
で
あ
る
葦
原
中
国
と
と
も
に
二
元
的
神
話
世
界
の
対
を
な
す
存
在
な
の
で
あ
り
︑
ほ
か
の

他
界
と
同
列
に
捉
へ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
へ
る
︒

高
天
原
は
︑
ア
メ
と
い
ふ
広
大
な
領
域
の
中
に
存
在
す
る
世
界
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
し
て
高
天
原
に
は
︑
ツ
チ
と
い
ふ
広
大
な
領
域
の

中
に
存
在
す
る
葦
原
中
国
が
対
応
す
る
︒
そ
の
ツ
チ
と
い
ふ
領
域
の
中
で
︑
葦
原
中
国
に
は
水
平
的
に
複
数
の
他
界
が
接
し
て
ゐ
る
の
で

あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
他
界
に
と
っ
て
の
ア
メ
側
の
世
界
も
あ
る
い
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
は
高
天
原
と
葦
原

中
国
と
を
主
軸
に
し
て
話
が
展
開
す
る
の
で
︑
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
本
稿
で
は
そ
の
や
う
に
﹃
古
事
記
﹄
の
世
界
観
を
捉
へ
る
︒
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﹃
古
事
記
﹄
は
︑
葦
原
中
国
か
ら
見
て
四
つ
の
他
界
を
設
定
し
て
ゐ
る
︒
す
な
は
ち
﹁
黄
泉
国
﹂﹁
根
之
堅
州
国
﹂﹁
常
世
国
﹂﹁
海
神
の

国
﹂
で
あ
る
が
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
れ
ら
が
﹁
葦
原
中
国
﹂
と
同
様
︑
す
べ
て
﹁
国
﹂
と
称
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︵
43
︶

︒
賀
茂

真
淵
が
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
︑﹁
国
﹂
は
限
り
あ
る
範
囲
︑
統
治
さ
れ
る
範
囲
で
あ
り
︑
無
限
に
広
が
る
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
︵
44
︶

︒
す

な
は
ち
︑
他
界
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
国
﹂
は
︑
こ
の
世
界
で
あ
る
﹁
葦
原
中
国
﹂
と
全
く
異
な
る
異
世
界
な
の
で
は
な
く
︑
い
ま
云
ふ
と

こ
ろ
の
日
本
に
対
す
る
外
国
と
同
様
︑
習
俗
や
規
範
︑
共
同
体
が
異
な
る
だ
け
の
︑
同
レ
ベ
ル
の
世
界
観
な
の
で
あ
る
︒
ゆ
ゑ
に
﹁
ほ
か

の
世
界
﹂
の
意
で
あ
る
﹁
他
界
﹂
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
る
よ
り
は
︑﹁
他
国
﹂
と
云
っ
た
ほ
う
が
適
切
か
と
思
ふ
が
︑
便
宜
上
一
般
に
用
ゐ

ら
れ
る
﹁
他
界
﹂
と
云
っ
て
お
く
︒
な
の
で
本
稿
で
用
ゐ
る
﹁
他
界
﹂
の
語
は
︑
字
面
と
し
て
は
﹁
異
な
る
世
界
﹂
を
意
味
し
て
し
ま
ふ

か
も
し
れ
ぬ
が
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
﹁
異
な
る
国
﹂
で
あ
る
︒

さ
て
﹁
国
﹂
が
異
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
主
体
か
ら
見
て
異
な
っ
た
要
素
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
黄
泉
国
に
お
い
て
は
そ
れ
は

﹁
ケ
ガ
レ
﹂
で
あ
り
︑
当
該
説
話
は
︑﹃
古
事
記
﹄
の
文
脈
の
中
に
お
い
て
は
︑
初
め
て
﹁
ケ
ガ
レ
﹂
が
認
識
さ
れ
︑
初
め
て
﹁
他
界
﹂
が

認
識
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
︒
イ
ザ
ナ
キ
命
が
イ
ザ
ナ
ミ
命
の
遺
体
に
腹
這
ひ
泣
い
た
と
い
ふ
記
述
︵
尓
︑
伊
耶
那
岐
命
詔
之
︑﹁
愛

我
那
迩
妹
命
乎
︒
那
尓
二
字
以

レ

音
︒
下
效
レ

此
︒
謂
易
二

子
之
一
木
一

乎
︒﹂
乃
匍
二

匐
御
枕
方
一︑
匍
二

匐
御
足
方
一

而
哭
︶
か
ら
は
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
の
イ
ザ
ナ
ミ
命
に
対
す

る
情
愛
は
多
分
に
見
て
取
れ
ど
も
︑
死
に
対
す
る
ケ
ガ
レ
の
観
念
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
﹁
宇
士
多
加
禮
斗
呂
〻
岐
﹂
た
イ
ザ
ナ
ミ

命
の
姿
を
見
た
と
き
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
は
﹁
見
畏
﹂
む
︵
燭
二

