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「
見
立
て
」
と
は
、
或
る
も
の
Ａ
を
別
の
も
の
Ｂ
に
な
ぞ
ら
え
て
（
置
き
換
え
て
）
見
る
こ
と
で
あ
る
。
言
語
表
現
の
技
法
か
ら
い

え
ば
比
噛
の
一
顧
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
西
洋
の
比
噛
概
念
で
は
捉
え
き
れ
な
い
独
自
の
性
格
を
も
つ
。
そ
し
て
「
見
立
て
」
に
よ

る
発
想
は
、
言
語
表
現
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
行
き
渡
っ
て
お
り
、
日
本
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
探
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
見
立
て
」

研
究
の
ほ
ん
の
一
環
と
し
て
、
筆
者
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

○
ミ
タ
テ
と
い
う
こ
と
ば
の
繕
蝋
ｌ
『
古
事
記
」
「
万
篝
の
二
例
を
中
心
に

（
１
）
 

○
上
代
の
文
学
伝
承
に
み
え
る
「
見
立
て
」
的
発
想

右
の
よ
う
に
分
け
る
の
は
、
ミ
タ
テ
の
語
自
体
は
古
く
か
ら
あ
り
、
ま
た
今
日
の
私
達
が
思
い
浮
か
べ
る
「
な
ぞ
ら
え
る
」
表
現
技

法
も
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
認
め
ら
れ
る
が
、
当
時
か
ら
そ
の
よ
う
な
発
想
を
ミ
タ
テ
と
称
し
て
い
た
確
証
は
な
い
、
と
い
う
事
情

に
基
づ
く
。
文
献
か
ら
「
な
ぞ
ら
え
る
」
意
の
ミ
タ
テ
の
用
例
が
明
確
に
出
て
く
る
の
は
近
世
か
ら
、
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
上
代
に
お
い
て
は
、
ミ
タ
テ
と
い
う
語
と
、
後
世
の
「
見
立
て
」
発
想
と
は
、
一
応
区
別
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
「
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
の
二
例
と
い
う
の
は
、

・
於
二
其
嶋
一
天
降
坐
而
、
見
。
立
天
之
御
柱
へ
見
１
立
八
尋
殿
っ
（
『
古
事
記
』
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
結
婚
の
条
）

○
塑
叩
排
騨
獅
訴
漉
幹
轆
麟
冊
》
俳
幹
叩
計
孵
Ⅲ
ど
需
琲
熱
割
評
糾
仰
鮫
臓
魅
匙
獅
跡
含
万
葉
集
』
巻
十
四
・
３
５
３
４
）

「
見
立
て
」
小
考
ｌ
そ
の
源
流
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

梶
裕
史
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（
２
）
 

本
題
に
入
る
前
に
、
「
見
立
て
」
全
般
に
つ
い
て
、
研
究
成
果
に
拠
り
な
が
ら
概
観
し
て
み
プ
。
。

「
見
立
て
」
精
神
が
洸
刺
と
開
花
す
る
の
は
近
世
で
あ
る
。
そ
の
事
例
は
、
俳
譜
・
戯
作
と
い
っ
た
文
学
や
、
歌
舞
伎
の
演
出
、
絵

画
、
造
園
を
は
じ
め
、
茶
番
狂
言
、
遊
郭
や
酒
席
に
お
け
る
一
‐
遊
び
」
、
落
語
そ
の
他
、
実
に
多
彩
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
江
戸

文
化
は
、
総
じ
て
作
者
と
享
受
者
と
の
間
に
あ
ら
か
じ
め
了
解
さ
れ
た
「
世
界
」
の
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
た
。
作
者
は
普
遍
的
知
識

を
ふ
ま
え
る
と
い
う
制
約
が
あ
っ
た
た
め
、
作
品
の
生
命
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
か
に
新
し
い
「
趣
向
」
を
凝
ら
す
か
に
か
か
っ
て

い
た
。
そ
の
「
趣
向
」
の
方
法
と
し
て
大
き
く
働
き
か
け
た
の
が
「
見
立
て
」
の
発
想
だ
っ
た
。
連
想
の
は
た
ら
き
で
或
る
も
の
Ａ
Ⅱ

「
世
界
」
と
、
一
見
か
け
離
れ
た
も
の
Ｂ
と
の
間
に
類
似
点
を
発
見
し
、
二
つ
を
つ
な
ぐ
。
こ
う
し
て
比
楡
を
超
え
た
、
ま
っ
た
く
別

の
新
し
い
世
界
を
現
出
す
る
の
が
近
世
の
典
型
的
な
「
見
立
て
」
で
あ
り
、
意
外
性
。
即
興
性
が
尊
ば
れ
た
。

ま
た
そ
の
思
い
つ
き
は
、
明
る
く
、
め
で
た
い
笑
い
を
誘
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
祝
賀
の
気
分
、
そ
れ
に
当
代
の
「
俗
」
を

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
動
詞
「
み
た
て
る
」
（
文
語
「
み
た
つ
」
）
の
項
で
、

①
し
っ
か
り
見
定
め
て
立
て
る
。
②
見
て
選
び
定
め
る
。
見
こ
み
を
つ
け
て
良
い
悪
い
を
定
め
る
。
よ
い
も
の
を
選
ぶ
。
月
を

つ
け
る
。
③
人
が
出
発
す
る
の
を
見
送
る
。
門
出
を
見
送
る
。
④
世
話
を
す
る
。
養
成
す
る
。
後
見
す
る
。
⑤
そ
の
も
の

と
し
て
見
な
す
。
仮
に
見
な
す
。
な
ぞ
ら
え
る
。
⑥
物
事
を
判
断
す
る
。
病
状
を
診
察
す
る
。
診
断
す
る
。
⑦
見
く
び
る
。

軽
蔑
す
る
。
⑧
相
手
の
遊
女
を
選
ぶ
。
遊
客
が
相
手
の
女
郎
を
き
め
る
。

と
語
義
を
あ
げ
、
「
記
』
の
用
例
は
①
に
、
万
葉
の
用
例
は
③
に
配
属
さ
せ
て
引
用
し
て
い
る
。
小
稿
は
こ
の
二
例
に
つ
い
て
再
検
討

し
、
『
記
」
の
「
見
立
」
の
語
を
⑤
の
意
味
に
解
せ
る
可
能
性
は
な
い
か
、
ま
た
万
葉
歌
の
用
例
は
確
か
に
右
③
の
意
味
と
認
め
ら
れ

る
が
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
根
か
ら
多
様
な
意
味
用
法
を
派
生
さ
せ
て
い
く
と
い
う
見
方
に
祓
っ
た
と
き
、
一
見
か
け
離
れ
て