一
火
一︑
入
見
之
時
︑
宇
士
多
加
禮
斗
呂
〻
岐
弖
︑︿
中
略
﹀
於
レ

是
伊
耶
那
岐
命
︑
見
畏

而
逃
還
之
時
︶
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑﹁
ケ
ガ
レ
﹂
と
い
ふ
も
の
が
認
識
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
︒

ま
た
﹃
古
事
記
﹄
に
お
い
て
︑﹁
葦
原
中
国
﹂
の
語
は
︑
黄
泉
国
の
軍
勢
を
撃
退
し
た
桃
に
対
し
て
イ
ザ
ナ
キ
命
が
﹁
尓
︑
伊
耶
那
岐
命
︑

告
二

桃
子
一︑﹁
汝
︑
如
レ

助
レ

吾
︑
於
二

葦
原
中
國
一

所
レ

有
宇
都
志
伎
上
此
四
字

以
レ

音
︒
靑
人
草
之
︑
落
二

苦
瀬
一

而
患
惚
時
︑
可
レ

助
︒﹂
告
﹂
と
言
葉

を
掛
け
た
と
き
に
初
め
て
登
場
す
る
︒﹁
日
本
﹂
と
い
ふ
我
が
国
の
国
号
が
︑
も
と
対
外
的
に
使
は
れ
る
語
で
あ
っ
た
や
う
に
︑﹁
神
道
﹂

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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と
い
ふ
我
が
国
の
固
有
の
信
仰
を
表
す
名
称
が
︑
外
来
宗
教
と
の
区
別
の
た
め
に
使
は
れ
だ
し
た
や
う
に
︑
ソ
ト
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
こ

そ
ウ
チ
を
指
す
固
有
名
詞
が
発
生
す
る
︒
逆
に
云
へ
ば
︑
ソ
ト
を
認
識
し
な
け
れ
ば
ウ
チ
を
指
す
固
有
名
詞
は
必
要
な
い
︒
こ
れ
ま
で

﹁
こ
の
世
界
﹂
で
あ
っ
た
葦
原
中
国
は
︑
他
界
で
あ
る
﹁
黄
泉
国
﹂
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
葦
原
中
国
﹂
と
い
ふ
固
有
名
詞
を
持

つ
必
要
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
全
体
に
お
け
る
世
界
観
は
︑
冒
頭
に
述
べ
た
や
う
に
高
天
原
︱
葦
原
中
国
︱
黄
泉
国
を
上
中
下
の
三
層
構
造
の
垂
直
的
な

も
の
と
し
て
捉
へ
る
の
が
か
つ
て
は
通
説
的
で
あ
っ
た
が
︑
近
年
の
研
究
で
は
否
定
さ
れ
る
や
う
に
さ
う
で
は
な
く
︑﹁
ア
メ
﹂
に
対
応

す
る
﹁
ツ
チ
﹂
の
中
に
︑
葦
原
中
国
や
︑
黄
泉
国
︑
根
之
堅
州
国
︑
常
世
国
︑
海
神
の
国
な
ど
と
い
っ
た
葦
原
中
国
か
ら
見
て
の
他
界
が

水
平
的
に
存
在
し
て
を
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
他
界
は
境
界
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
と
繫
が
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
﹃
古
事
記
﹄
の

文
脈
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
の
境
界
は
や
が
て
塞
が
れ
︑
天
皇
が
統
治
す
る
版
図
と
し
て
の
﹁
葦
原
中
国
﹂
が
確
立
し
︑﹁
天
下
﹂
へ
と

繫
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

さ
う
い
っ
た
境
界
は
世
界
の
辺
境
の
場
所
で
あ
る
山
や
海
に
観
念
さ
れ
た
︒
他
界
か
ら
寄
り
来
る
神
々
は
山
や
海
に
現
れ
る
の
で
あ

り
︑
ま
た
葦
原
中
国
か
ら
他
界
に
行
く
と
き
は
山
や
海
を
通
っ
て
行
く
の
で
あ
る
︒
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
山
や
海
は
他
界
と
の

接
点
な
の
で
あ
っ
て
︑
他
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
共
同
体
が
認
識
す
る
﹁
こ
の
世
界
﹂
か
ら
見
て
︑
山
や
海
は
世

界
の
﹁
端
﹂
で
あ
り
︑
一
方
他
界
か
ら
見
て
も
同
様
に
世
界
の
﹁
端
﹂
が
存
在
し
て
ゐ
る
︒
そ
の
﹁
端
﹂
と
﹁
端
﹂
と
は
時
に
接
続
さ
れ

る
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
筆
者
は
か
つ
て
論
じ
た
︵
45
︶

︒

﹃
万
葉
集
﹄
一
八
〇
四
番
﹁
弟
の
死
に
け
る
を
哀
し
び
て
作
る
歌
﹂
に

父
母
が

成
し
の
ま
に
ま
に

箸
向
ふ

弟
の
命
は

朝
露
の

消
や
す
き
命

神
の
共

争
ひ
か
ね
て

葦
原
の

瑞
穂
の
国
に

家
な
み
や

ま
た
帰
り
来
ぬ

遠
つ
国

黄
泉
の
境
に

延
ふ
蔦
の

お
の
が
向
き
向
き

天
雲
の

別
れ
し
行
け
ば

闇
夜
な
す
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思
ひ
惑
は
ひ

射
ゆ
鹿
の

心
を
痛
み

葦
垣
の

思
ひ
乱
れ
て
⁝
⁝

と
あ
り
︑
そ
の
反
歌
で
あ
る
一
八
〇
六
歌
に
は

あ
し
ひ
き
の

荒
山
中
に

送
り
置
き
て

帰
ら
ふ
見
れ
ば

心
苦
し
も

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
弟
﹂
を
葬
っ
た
の
は
﹁
荒
山
中
﹂
で
あ
る
が
︑
し
か
し
そ
の
弟
が
ゐ
る
の
は
﹁
遠
つ
国
黄
泉
の
境
﹂
で
あ
る
と
歌

は
れ
て
ゐ
る
︒
当
然
﹃
古
事
記
﹄
の
他
界
を
考
察
す
る
う
へ
で
﹃
古
事
記
﹄
以
外
の
世
界
観
を
持
ち
出
す
の
は
危
険
で
あ
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄

に
収
め
ら
れ
た
歌
謡
は
上
代
に
存
し
た
観
念
の
ひ
と
つ
と
い
ふ
点
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
価
値
は
あ
ら
う
︒

一
方
︑
イ
ザ
ナ
ミ
命
が
葬
ら
れ
た
の
は
本
文
に
︑

故
︑
其
︑
所
二

神
避
一

之
伊
耶
那
美
神
︑
葬
下

出
雲
國
与
二

伯
伎
國
一

堺
比
婆
之
山
上

也
︒

と
あ
る
や
う
に
﹁
比
婆
の
山
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
が
訪
問
し
た
の
は
比
婆
の
山
で
は
な
く

於
レ

是
︑
欲
レ

相
二

見
其
妹
伊
耶
那
美
命
一︑
追
二

往
黃
泉
國
一︒

と
あ
る
や
う
に
﹁
黄
泉
国
﹂
で
あ
っ
た
︒
比
婆
の
山
に
葬
っ
た
と
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
関
は
ら
ず
︑
イ
ザ
ナ
キ
命
は
当
然
の
こ
と
と
し

て
黄
泉
国
に
往
く
の
で
あ
る
︒

す
な
は
ち
︑
死
体
を
葬
る
の
は
こ
の
世
界
の
辺
境
で
あ
り
他
界
と
の
接
点
で
あ
る
山
で
あ
っ
た
が
︑
葬
ら
れ
た
者
は
そ
の
先
の
他
界
に

往
く
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

六
︑
結
論

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
へ
た
う
へ
で
︑
本
稿
の
結
論
に
入
り
た
い
︒

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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本
稿
と
同
様
の
結
論
を
持
つ
目
黒
礼
子
氏
は
︑

平
野
の
間
に
山
が
あ
れ
ば
︑
山
の
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
で
べ
つ
べ
つ
に
集
落
が
発
生
す
る
︒
山
を
挟
ん
で
同
一
の
集
落
が
形
成
さ

れ
る
と
は
考
え
難
い
︒
こ
れ
が
山
が
ど
ち
ら
の
集
落
で
も
な
い
こ
と
の
本
来
の
理
由
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
人
間
の
力
で
は
支
配
し

き
れ
な
い
土
地
と
し
て
考
え
ら
れ
︑
そ
の
畏
怖
の
念
が
山
に
所
有
者
を
お
く
の
を
遅
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

人
の
力
の
及
ば
な
い
︑
人
の
世
界
で
は
な
い
場
所
︒
ま
さ
し
く
山
は
他
界
で
あ
っ
た
︒
で
あ
る
か
ら
︑
死
ん
だ
人
が
死
者
の
国
に
行

け
る
よ
う
に
︑
現
世
に
一
番
近
い
他
界
で
あ
る
山
に
死
体
を
遺
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
山
は
他
界
で
あ
る
と
同
時
に
︑
他
界
へ
の
入

口
で
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
の
ヒ
ラ
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

と
い
ふ
点
か
ら
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
の
関
係
を
図
①
の
や
う
に
捉
へ
︑
千
引
石
越
し
に
事
戸
度
し
を
し
た
場
所
は
︑
図
の
点
Ａ
か
ら
Ｂ

の
間
な
ら
ど
こ
で
も
よ
く
︑﹁
山
状
の
黄
泉
比
良
坂
を
挟
ん
だ
黄
泉
国
と
葦
原
中
津
国
に
は
上
下
関

係
は
な
く
︑
平
面
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
結
論
附
け
ら
れ
た
︵
46
︶

︒

目
黒
氏
の
こ
の
言
及
は
︑
お
ほ
む
ね
そ
の
通
り
か
と
は
思
ふ
が
︑
し
か
し
こ
の
結
論
に
到
る
ま
で

の
過
程
が
根
拠
に
乏
し
く
︑
千
引
石
の
位
置
が
ど
こ
で
も
い
い
と
い
ふ
の
も
明
瞭
で
な
い
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
へ
れ
ば
︑
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
の
位
置
関
係
は
次
頁
の
図
②