い
る
「
記
』
の
用
例
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
探
り
得
る
か
、
と
い
う
考
察
を
以
下
に
試
み
る
。
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文
学
に
お
け
る
本
格
的
な
「
見
立
て
」
の
技
法
は
、
は
や
く
『
古
今
和
歌
集
』
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
（
も
っ
と
も
ミ
タ
テ
と
い
う
歌

学
用
語
は
、
文
献
か
ら
確
認
で
き
な
い
）
。
そ
の
和
歌
の
見
立
て
は
、
確
か
に
漢
詩
文
の
影
響
を
強
く
受
け
た
、
芸
術
意
識
を
も
っ
た

技
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
根
底
に
は
、
日
本
民
族
に
無
意
識
の
う
ち
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
芸
術
意
識
以
前
の
集
団
的

感
性
の
働
き
か
け
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

１
以
上
は
筆
者
が
諸
研
究
の
概
括
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
不
備
を
補
う
た
め
に
、
ふ
た
た
び
『
日
本
鬮
議
大
辞
典
」
か
ら
、

名
詞
の
「
見
立
て
」
の
語
義
説
明
の
部
分
、
お
よ
び
見
出
し
語
に
採
ら
れ
た
関
連
熟
語
の
説
明
を
引
い
て
お
く
。

み
Ｉ
た
て
【
見
立
】
（
名
》

①
見
送
る
こ
と
。
見
送
り
。
送
別
。

②
見
て
選
び
定
め
る
こ
と
。
適
当
な
も
の
を
見
は
か
ら
う
こ
と
。

③
近
世
遊
里
で
客
が
相
方
と
し
て
の
遊
女
を
選
ぶ
こ
と
。
お
み
た
て
。

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
聖
な
る
も
の
」
に
見
立
て
る
と
い
う
流
行
が
示
唆
す
る
の
は
、
近
世
の
見
立
て
が
、
「
聖
」
に
か
か
わ
る
古
来
の
「
め
で
た
さ
」
・
「
明

る
さ
」
の
感
覚
を
受
け
継
い
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
の
「
見
立
て
」
精
神
は
、
古
く
か
ら
流
れ
て
き
た
「
聖
」
に
関
わ

ふ
り
中
う

る
心
意
伝
承
を
継
い
で
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
世
文
化
の
基
層
の
一
つ
に
、
前
代
か
ら
の
「
風
流
」
の
精
神
が
あ

る
が
、
芸
能
の
風
流
ｌ
つ
く
り
も
の
・
飾
り
物
の
系
統
ｌ
は
、
「
見
立
て
」
の
心
意
と
不
可
分
で
あ
っ
て
、
遡
れ
ば
そ
れ
は
讃
め

言
葉
に
よ
る
祝
福
の
呪
術
に
淵
源
を
も
つ
。
「
見
立
て
」
の
美
学
は
近
世
に
突
然
芽
生
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
根
は
相
当
に
古
い

⑧⑦⑥⑤④③②① 

思
い
つ
き
。
趣
向
。
考
え
。

似
た
、
別
の
も
の
で
、
そ
の
も
の
を
た
と
え
る
こ
と
。
別
の
も
の
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
。
と
り
な
す
こ
と
。

俳
譜
で
、
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
に
な
ぞ
ら
え
る
作
り
か
た
。
ま
た
、
比
楡
仕
立
て
の
句
。

歌
舞
伎
で
、
類
似
の
他
の
も
の
を
連
想
さ
せ
て
表
現
す
る
こ
と
。
様
式
美
を
形
成
す
る
主
要
な
要
素
の
一
つ
。
例
え
ば
、

診
察
。
診
断
。
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汲
能
碁
呂
嶋
を
成
し
、
「
そ
の
鴫
に
天
降
り
ま
し
て
、
天
の
御
柱
を
見
立
て
、
八
尋
殿
を
見
立
て
た
ま
ひ
き
。
」
（
訓
読
は
新
潮
日
本
古

典
集
成
『
古
事
記
』
に
よ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
『
古
事
記
』
の
訓
読
文
も
同
様
。
）

傍
線
部
を
め
ぐ
る
従
来
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
記
注
解
』
（
神
野
志
隆
光
氏
・
山
口
佳
紀
氏
）
の
、
三
説
に
大
別
し
た
整
理
が

わ
か
り
や
す
い
の
で
、
次
に
そ
れ
に
な
ら
っ
て
簡
潔
に
挙
げ
る
。
諸
説
の
出
ど
こ
ろ
・
論
拠
等
は
同
書
を
参
照
さ
れ
た
い
（
な
お
同
書

ま
、
「
箔
剋
す
る
｜
と
革
尺
ト
ア
２
。

天
っ
神
か
ら
国
作
り
を
「
言
依
」
せ
ら
れ
た
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
神
は
、
「
天
の
浮
橋
に
立
た
し
」
、
賜
っ
た
天
の
沼
矛
で

．
Ｉ
 

１
柱
や
殿
を
現
実
に
立
て
て
造
る

２
実
際
に
柱
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
擬
え
る

「
発
見
す
る
」

み
た
て
ｌ
づ
く
し
【
見
立
尽
】
酒
席
で
、
そ
の
座
の
品
物
を
借
り
、
当
代
の
時
事
な
ど
を
当
て
込
ん
だ
滑
稽
を
見
せ
る
即
興
的

な
遊
戯
。
ま
た
、
手
近
の
器
物
・
道
具
類
を
他
の
事
物
に
見
立
て
、
頓
作
を
競
い
、
窮
し
た
者
が
負
け

と
な
る
遊
び
。

み
た
て
－
お
ち
【
見
立
落
】
落
語
の
落
ち
の
一
つ
。
見
立
て
違
い
か
ら
く
る
滑
稽
さ
で
話
を
し
め
く
く
る
方
法
。

み
た
て
’
ち
ゃ
ば
ん
【
見
立
茶
番
】
茶
番
狂
言
で
、
種
々
の
品
物
を
取
り
出
し
、
こ
れ
に
ち
な
ん
だ
滑
稽
や
酒
落
を
述
べ
て
落

ち
を
つ
け
る
も
の
。
見
立
狂
言
。

「
不
動
の
見
得
」
と
は
、
不
動
明
王
の
姿
の
見
立
て
に
よ
る
見
得
で
あ
る
。

⑨
「
み
た
て
づ
く
し
」
（
見
立
尽
）
の
略
。

み
た
て
ｌ
え
【
見
立
絵
】
題
材
を
史
実
や
伝
説
・
物
語
に
採
り
な
が
ら
、
時
代
を
超
越
し
て
当
世
の
衣
装
・
風
俗
と
し
た
浮
世