の
や
う
に
な
ら
う
︒

姜
氏
は
前
述
の
通
り
﹁
本
考
察
で
は
葦
原
中
国
と
黄
泉
国
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
ゐ
る
が
︑
そ
の
﹁
位
置
関
係
﹂
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
へ
て
み
た
と

き
︑
坂
本
が
あ
っ
て
︑
坂
上
が
あ
っ
て
︑
坂
が
越
え
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
︑
葦
原
中
国
と
黄
泉

国
と
は
︑
上
っ
て
︑
そ
し
て
下
る
坂
を
隔
て
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
︒
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葦原中津国 黄泉国

黄泉比良坂 桃

図① 目黒氏の認識



﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
は
︑
傾
斜
を
持
っ
た
坂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
葦
原
中
国
と
他
界
で
あ
る

黄
泉
国
と
の
境
界
で
あ
っ
た
︒
坂
は
越
え
る
も
の
で
あ
り
︑
葦
原
中
国
側
の
坂
か
ら
黄
泉
国

側
の
坂
ま
で
が
広
義
の
﹁
境
界
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
の
始
発
点
は
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
坂
本
﹂
で
あ

り
︑﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
と
は
﹁
黄
泉
﹂
と
冠
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
︑
黄
泉
国
側
の
坂
で
あ
っ
た
︒

﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂
と
は
︑
黄
泉
国
側
の
こ
れ
か
ら
上
っ
て
行
く
坂
の
麓
で
あ
り
︑

そ
こ
に
は
桃
の
木
が
あ
っ
て
︑イ
ザ
ナ
キ
命
は
そ
の
桃
の
実
を
取
っ
て
黄
泉
国
の
軍
勢
を﹁
攻

返
﹂
し
︑
黄
泉
比
良
坂
を
上
っ
て
︑
狭
義
の
境
界
︑
つ
ま
り
境
界
の
究
極
点
で
あ
る
坂
の
頂

上
︑
黄
泉
比
良
坂
の
﹁
坂
上
﹂
に
お
い
て
千
引
石
を
引
き
塞
へ
︑
イ
ザ
ナ
ミ
命
と
﹁
事
戸
を

度
﹂
し
た
︒
そ
の
後
イ
ザ
ナ
キ
命
は
︑
葦
原
中
国
側
の
坂
を
下
っ
て
き
て
葦
原
中
国
に
帰
還

し
た
の
だ
と
推
察
で
き
る
︒

黄
泉
国
は
地
下
で
も
な
け
れ
ば
︑
山
そ
れ
自
体
で
も
な
く
︑
山
を
越
え
た
向
か
う
に
あ
る

と
観
念
さ
れ
た
葦
原
中
国
と
同
レ
ベ
ル
の
世
界
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
殿
﹂
が
あ
っ
て
︑

そ
の
中
は
火
を
灯
す
必
要
が
あ
る
ほ
ど
暗
か
っ
た
が
︑
そ
の
周
囲
は
火
の
光
が
必
要
な
い
程

度
に
は
明
る
い
︒
そ
し
て
黄
泉
国
と
葦
原
中
国
と
を
接
続
す
る
の
は
︑
ど
ち
ら
の
世
界
か
ら

見
て
も
世
界
の
突
端
で
あ
る
山
と
い
ふ
境
界
で
あ
り
︑
山
の
黄
泉
国
側
は
黄
泉
比
良
坂
と
称

さ
れ
た
︒
境
界
の
究
極
点
で
あ
る
坂
上
は
千
引
石
に
よ
っ
て
塞
が
れ
︑
分
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
の
文
脈
を
読
み
解
い
た
と
き
︑
黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
と
に

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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葦原中国

葦原中国側の坂

「事戸度し」が行はれた「坂上」
＝境界の究極点

黄泉国

黄泉比良坂

桃山

千引石

殿（中は暗い）

「攻返」が行はれた「黄泉比良坂の坂本」

図② 本稿の結論



つ
い
て
︑
以
上
の
こ
と
が
云
へ
よ
う
︒
イ
ザ
ナ
ミ
命
は
比
婆
山
に
葬
ら
れ
た
︒
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
命
は
そ
の
後
︑
神
話
世
界
に
お
い
て
は

そ
の
先
に
あ
る
黄
泉
国
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒

か
く
の
ご
と
き
︑
黄
泉
国
は
地
下
で
も
山
中
で
も
な
く
︑
境
界
で
あ
る
山
を
越
え
た
そ
の
向
か
う
で
あ
る
と
す
る
説
は
︑
未
だ
提
唱
者

が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
︑
ま
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
︒
さ
ら
な
る
観
点
か
ら
の
後
考
を
俟
ち
た
い
︒

な
ほ
本
稿
は
﹃
古
事
記
﹄
の
黄
泉
国
に
つ
い
て
︑
他
の
上
代
文
献
を
傍
証
と
し
つ
つ
論
じ
た
た
め
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
け
る
黄
泉
国

訪
問
譚
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
︒﹃
古
事
記
﹄
と
の
類
似
性
が
特
に
高
い
第
五
段
第
六
の
一
書
に
つ
い
て
は
︑
一
旦
は
本
稿
の

理
解
を
適
用
し
て
問
題
な
い
と
考
へ
る
︒
し
か
し
こ
の
一
書
に
あ
る
﹁
或
所
謂
泉
津
平
坂
者
︑
不
三

復
別
有
二

處
所
一︑
但
臨
レ

死
氣
絶
之
際
︑

是
之
謂
歟
︒﹂
と
い
ふ
一
文
は
問
題
を
残
し
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
に
対
す
る
明
瞭
な
解
釈
を
知
ら
な
い
︒
ま
た
同
段
第
九
の
一
書
の
﹁
伊
弉

諾
尊
︑
欲
レ

見
二

其
妹
一︑
乃
到
二

殯
斂
之
處
一︒﹂
と
い
ふ
説
話
に
つ
い
て
も
︑
別
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
ら
う
が
︑
本
稿
で
は
及

ば
な
か
っ
た
︒
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

註
︵
1
︶
本
居
宣
長
著
﹃
古
事
記
伝
﹄
六
乃
巻
︵﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
九
巻

筑
摩
書
房

昭
和
四
十
三
年
︶
所
収

二
三
七
︑
二
三
八
頁

︵
2
︶
西
宮
一
民
編
﹃
古
事
記

修
訂
版
﹄︵
お
う
ふ
う

昭
和
五
十
三
年
︶

︵
3
︶
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

萬
葉
集
﹄
一
～
五
︵
新
潮
社

昭
和
五
十
一
～
五
十
九
年
︶

︵
4
︶
倉
野
憲
司
﹁
古
代
人
の
異
郷
觀
﹂﹃
古
典
と
上
代
精
神
﹄︵
至
文
堂

昭
和
十
七
年
︶
所
収

西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
の
世
界
﹄︵
岩
波
書
店

昭
和
四
十
二
年
︶
二
六
頁

︵
5
︶
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
1

古
事
記

祝
詞
﹄︵
岩
波
書
店

昭
和
三
十
三
年
︶
六
三
頁
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︵
6
︶
﹃
日
本
思
想
大
系
1

古
事
記
﹄︵
岩
波
書
店

昭
和
昭
和
五
十
七
年
︶
三
二
四
頁

︵
7
︶
西
宮
一
民
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

古
事
記
﹄︵
新
潮
社

昭
和
五
十
四
年
︶
三
六
頁

︵
8
︶
佐
藤
正
英
﹁
黄
泉
国
の
在
り
か

﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
現
代
思
想
﹄
十
二
巻
十
二
号
︵
青
土
社

昭
和
五
十
七
年
九
月
︶
所
収

︵
9
︶
中
村
啓
信
﹁
﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂﹃
古
事
記
年
報
﹄
三
十
六
︵
古
事
記
学
会

平
成
五
年
︶
所
収

︵
10
︶
す
で
に
倉
野
憲
司
氏
の
指
摘
に
詳
し
い
︵﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄
第
二
巻
︵
三
省
堂

昭
和
四
十
九
年
︶
二
四
〇
～
二
四
二
頁
︶
が
︑
筆
者
の
言
葉
で

補
足
を
加
へ
︑
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
お
く
︒
ツ
ク
ヨ
ミ
命
は
﹃
古
事
記
﹄
表
記
で
は
﹁
月
夜
見
命
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
夜
﹂
は
甲
類
で
あ
る
が
︑

黄
泉
国
の
ヨ
は
︑
古
事
記
に
﹁
豫
母
都
志
許
賣
﹂︑
日
本
書
紀
第
五
段
第
七
の
一
書
に
﹁
譽
母
都
俳
遇
比
﹂﹁
餘
母
都
比
羅
佐
可
﹂
と
い
ふ
表
記
が
あ
り
︑

こ
れ
ら
は
す
べ
て
乙
類
の
ヨ
で
あ
る
の
で
︑
一
致
し
な
い
︒
た
だ
し
﹃
日
本
書
紀
﹄
表
記
の
﹁
月
讀
尊
﹂
の
﹁
讀
﹂
の
ヨ
は
乙
類
で
あ
る
︒
ま
た
ミ

に
つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
黄
泉
を
仮
名
書
き
し
た
例
が
な
く
︑
判
断
で
き
な
い
︒
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
万
葉
集
﹄
二
の
補
注
で
は
﹁
ヨ
ミ
と
い
う

言
葉
は
︑
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
・
ヨ
モ
ツ
ヘ
グ
ヒ
な
ど
の
ヨ
モ
の
転
で
あ
ろ
う
︒
ヨ
モ
は
︑
ヨ
も
モ
も
乙
類
で
yöm
ö
で
あ
る
か
ら
︑
木
köの
転
が
キ
︵
乙