ｌ■■■■ 

I■■■■■■ 

と
解
釈
す
る
）
。 絵

Ｃ 
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引
く
｡ 

３
無
か
ら
出
現
さ
せ
て
立
て
る

こ
の
う
ち
、
後
世
の
「
見
立
て
」
発
想
と
の
脈
絡
の
う
え
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
２
税
で
あ
る
が
、
毛
利
正
守
氏
な
ど
が
指
摘
す

（
３
）
 

る
よ
う
に
、
文
献
学
的
方
法
に
よ
る
用
例
検
討
か
ら
は
実
証
が
困
難
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
２
説
を
代
表
す
る
折
口
信
夫
説
を
次
に

○
か
く
の
如
く
、
昔
の
日
本
人
が
、
す
べ
て
の
事
を
連
想
的
に
見
た
事
は
、
又
、
醤
楡
的
に
物
を
見
さ
せ
る
事
で
も
あ
っ
た
。

「
天
の
御
柱
を
み
た
て
」
る
と
い
ふ
事
な
ど
は
、
私
は
、
現
実
に
柱
を
建
て
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
を
柱
と
見
立
て
出
、

祝
福
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
い
。
淡
島
を
腹
と
し
て
国
生
み
す
る
、
と
い
ふ
事
も
、
…
…
中
略
…
…
〈
筆
者
注
⑬
生
む
べ
き

腹
を
》
淡
島
に
見
立
て
ら
れ
て
、
国
を
生
ま
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
、
此
も
一
種
の
「
見
立
て
」
思
想
な
の
で
あ
る
。
こ
の

「
見
立
て
」
の
考
へ
は
、
祝
詞
の
考
へ
・
新
室
ほ
か
ひ
の
考
へ
。
大
殿
ほ
か
ひ
の
考
へ
と
、
互
ひ
に
連
関
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ

（
４
）
 

っ
て
、
：
：
：
（
「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」
）

○
…
…
神
の
や
し
ろ
と
い
ふ
の
も
、
神
殿
が
出
来
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
空
地
に
な
っ
て
ゐ
な
が
ら
、
祭
り
の
時
に
、
神
の
降
り

る
所
と
し
て
、
標
の
縄
を
張
っ
て
、
定
め
て
あ
る
所
を
言
ふ
。
そ
の
縄
張
り
の
中
に
は
、
柱
が
立
て
凶
あ
る
。

１
１
１
ｉ
 

日
本
紀
を
見
る
と
爵
い
ざ
な
ぎ
。
い
ざ
な
み
の
一
一
神
が
、
天
御
柱
を
見
立
て
出
、
八
尋
殿
を
造
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
迄
の

考
へ
で
は
、
柱
を
操
っ
て
建
て
、
そ
し
て
御
殿
を
造
っ
た
と
し
て
ゐ
る
が
、
み
た
て
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
み
な
し
て
立
て
る
、

と
言
ふ
意
で
あ
る
。
仮
り
に
、
見
立
て
る
の
で
あ
る
。
此
は
、
大
賞
宮
に
も
、
伊
勢
皇
太
神
宮
の
御
遷
宮
の
時
に
も
、
建
築
に

イ
ム
ハ
シ
ラ

シ
ン

関
係
の
な
い
齋
柱
（
忌
柱
と
も
書
く
。
大
神
宮
の
正
殿
の
心
の
柱
）
と
言
ふ
も
の
を
立
て
凶
、
建
て
物
が
出
来
た
、
と
仮
定

し
て
ゐ
る
の
で
も
、
こ
の
意
味
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、
想
像
出
来
る
。
即
、
柱
を
建
て
る
と
、
建
て
物
が
出
来
た
、
と
想
像
し
得

た
の
で
あ
る
。
齋
柱
の
立
っ
て
ゐ
る
所
が
や
し
ろ
で
、
其
処
へ
殿
を
建
て
る
と
、
や
し
ろ
で
は
な
く
、
み
や
と
な
る
。
神
聖
な

方
の
住
ん
で
ゐ
ら
れ
る
所
は
、
み
や
で
あ
る
。

こ
れ
の
一
番
、
適
切
に
残
っ
て
ゐ
る
の
は
、
諏
訪
で
あ
る
。
諏
訪
明
神
で
、
七
年
目
毎
に
行
は
れ
る
御
柱
祭
り
は
、
元
の
意
味

Ｉ
蓼

は
談
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
…
…
宮
を
造
営
す
る
に
先
だ
っ
て
、
や
し
ろ
を
標
め
、
神
の
ゐ
る
所
を
作
る
た
め
に
、
柱
を
立
て
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○
御
殿
の
こ
と
を
い
う
の
に
、
「
底
っ
岩
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
」
と
、
ま
ず
柱
の
こ
と
を
ほ
め
、
次
に
「
高
天
の
原
に
氷
木
た
か
し

り
」
と
く
る
の
が
古
代
詞
章
の
常
套
で
あ
る
。

と
述
べ
た
あ
と
、
「
し
か
し
…
…
」
と
し
て
柱
は
次
の
「
八
尋
殿
」
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
柱
は
行
き
め
ぐ
る
た
め
の
も
の
、

と
考
え
る
。
西
郷
氏
は
、

る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
な
の
は
、
標
め
縄
を
張
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
き
に
立
て
る
柱
は
、
｜
本
で
も
よ
い
の
に
、
諏
訪
で

は
、
四
本
立
て
Ｌ
ゐ
る
。
此
は
、
古
い
形
を
遺
し
て
、
適
確
な
や
し
ろ
の
信
仰
を
伝
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
遡
る
と
、

｜
本
で
、
齋
柱
と
同
じ
で
あ
っ
た
ら
う
。
諏
訪
の
御
柱
も
、
宮
に
は
関
係
が
な
い
。
此
処
に
も
ほ
ん
と
う
は
、
宮
を
建
て
る
前

に
、
や
し
ろ
の
時
代
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

不
思
議
な
も
の
で
、
柱
さ
へ
立
て
ば
、
家
が
建
っ
た
と
同
じ
に
見
立
て
た
の
で
、
い
ざ
な
ぎ
。
い
ざ
な
み
二
伸
の
章
の
、
天
御

柱
を
み
た
て
た
と
言
ふ
の
も
、
此
意
味
で
あ
る
。
神
典
の
書
き
留
め
ら
れ
た
時
分
に
な
っ
て
は
、
神
聖
な
語
と
し
て
伝
へ
ら
れ

た
が
、
其
本
意
は
、
既
に
忘
れ
ら
れ
て
、
立
派
な
御
殿
を
見
立
て
た
と
者
へ
て
ゐ
る
・
…
…
（
「
古
代
人
の
思
考
の
基
確
」
）

折
口
説
は
右
の
よ
う
に
、
神
道
の
様
式
か
ら
類
例
を
見
出
し
て
、
共
通
す
る
思
考
法
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
や
し
ろ
」
の
原

義
が
、
社
屋
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
設
け
る
た
め
の
空
き
地
、
ス
ペ
ー
ス
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
み
る
こ
と
は
、
今
日
ほ

（
６
）
 

（
７
）
 

ぽ
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
西
田
長
男
氏
「
『
見
立
て
」
の
民
族
論
理
」
は
、
｝
」
の
見
地
か
ら
さ
ら
に
事
例
を
あ
げ
て
折
口
説
の
補
強
を

目
論
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
神
道
か
ら
み
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の
見
立
て
も
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
の
何
も
の
か
を

犬
之
御
柱
に
な
ぞ
ら
え
て
見
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
す
な
わ
ち
金
井
清
一
氏
が
「
古
事
記
』

（
ほ
る
ぶ
出
版
「
日
本
の
文
学
古
典
編
１
」
）
で
、
「
犬
之
御
柱
」
に
つ
い
て
「
神
の
依
代
は
豹
で
あ
る
神
聖
な
柱
。
『
見
立
て
」
は
擬

す
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の
樹
木
や
山
を
犬
之
御
柱
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
注
記
さ
れ
た
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
な
お
、
従
来
諸
説
あ
る

「
天
之
御
柱
」
と
「
八
尋
殿
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
記
２
系
統
で
も
統
一
見
解
が
な
い
。
先
の
折
口
説
で
は
明
確
な
言
及
は
み

え
な
い
が
、
そ
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
天
の
御
柱
と
見
立
て
た
何
も
の
か
を
中
心
に
し
た
空
間
が
、
そ
の
ま
ま
建
築
物
が
な
く
て
も

「
八
尋
殿
」
と
見
立
て
ら
れ
た
、
と
い
う
見
解
に
な
る
だ
ろ
う
。
対
し
て
、
例
え
ば
西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
注
釈
』
は
、
柱
と
殿
は
別
々
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め

ま
ず
、
「
見
驚
き
て
」
「
見
畏
み
て
」
「
見
驚
き
畏
み
て
」
「
見
感
で
て
」
「
見
喜
び
て
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
当
該
一
ハ
十
一
例
中
十
一

例
あ
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
場
合
に
「
見
る
」
と
い
う
語
が
発
せ
ら
れ
た
か
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
う
が
、
「
驚
き
」
と
か
「
畏
み
」

の
よ
う
な
心
の
強
い
動
き
を
示
す
語
が
な
く
て
も
、
見
ら
れ
た
対
象
は
、
非
日
常
性
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
〈
以
下
の
引
用
に
お
け
る

（
》
内
は
筆
者
の
注
、
（
）
内
に
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
た
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
頁
数
を
示
す
。
〉

Ａ
①
《
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
、
黄
泉
っ
国
の
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
姿
を
》
一
つ
火
燭
し
て
入
り
見
た
ま
ふ
時
に
、
う
じ
た
か
れ

こ
ろ
ろ
き
て
…
…
。
／
こ
こ
に
、
伊
耶
那
岐
の
命
見
畏
み
て
逃
げ
還
り
ま
す
時
に
、
そ
の
妹
伊
耶
那
美
の
命
「
あ
に
辱
見
せ
つ
」

「
み
る
」
と
い
う
日
本
語
は
、
今
日
で
も
単
な
る
視
覚
に
と
ど
ま
ら
ず
広
い
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
「
み
る
」
こ
と
が
本
来
「
鎮
魂
」

（
９
）
 

と
深
く
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
土
橋
寛
氏
・
池
田
彌
一
二
郎
氏
な
ど
に
優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
上
代
文
献
に
み
え
る
「
見

る
」
は
、
多
く
が
単
な
る
視
線
の
動
き
以
上
の
意
味
を
持
つ
と
予
想
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
古
事
記
』
の
「
み
る
」
を
、
「
見
」
字
を
宛
て

た
も
の
に
限
っ
て
見
渡
し
て
も
、
そ
れ
が
特
別
の
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
古
事
記
』
中
の
「
見
」
字
は
、
固

有
名
詞
。
受
身
、
そ
れ
に
「
見
立
」
の
二
例
を
除
く
と
六
十
一
例
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
現
れ
る
場
面
は
、
殆
ど
が
非
日
常
性
を
帯
び
て

殿
は
マ
グ
ハ
ヒ
の
た
め
の
も
の
、
と
分
け
る
が
、
先
学
諸
氏
の
指
摘
す
る
、
柱
を
廻
っ
て
男
女
が
交
わ
る
と
い
う
民
間
の
豊
饒
予
祝
の

習
俗
を
参
考
に
し
て
も
、
廻
る
こ
と
と
「
ま
ぐ
は
ひ
」
は
一
連
不
可
分
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
西
郷
氏
自
身
が
注
意
す
る
「
古

代
詞
章
の
常
套
」
と
い
う
見
地
を
生
か
し
て
、
同
じ
場
を
、
こ
と
ば
を
換
え
て
形
容
し
た
も
の
と
み
る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。

「
柱
」
や
「
殿
」
に
関
し
て
は
別
に
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
そ
の
検
討
は
置
い
て
、
小
稿
で
は
「
み
た
て
」
と
い
う
語
の

（
８
）
 

構
成
要
素
「
見
る
」
「
立
つ
」
と
い
う
語
が
、
『
古
事
記
』
で
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
考
察
を
通
じ
て
、

語
自
体
の
意
味
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一一一
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こ
れ
ら
は
話
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
し
て
酷
似
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
思
い
が
け
ず
異
界
の
も
の
の
姿
と
遭
遇
・
接
触
し
て
し
ま
っ

た
場
面
で
「
見
る
」
の
語
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
右
の
Ａ
①
～
③
は
、
別
離
の
悲
劇
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
次
の
諸
例
も
、
世
界

の
異
な
る
者
ど
う
し
の
初
対
面
と
い
う
意
味
で
、
類
似
の
範
蠕
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ｌ
攪
偲

Ｂ
①
《
根
の
国
に
来
た
大
穴
牟
遅
の
神
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
娘
の
》
頂
勢
理
砒
売
出
で
見
、
目
合
ひ
し
て
相
婚
し
て
還
り