類
︶
kïと
な
る
よ
う
に
︑
穂
︵
ホ
︶
F
ö
が
秀
︵
ヒ
イ
ヅ
︶
と
な
る
と
き
F
ï
と
な
る
よ
う
に
︑
ヨ
ミ
の
ミ
は
乙
類
m
ï
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ

し
仮
名
書
き
の
実
例
は
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
が
︑
さ
う
だ
と
す
る
と
﹁
月
夜
見
命
﹂
の
﹁
見
﹂
︑﹁
月
讀
尊
﹂
の
﹁
讀
﹂
の
ミ
は
甲
類
な
の
で
一
致

し
な
い
こ
と
に
な
る
︒

︵
11
︶
青
木
紀
元
著
﹃
祝
詞
全
評
釈
﹄︵
右
文
書
院

平
成
十
二
年
︶
二
七
〇
頁

︵
12
︶
神
野
志
隆
光
著
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄︵
吉
川
弘
文
館

昭
和
六
十
一
年
︶
八
二
～
八
四
頁

︵
13
︶
前
掲

神
野
志
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄
八
二
︑
八
三
頁

︵
14
︶
前
掲

神
野
志
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄
八
一
︑
八
二
頁

︵
15
︶
前
掲

中
村
﹁﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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︵
16
︶
秋
元
吉
郎
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

風
土
記
﹄︵
岩
波
書
店

昭
和
三
十
三
年
︶
一
八
三
頁

︵
17
︶
前
掲

中
村
﹁﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂

︵
18
︶
西
條
勉
﹁
黄
泉
／
ヨ
モ
︵
ヨ
ミ
︶

︱
漢
語
に
隠
さ
れ
る
和
語
の
世
界

︱
﹂﹃
古
事
記
年
報
﹄
四
十
一
︵
古
事
記
学
会

平
成
十
年
︶
所
収

︵
19
︶
こ
れ
は
中
村
論
文
が
挙
げ
た
﹃
捜
神
後
記
﹄
の
内
容
で
あ
る
︒

︵
20
︶
土
屋
昌
明
﹁
黄
泉
国
と
道
教
の
洞
天
思
想
﹂﹃
古
事
記
年
報
﹄
五
十
八
︵
古
事
記
学
会

平
成
二
十
七
年
︶
所
収

︵
21
︶
前
掲

中
村
﹁﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂

︵
22
︶
飯
田
季
治
は
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
﹁
黄
泉
平
坂
﹂
と
を
同
一
視
す
る
見
解
に
対
し
て
﹁
日
本
紀
に
は
﹃
隅
田
川

を
渡
つ
て
︑
暫
ら
く
徒
歩
し
て
或
る
公
園
に
出
た
﹄
と
傳
へ
︑
古
事
記
で
は
﹃
加
茂
川
を
渡
つ
て
暫
ら
く
徒
歩
し
て
或
る
公
園
に
出
た
︒
其
の
公
園

は
京
都
の
祇
園
で
あ
る
﹄
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
︑
日
本
紀
の
傳
へ
を
解
釋
す
る
の
に
︑
﹃
或
る
公
園
と
は
古
事
記
に
京
都
の
祇
園
也
と
あ
る
︒
卽

ち
隅
田
川
を
渡
つ
て
暫
ら
く
徒
行
し
て
京
都
の
祇
園
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
﹄
と
説
く
の
と
同
様
で
︑
僻
事
で
あ
る
﹂
と
論
駁
し
て
ゐ
る
︵﹃
日
本
書

紀
新
講
﹄
上
巻
︵
明
文
社

昭
和
十
一
年
︶
八
五
～
八
七
頁
︶
が
︑
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
で
あ
る
︒

︵
23
︶
前
掲

﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
九
巻

一
六
二
頁

︵
24
︶
堀
一
郎
﹁
万
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
た
葬
制
と
︑
他
界
観
︑
霊
魂
観
に
つ
い
て
﹂﹃
宗
教
・
習
俗
の
生
活
規
制

日
本
宗
教
史
研
究
Ⅱ
﹄︵
未
来
社

昭

和
三
十
八
年
︶
所
収

︵
25
︶
井
手
至
﹁
所
謂
遠
称
の
指
示
語
ヲ
チ
・
ヲ
ト
の
性
格

︱
上
古
に
お
け
る
他
界
観
念
と
の
関
連
に
お
い
て

︱
﹂
﹃
國
語
と
國
文
學
﹄︵
東
京
大
学

国
語
国
文
学
会

昭
和
五
十
五
年
八
月
号
︶
所
収

︵
26
︶
佐
藤
正
英
﹁
黄
泉
国
の
在
り
か

﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
現
代
思
想
﹄
十
二
巻
十
二
号
︵
青
土
社