人
り
て
、
そ
の
父
に
白
し
て
言
ひ
し
ぐ
、
「
い
と
麗
し
き
神
来
ま
せ
り
」
／
し
か
し
て
、
そ
の
大
神
出
で
見
て
告
ら
し
し
く
、
。
…
．
．

Ｂ
②
…
…
そ
の
姉
《
Ⅱ
石
長
比
売
》
は
い
と
凶
醜
き
に
よ
り
て
、
《
一
一
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
》
見
畏
み
て
返
し
送
り
…
…
（
九
四
頁
）ま
か

Ｂ
③
「
…
…
そ
の
木
の
上
に
坐
さ
ば
、
そ
の
海
神
の
女
、
《
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
を
》
見
て
相
議
ら
む
ぞ
」
／
…
．
：
豊
玉
砒
売
の
従

だ
ら

ｌ
 

蝉
、
玉
器
を
持
ち
て
水
を
酌
ま
む
と
す
る
時
に
、
井
の
中
に
光
あ
り
。
仰
ぎ
見
れ
ば
、
麗
し
き
壮
夫
《
Ⅱ
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
》

あ
や

あ
り
。
い
と
異
奇
し
と
お
も
ひ
き
。
し
か
し
て
、
火
遠
理
の
命
、
そ
の
蝉
を
見
て
．
…
：
／
し
か
し
て
、
豊
玉
砒
売
の
命
靜
桝
以
“

ｌ
ｊ
ｌ
川

吋
歎
囚
己
刑
割
司
割
句
す
な
は
ち
、
同
調
圏
ｑ
可
、
扉
腓
毎
ひ
し
て
・
・
・
…
（
九
九
頁
）

Ｂ
④
…
…
美
和
の
大
物
主
の
神
見
感
で
て
、
そ
の
美
人
《
Ⅱ
勢
夜
陀
多
良
比
売
》
の
大
便
る
時
に
…
…
（
’
一
一
○
頁
）

右
四
例
は
、
国
っ
神
と
冥
界
の
神
の
娘
、
天
っ
神
の
御
子
と
山
神
・
海
神
の
娘
、
三
輪
山
の
神
と
人
界
の
娘
と
の
「
出
会
い
」
の
場

と
言
ひ
て
、
…
…
（
三
七
頁
）

Ａ
②
「
…
…
願
は
く
は
、
あ
《
「
本
っ
国
の
形
も
ち
て
」
産
む
豊
玉
砒
売
》
を
な
見
た
ま
ひ
そ
」
／
こ
こ
に
、
（
火
遠
理
命
》
そ
の

；
ｌ
間

も
｝
」
よ

｜
一
一
一
口
を
奇
し
と
恩
し
て
、
そ
の
方
に
ひ
そ
か
に
伺
ひ
た
ま
へ
ば
、
八
尋
わ
に
に
化
り
て
、
飼
葡
ひ
委
蛇
ひ
き
。
す
な
は
ち
、
見

驚
き
畏
み
て
遁
げ
退
き
ま
し
き
。
し
か
し
て
、
豊
玉
砒
売
の
命
、
そ
の
伺
ひ
見
た
ま
ひ
し
事
を
知
ら
し
て
、
心
恥
か
し
と
お
も

ほ
し
て
…
…
（
一
○
五
頁
）

ひ
と
レ
牢

Ａ
③
《
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
ノ
御
子
が
一
宿
婚
し
た
》
そ
の
美
人
を
ひ
そ
か
に
同
ひ
た
ま
へ
ば
、
蛇
ぞ
。
す
な
は
ち
、
見
畏
み
て
遁
逃
げ

ま
し
き
。
し
か
し
て
、
そ
の
肥
長
比
売
患
へ
て
、
海
原
を
光
ら
し
、
船
よ
り
追
ひ
来
。
か
れ
、
ま
す
ま
す
見
畏
み
て
…
…
（
’

人
り
て
、

（
六
二
頁
）

ま
し
き
。

五
一
頁
）
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Ｃ
④
…
…
そ
の
太
子
の
大
雀
の
命
、
そ
の
嬢
子
《
Ⅱ
日
向
国
の
髪
長
比
売
》
の
難
波
津
に
泊
て
た
る
を
見
て
、
そ
の
姿
容
の
端
正

ｉ
 

め

し
き
に
威
で
て
、
す
な
は
ち
建
内
の
宿
禰
の
大
臣
に
謎
へ
て
告
ら
し
し
く
、
。
：
…
（
一
八
九
頁
）
異
界
の
も
の
、
未
知
の
も

の
と
の
接
触
・
初
対
面
と
い
う
の
は
、
感
激
で
あ
れ
畏
怖
で
あ
れ
、
視
覚
が
緊
張
を
も
た
ら
す
。
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
「
見
る
」
も
、

対
象
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
す
べ
て
異
常
な
（
異
様
な
）
も
の
を
目
に
し
た
心
の
高
揚
を
、
明
ら
か
に
含
ん
で
い
る
。

Ｄ
①
「
…
…
《
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
》
腹
を
見
れ
ば
、
こ
と
ご
と
常
に
血
に
燗
れ
て
あ
り
。
…
…
」
（
五
四
頁
）

Ｄ
②
か
れ
、
〈
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
》
中
の
尾
を
《
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
》
切
り
た
ま
ひ
し
時
に
、
御
刀
の
刃
段
け
き
。
し
か

■
■
Ｉ
Ｉ
 

し
て
、
怖
し
と
恩
ほ
し
、
御
刀
の
前
も
ち
て
刺
し
割
き
て
見
そ
｝
」
な
は
せ
ば
、
都
牟
羽
の
太
刀
《
Ⅱ
草
那
藝
の
太
刀
》
あ
り
。

面
で
あ
る
。
次
に
こ
の
世
に
お
け
る
人
と
人
の
出
会
い
の
事
例
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
も
異
な
る
土
地
、
異
郷
の
者
ど
う
し
の
初
の
接
触

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
状
況
の
持
つ
古
代
的
意
味
は
、
Ａ
Ｂ
の
例
に
等
し
い
と
考
え
る
。

Ｃ
①
こ
こ
に
七
た
り
の
媛
女
、
高
佐
土
野
に
遊
行
く
る
に
、
伊
須
気
余
理
比
売
そ
の
中
に
あ
り
。
し
か
し
て
、
大
久
米
の
命
そ
の

伊
須
気
余
理
比
売
を
見
て
、
歌
も
ち
て
天
皇
に
白
し
て
日
ひ
し
ぐ
、
…
…
／
す
な
は
ち
天
皇
、
そ
の
媛
女
等
を
見
た
ま
ひ
て
、

い
や
さ
き

御
心
に
伊
須
気
余
理
比
売
の
最
前
に
立
て
る
を
知
ら
し
て
、
歌
持
ち
て
答
え
曰
ら
し
し
く
、
。
…
：
／
し
か
し
て
、
大
久
米
の
命
、

鍔
遡
１
１

天
皇
の
命
も
ち
て
、
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
に
詔
り
し
時
に
、
《
ヒ
メ
は
》
そ
の
大
久
米
の
命
の
鯨
け
る
利
目
を
見
て
、
奇
し

ｌ
ｊ
ｊ
Ｉ
 

と
恩
ひ
て
歌
ひ
し
ぐ
、
…
…
（
一
一
一
○
頁
）

Ｃ
②
こ
こ
を
も
ち
て
、
意
富
多
々
泥
古
と
い
ふ
人
を
求
む
る
時
に
、
河
内
の
美
努
の
村
に
、
そ
の
人
を
見
得
て
…
…
（
一
三
四
頁
）

う
た
げ

Ｃ
③
し
か
し
て
、
熊
曾
建
兄
弟
二
人
、
そ
の
嬢
子
《
女
装
し
た
小
碓
命
》
を
見
感
で
て
、
お
の
が
中
に
坐
せ
て
盛
り
に
楽
し
き
。

Ｄ
③
大
穴
牟
遅
の
神
、
〈
毛
皮
を
ま
る
剥
ぎ
に
さ
れ
た
》
そ
の
兎
を
見
て
言
ら
し
し
く
、
…
…
（
五
九
頁
）

Ｉ
．
…
艫

Ｄ
④
。
…
：
《
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
》
頭
を
見
れ
ば
、
呉
公
多
に
あ
り
。
（
六
四
頁
・
５
）

Ｄ
⑤
か
れ
、
高
木
の
神
そ
の
矢
《
戻
っ
て
き
た
「
天
の
か
く
矢
」
》
を
取
り
て
見
そ
こ
な
は
せ
ば
、
血
そ
の
矢
の
羽
に
箸
け
り
。

Ｄ
①
「
…
…

Ｄ
②
か
れ
、
，
、

し
て
、
樅

（
五
六
頁
）

Ｃ
③
し
か
し
て
、

二
五
八
頁
）
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Ｄ
⑦
…
…
日
一
時
に
見
れ
ば
、
針
著
け
た
る
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
出
で
て
、
た
だ
適
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
な
り
き
・
…
…

糸
の
ま
に
ま
に
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至
り
て
神
の
社
に
留
り
き
。
か
れ
、
そ
れ
神
の
子
と
は
知
り
ぬ
。
（
’
三
七
頁
）

Ｄ
⑧
か
れ
、
〈
小
碓
命
》
熊
曾
建
が
家
に
到
り
て
見
た
ま
へ
ば
、
軍
三
重
に
囲
み
、
室
を
作
り
て
居
り
き
・
二
五
八
頁
）

Ｄ
⑨
《
倭
建
命
》
そ
の
嬢
倭
比
売
の
命
の
袷
ひ
し
嚢
の
口
を
解
開
き
て
見
給
へ
ば
、
火
打
そ
の
嚢
の
中
に
あ
り
。
（
’
六
三
頁
）

Ｄ
⑩
…
…
御
琴
の
音
聞
こ
え
ざ
り
き
。
す
な
は
ち
火
を
挙
げ
て
見
れ
ば
、
〈
仲
哀
天
皇
は
》
す
で
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
（
一
七
五
頁
）

■
‐
 

こ
の
ほ
か
、
仁
徳
天
皇
が
、
口
子
臣
ら
の
「
奇
し
き
虫
」
の
話
を
聞
い
て
、
「
し
か
ら
ば
、
あ
も
奇
異
し
と
恩
は
ば
、
見
に
行
か
な
」

（
二
一
三
頁
）
と
言
う
の
も
、
「
あ
や
し
き
」
も
の
に
面
会
し
に
行
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
あ
れ
《
Ⅱ
垂
仁
天
皇
》
、
異
し
き
夢
見
っ
」

（
一
四
四
頁
）
「
伊
著
沙
和
気
の
大
神
の
命
、
《
建
内
宿
禰
の
》
夜
の
夢
に
見
え
て
云
ら
し
し
く
、
…
…
」
（
一
八
一
頁
）
な
ど
、
夢
に
と

い
釣

も
な
う
用
例
の
描
き
出
す
映
像
が
日
常
平
凡
で
な
い
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ゆ
め
が
「
媒
・
目
」
、
寝
て
い
る
時
の
目
の
体

一
Ｊ
－

験
、
夜
と
い
う
神
の
時
間
に
体
験
す
る
、
昼
間
の
現
実
以
上
に
真
実
の
体
験
だ
と
す
れ
ば
、
「
夢
を
見
る
」
と
い
う
表
現
は
、
古
代
人

の
「
み
る
」
の
本
質
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ｅ
①
こ
こ
に
、
〈
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
》
そ
の
妹
伊
耶
那
美
の
命
を
相
見
む
と
お
も
ほ
し
、
…
…
（
三
六
頁
）

Ｅ
②
…
…
《
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
蘇
生
術
に
よ
っ
て
》
麗
し
き
壮
夫
に
な
り
て
出
で
遊
行
び
き
。
こ
こ
に
八
十
神
見
、
…
…
（
六
一
頁
）

右
の
よ
う
な
用
例
も
、
単
な
る
「
見
る
」
で
は
な
い
。
Ｅ
①
で
イ
ザ
ナ
ギ
は
、
他
界
し
た
イ
ザ
ナ
ミ
に
会
い
に
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ

り
、
こ
の
世
で
し
ば
ら
く
会
っ
て
い
な
い
者
を
見
に
ゆ
く
、
と
い
っ
た
場
合
と
は
性
質
が
異
な
る
。
②
で
も
、
八
十
神
は
「
麗
し
き
壮

夫
」
つ
ま
り
、
卑
し
め
て
い
た
以
前
と
は
見
違
え
る
よ
う
に
再
生
復
活
し
た
弟
神
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
未
知
の
も
の
と

の
初
対
面
と
い
う
の
に
近
い
「
見
る
」
で
あ
る
と
み
な
し
得
る
。

そ
も
そ
も
、
必
ず
し
も
「
見
」
の
語
を
使
わ
な
く
て
も
景
を
叙
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
「
見
る
」
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ

（
八
○
頁
）

Ｄ
⑥
か
れ
、
夢
の
教

り
。
（
二
二
頁
）

ｌ
艫
鶯

夢
の
教
へ
の
ま
に
ま
に
、
曰
｜
に
お
の
が
倉
を
見
れ
ば
、
ま
こ
と
に
横
刀
《
Ⅱ
霊
夢
に
示
さ
れ
た
布
都
御
魂
の
剣
》
あ
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す
れ
ば
、
｛