昭
和
五
十
七
年
九
月
︶
所
収

︵
27
︶
阿
部
真
司
﹁
黄
泉
比
良
坂
考

︱
﹃
古
事
記
﹄
の
サ
カ
を
中
心
に
し
て
︱
﹂﹃
高
知
医
科
大
学
一
般
教
養
紀
要
﹄
一
︵
高
知
大
学

昭
和
六
十
一
年
︶
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所
収

﹁
︿
佐
藤
﹀
氏
の
論
の
前
提
に
は
﹁
千
引
の
石
﹂
が
置
か
れ
た
の
は
﹁
坂
本
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
︑
本
文
に
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑

氏
の
解
釈
的
挿
入
に
す
ぎ
な
い
﹂

前
掲

中
村
﹁﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂﹁
少
く
と
も
坂
本
に
石
が
置
か
れ
た
と
﹃
古
事
記
﹄
に
書
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
佐
藤
氏
の
立
論
は
根
拠

が
不
十
分
﹂

︵
28
︶
前
掲

西
條
﹁
黄
泉
／
ヨ
モ
︵
ヨ
ミ
︶

︱
漢
語
に
隠
さ
れ
る
和
語
の
世
界

︱
﹂

︵
29
︶
前
掲

神
野
志
﹁﹁
黄
泉
国
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
的
世
界
︱
﹂︑﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄︑
神
野
志
・
山
口
佳
紀
著
﹃
古
事
記
注

解
2
﹄
︵
笠
間
書
院

平
成
五
年
︶︑
神
野
志
・
山
口
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1

古
事
記
﹄︵
小
学
館

平
成
九
年
︶
な
ど

︵
30
︶
前
掲

﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
九
巻

二
五
〇
頁

︵
31
︶
前
掲

倉
野
﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄
第
二
巻

二
五
六
頁

︵
32
︶
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
註
釈
﹄
第
一
巻
︵
平
凡
社

昭
和
五
十
年
︶
一
八
五
頁

︵
33
︶
前
掲

西
郷
﹃
古
事
記
註
釈
﹄
第
一
巻

一
八
五
頁

︵
34
︶
た
だ
し
こ
れ
は
﹁
坂
返
也
﹂
を
﹁
サ
カ
ヲ
カ
ヘ
リ
キ
﹂
と
訓
ん
だ
場
合
で
あ
る
︒﹁
坂
返
也
﹂
を
採
る
写
本
は
全
て
﹁
サ
カ
ヨ
リ
カ
ヘ
リ
ヌ
﹂
と
訓

じ
て
を
り
︑
こ
の
訓
み
方
だ
と
出
発
点
は
坂
本
で
︑
坂
と
は
別
の
方
向
に
帰
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
︑
佐
藤
説
と
は
矛
盾
が
生
じ
る
︒
尤
も
︑

﹁
ヨ
リ
﹂
に
相
当
す
る
字
が
な
い
の
に
﹁
サ
カ
ヨ
リ
﹂
と
訓
む
の
は
無
理
が
あ
ら
う
︒
西
條
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
︑
﹁
あ
え
て
無
理
を
し
て
ま
で
︑
古

写
本
に
﹁
坂
ヨ
リ
返
リ
ヌ
﹂
と
訓
ん
で
い
る
の
は
︑
古
く
か
ら
︑﹁
黄
泉
国
﹂
が
地
下
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
点
は
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
る
︒
そ
こ
で
﹁
坂
返
也
﹂
を
﹁
サ
カ
ヲ
カ
ヘ
リ
キ
﹂
と
訓
む
べ
き
だ
と
し
た
の
は
西
宮
一
民
氏
で
あ
っ
た
︵﹃
日
本
上

代
の
文
章
と
表
記
﹄﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
古
事
記
﹄﹃
お
う
ふ
う
社
古
事
記
﹄
な
ど
︶︒
こ
れ
に
従
っ
て
﹁
サ
カ
ヲ
カ
ヘ
リ
キ
﹂
と
訓
ん
だ
場
合
︑
坂

の
頂
上
か
ら
坂
を
下
っ
て
帰
っ
て
行
く
か
︑
坂
の
麓
か
ら
坂
を
登
っ
て
帰
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
︑
後
者
な
ら
佐
藤
説
と
矛
盾
は
生
じ
な
い
︒

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶

― 93 ―



︵
35
︶
前
掲

倉
野
﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄
第
二
巻

二
五
八
頁

︵
36
︶
前
掲

西
條
﹁
黄
泉
／
ヨ
モ
︵
ヨ
ミ
︶

︱
漢
語
に
隠
さ
れ
る
和
語
の
世
界

︱
﹂

︵
37
︶
寺
川
眞
知
夫
﹁
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学
学
術
年
報
﹄
第
三
十
九
巻
Ⅳ
︵
同
志
社
女
子
大
学
総
合
文
化
研
究
所

昭
和
六
十
三

年
︶
所
収

目
黒
礼
子
﹁
黄
泉
国
の
位
置

︱
黄
泉
比
良
坂
を
中
心
に
︱
﹂﹃
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
﹄
第
十
九
号
︵
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国