て
い
よ
う
。

言
う
の
か
、
と
い
う
必
然
性
に
つ
い
て
は
十
分
注
意
す
る
に
値
し
よ
う
。
次
に
あ
げ
る
「
見
る
」
は
、
鎮
魂
に
関
わ
る
「
見
る
」
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
た
用
例
で
あ
る
。

Ｆ
①
…
…
そ
の
鳥
《
唖
の
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
ノ
ミ
コ
が
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
初
め
て
「
あ
ぎ
と
ひ
」
し
た
と
い
う
「
高
行
く
鵠
」
》

を
見
た
ま
は
ば
《
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
ノ
ミ
コ
が
》
物
言
は
む
と
恩
ほ
す
に
、
…
…
（
一
四
九
頁
）

Ｆ
②
「
こ
の
、
河
下
に
青
葉
の
山
の
ご
と
き
は
、
山
と
見
え
て
山
に
あ
ら
ず
。
…
…
」
（
一
五
一
頁
）

Ｆ
③
（
履
中
天
皇
）
波
邇
賦
坂
に
到
り
て
、
難
波
の
宮
を
望
み
見
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
二
二
○
頁
）

Ｆ
①
②
は
言
語
不
自
由
な
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
ノ
ミ
コ
の
身
体
に
、
必
要
な
霊
魂
を
入
れ
る
物
語
の
な
か
で
あ
り
、
そ
の
鎮
魂
法
は
、
白
鳥

を
見
さ
せ
た
り
、
河
中
の
祭
場
に
し
つ
ら
え
た
「
青
葉
の
山
」
な
る
標
め
山
を
見
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。
「
見
る
」

（
皿
）

一
」
と
に
よ
り
、
「
そ
の
対
象
の
保
有
し
て
い
る
霊
魂
を
こ
ち
ら
に
吸
い
取
る
」
と
い
う
鎮
魂
術
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｆ
③
「
望
見
」

は
、
『
記
」
の
文
脈
を
離
れ
れ
ば
、
や
は
り
視
覚
を
通
し
た
鎮
魂
の
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
国
見
」
に
特
有
の
表
現
で

あ
り
、
こ
の
あ
と
に
は
「
波
邇
布
坂
わ
が
立
ち
見
れ
ば
か
ぎ
ろ
ひ
の
燃
ゆ
る
家
群
糞
が
家
の
あ
た
り
」
と
、
「
国
見
歌
」
の
頬

型
と
さ
れ
る
歌
が
続
く
。
仁
徳
妃
に
、
天
皇
が
「
淡
路
蝿
を
兇
む
と
忠
ふ
」
（
二
○
七
頁
）
と
あ
る
「
見
る
」
も
、
直
後
に

お
し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
出
で
立
ち
て
わ
が
国
見
れ
ば
淡
島
自
凝
島
横
榔
の
島
も
兇
ゆ
さ
け
っ
烏
見
ゆ

と
典
型
的
な
国
見
歌
が
続
く
。
「
記
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
原
素
材
に
還
元
す
れ
ば
、
鎮
魂
・
予
祝
の
「
見
る
」
の
系
統
と
考
え
ら
れ

る
。
「
天
皇
、
高
き
山
に
登
り
て
、
四
方
の
国
を
見
て
詔
ら
し
し
く
、
…
…
」
（
二
○
五
頁
）
が
同
系
統
の
用
例
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
ま
た
仲
哀
記
に
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、
国
士
は
見
え
ず
…
…
」
（
一
七
五
頁
）
と
あ
る
の
も
同
類
で
あ

ろ
う
。
こ
の
直
後
、
天
皇
が
崩
御
し
て
し
ま
う
の
は
、
「
記
」
の
文
脈
で
は
神
託
を
信
じ
な
か
っ
た
罰
で
あ
る
が
、
国
見
の
発
想
か
ら

す
れ
ば
、
実
景
に
関
わ
ら
ず
、
言
葉
に
よ
っ
て
め
で
た
い
景
観
が
「
見
え
る
」
と
予
祝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
約
束
を
物
語
っ

そ
の
対
象
を
じ
っ
と
見
て
魂
を
自
己
に
招
き
寄
せ
る
、
あ
る
い
は
実
景
を
超
え
て
あ
る
べ
き
景
を
（
現
代
風
に
い
え
ば
）
幻
視
す
る
、

こ
う
し
た
「
見
る
一
が
古
代
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
眼
力
ｌ
見
抜
く
能
力
、
発
見
す
る
能
力
の
発
揮
さ
れ
た
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Ｇ
③
…
…
よ
く
そ
の
老
の
在
る
と
こ
ろ
を
見
し
め
き
。
（
二
六
一
頁
）

こ
れ
ら
は
眼
力
に
関
わ
る
「
見
る
」
で
あ
る
。
Ｇ
②
の
「
置
眼
」
は
そ
れ
を
称
え
た
名
だ
と
い
う
。
や
や
性
格
が
異
な
る
か
も
し
れ

お
し

な
い
が
、
天
っ
神
の
、
天
の
字
受
売
の
神
へ
の
詔
に
は
「
汝
は
…
…
い
む
か
ふ
神
と
面
勝
つ
神
ぞ
。
」
と
あ
り
、
照
応
す
る
『
神
代
紀
』

一
瞥
に
は
「
汝
是
目
勝
二
於
人
》
者
」
と
あ
る
。
ま
た
「
紀
』
の
同
条
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
降
参
す
る
猿
田
彦
も
「
皆
不
し
得
二
目
勝
相

問
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
見
る
」
威
力
を
崇
め
た
古
代
人
の
心
意
を
伝
え
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

以
上
で
す
で
に
調
査
対
象
六
十
一
例
の
う
ち
、
五
十
例
近
く
を
考
察
し
た
。
残
り
は
紙
数
の
関
係
で
略
す
が
、
平
凡
な
「
み
る
」
は

一
例
も
な
い
。
こ
う
し
て
、
「
み
る
」
の
非
日
常
性
を
確
か
め
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
総
括
す
る
と
、
『
古
事
記
』
の
地
の
文
に
冒
些

字
を
宛
て
て
示
さ
れ
た
「
み
る
」
行
為
は
、
こ
の
世
と
異
な
る
世
界
の
も
の
と
の
初
の
遭
遇
・
接
触
や
、
異
常
・
不
可
思
議
な
事
象
と