文
学
会

平
成
十
一
年
三
月
︶
所
収

西
宮
一
民
﹁
古
事
記
﹁
訓
読
﹂
の
研
究
﹂

安
津
素
彦
編
﹃
聚
注
古
事
記
﹄︵
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所

昭
和
五
十
八
年
︶
所
収

︵
38
︶
神
野
志
隆
光
﹁﹁
黄
泉
国
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
的
世
界
︱
﹂﹃
風
俗
﹄
二
十
二
巻
三
号
︵
日
本
風
俗
史
学
会

昭
和
五
十
八
年

九
月
︶
所
収

な
ほ
附
言
し
て
お
く
と
︑
神
野
志
氏
は
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
を
﹁
一
緒
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
と
い
ふ
立
場
を
取
っ
て
ゐ
る
の
で
︑

一
見
こ
の
論
理
は
破
綻
し
て
ゐ
る
か
に
も
思
へ
る
が
︑
お
そ
ら
く
神
野
志
氏
は
︑
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
は
同
一
視
し
な
い
が
︑
そ
れ
ら
の
場
面
に

登
場
す
る
黄
泉
比
良
坂
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
︑
つ
ま
り
︑
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
は
通
路
を
同
じ
く
す
る
別
世
界
で
あ
る
と
捉
へ
る
の
で
あ
ら
う
︒

︵
39
︶
吉
野
政
治
﹁
﹁
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
﹂

︱
黄
泉
国
の
在
処
に
つ
い
て

︱
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
九
十
一
︵
大
和
書
房

平
成
十
一
年
︶

所
収

︵
40
︶
姜
鍾
植
﹁
﹁
黄
泉
比
良
坂
﹂
考
﹂﹃
古
事
記
年
報
﹄
四
十
二
︵
古
事
記
学
会

平
成
十
一
年
︶
所
収

︵
41
︶
前
掲

中
村
﹁﹁
黄
泉
﹂
に
つ
い
て
﹂

︵
42
︶
前
掲

神
野
志
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄
五
六
︑
五
七
頁

︵
43
︶
す
で
に
神
野
志
氏
が
指
摘
し
て
ゐ
る
が
︑
海
神
の
国
は
記
中
に
固
有
名
詞
が
見
え
な
い
が
︑﹁
故
︑
至
二

三
年
一

︑
住
二

其
國
一

﹂
と
い
ふ
文
が
あ
り
︑
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ワ
タ
ツ
ミ
神
が
統
治
す
る
範
囲
を
指
し
て
﹁
國
﹂
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
︑﹁
国
﹂
の
一
つ
と
捉
へ
て
よ
い
︵
前
掲
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄
四
六
︑
四

七
頁
︶
︒
ま
た
本
稿
で
は
高
天
原
を
他
界
か
ら
は
除
外
し
た
が
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
発
言
に
﹁
欲
レ

奪
二

我
國
一

耳
﹂
と
あ
り
︑
高
天
原
を
指
し
て
﹁
國
﹂

と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
︑
高
天
原
を
他
界
の
一
つ
と
捉
へ
た
と
し
て
も
︑
本
稿
の
論
旨
に
影
響
は
な
い
︒

︵
44
︶
賀
茂
真
淵
﹁
久
邇
鬥
致
考
﹂﹃
増
訂
賀
茂
真
淵
全
集
﹄
巻
十
一
︵
吉
川
弘
文
館

昭
和
五
年
︶
所
収

︵
45
︶
拙
稿
﹁
天
浮
橋
の
機
能
と
実
体
と

︱
国
見
を
行
ふ
場
所

︱
﹂︵﹃
神
道
史
研
究
﹄
第
六
十
六
巻
第
二
號
︵
神
道
史
学
会

平
成
三
十
年
︶
所
収
︶

︵
46
︶
前
掲

目
黒
﹁
黄
泉
国
の
位
置
﹂
な
ほ
こ
の
図
①
は
目
黒
論
文
登
載
の
目
黒
氏
が
作
成
さ
れ
た
図
を
筆
者
が
模
作
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︻
附
記
︼
本
稿
は
︑
筆
者
が
皇
學
館
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
﹁
古
事
記
に
於
け
る
黄
泉
国
の
研
究

︱
そ
の
諸
相
と
境
界
と
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂

の
主
論
部
分
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
︒
ご
指
導
い
た
だ
い
た
河
野
訓
先
生
を
は
じ
め
︑
副
査
を
お
勤
め
い
た
だ
き
様
々
な
ご
指
南
を
賜
っ
た

加
茂
正
典
先
生
︑
橋
本
雅
之
先
生
︑
ま
た
大
学
院
の
授
業
や
院
内
で
の
発
表
等
を
通
じ
多
く
の
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
白
山
芳
太
郎
先
生
︑
菅
野

覚
明
先
生
︑
板
東
洋
介
先
生
︑
新
田
惠
三
先
生
に
︑
末
筆
な
が
ら
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
あ
だ
ち

り
ょ
う
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
神
道
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
三
年
︶

黄
泉
比
良
坂
の
諸
相
と
黄
泉
国
の
所
在
︵
足
立
︶
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