の
避
遁
、
あ
る
い
は
鎮
魂
の
た
め
の
凝
視
、
予
祝
の
幻
視
、
隠
れ
た
も
の
を
見
透
す
、
等
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
「
み

る
」
が
、
目
を
通
し
て
非
日
常
世
界
・
日
常
不
可
視
の
世
界
と
交
感
す
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

た
だ
黙
っ
て
「
み
る
」
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
と
交
感
し
た
い
時
、
あ
る
い
は
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
と
（
吉
凶
を
問
わ
ず
）

接
触
し
た
時
に
は
、
特
別
の
言
語
の
発
唱
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
以
上
に
引
い
た
用
例
を
見
渡
し
て
も
、
「
見
る
」
行
為
に
、

「
詔
ら
し
し
く
」
と
か
「
歌
ひ
た
ま
ひ
」
な
ど
、
こ
と
ば
の
発
唱
が
接
続
す
る
例
が
多
い
の
は
、
偶
然
と
思
え
な
い
）
。
す
な
わ
ち
、

「
み
る
」
行
為
は
、
言
語
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
推
測
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
他
、
記
紀
歌
謡
や
万
葉
歌
に
お
け
る
「
み
る
」
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
が
、
別
の
機
会
に
す
る
こ
と
に
し
て
、
今
度
は
夛
些

こ
の
他
、

の
「
立
つ
」

「
見
る
」
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

Ｇ
①
…
…
大
后
、
そ
の
玉
靱
を
見
知
り
た
ま
ひ
て
…
…
（
二
一
六
頁
）

Ｇ
②
…
…
そ
の
老
蝿
を
召
し
て
、
そ
の
、
見
失
は
ず
貞
か
に
そ
の
地
を
知
り
た
る
を
誉
め
て
、
名
を
賜
ひ
て
置
眼
の
老
蝋
と
…
…

（
二
六
○
頁
）

を
見
て
ゆ
く
。
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体
例
を
あ
げ
て
ゆ
く
。

「
立
巳
も
「
見
る
」
と
同
じ
く
、
古
今
を
通
じ
て
幅
広
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
原
義
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男

（
聰
）

が
説
く
よ
う
に
、
神
雪
巫
の
出
現
を
い
う
と
す
る
説
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
中
、
固
有
名
詞
・
「
た
て
ま
つ
る
」
・
「
見
立
」
二
例
を
除
く
と
、
「
立
」
字
を
動
詞
「
た
つ
」
に
宛
て
た
用
例
は
四
十
三

例
あ
る
。
通
観
す
る
と
、
「
み
る
」
と
同
様
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
非
日
常
性
の
強
い
場
而
に
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
に
具

Ｈ
②
…
…
犬
の
児
屋
の
命
、

、
～
？

Ｈ
⑥
…
…
《
神
武
》
御
船
に
入
れ
た
る
楯
を
取
り
て
下
り
立
た
し
き
。
（
二
○
頁
）

Ｈ
⑦
《
河
中
の
仮
寓
に
》
散
蝿
瀞
收
叫
を
飾
り
て
、
そ
の
河
下
に
立
て
て
、
大
御
食
献
ら
む
と
す
る
時
に
…
…
（
一
ｈ
ｌ
Ｈ
）

Ｉ
 

御
足
は
そ
の
御
鐙
に
踏
み
入
れ
て
、
歌
引
洵
詞
引
ｕ
ｄ
、

Ｈ
⑤
こ
の
二
柱
の
神
《
Ⅱ
建
御
雷
神
・
天
鳥
船
》
、
出
雲
の

■
Ⅲ
１
：
 

浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
そ
の
鋼
の
前
に
跣
坐
て
、
そ
の
上

Ｈ
③
…
…
茄
矢
を
そ
の
木
に
打
ち
立
て
、
そ
の
中
に
…
…
（
六

Ｈ
④
〈
大
国
主
神
》
出
雲
よ
り
倭
の
国
に
上
り
ま
さ
む
と
し
て
、

Ｈ
①
《
放
逐
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
天
に
上
っ
て
き
た
の
を
、
犬
照
大
御
神
が
待
ち
受
け
て
》
す
な
は
ち
御
髪
を
解
か
し
、

御
み
づ
ら
に
纏
か
し
て
、
す
な
は
ち
左
右
の
御
み
づ
ら
に
も
御
鰻
に
も
、
左
右
の
御
手
に
も
、
お
の
も
お
の
も
八
尺
の
勾
慈
の

五
百
つ
の
み
す
ま
る
の
珠
を
纏
き
持
た
し
て
、
そ
び
ら
に
は
千
入
の
靭
を
負
ひ
、
ひ
ら
に
は
五
百
入
の
靭
を
付
け
、
ま
た
、
い

建

っ
の
竹
鞆
を
取
り
風
ば
し
て
、
弓
腹
振
り
立
て
て
、
堅
庭
は
向
股
に
踏
み
な
づ
み
、

び
踏
み

四

御
船
に
入
れ
た
る
禰
罫
翼
耽
、
ご
利
Ⅲ
川
剥
Ｈ
ｕ
劃
。

ふ
と
沼
一
旦
一
一

、
く
～

１
 

回
擁
き
白
し
て
、
天
の
手
力
男
の
命
、
戸
の
披
に
隠
り
立
ち
て
、

そ
の
中
に
…
…
（
六
一
頁
）

〉
し
く
、
…
…
（
六
九
頁
）

、
イ
リ
く
？
ｊ
、
ｆ

出
雲
の
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
に
降
り
到
り
ま
し
て
、
十
掬
鎚

そ
の
大
国
主
の
神
に
蜘
劉
Ⅵ
司
司
割
引
ｕ
、
引
勺
、

坐
庭
は
向
股
に
踏
み
な
づ
み
、
沫
雪
な
す
職
ゑ
散
ら
か
し
て
、
い
つ
の
男

（
四
五
頁
）束
装
し
立
た
す
時
に
、
片
っ
御
足
は
御
馬
の
棟
に
繋
げ
、
片
っ

十
掬
鎚
を
抜
き
、

（
八
四
頁
）

グー、

ノパ

頁
、一二

逆
に
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Ｈ
⑧
《
大
山
守
命
の
反
乱
を
知
っ
た
宇
遅
能
和
紀
郎
子
》
兵
も
ち
て
河
の
辺
に
伏
せ
、
ま
た
そ
の
山
の
上
に
純
垣
を
張
り
、
雌
繍

を
立
て
て
、
詐
り
て
舎
人
を
も
ち
て
王
に
な
し
て
、
…
…
（
一
九
四
頁
）

Ｈ
⑨
《
雄
略
天
皇
》
ま
た
吉
野
に
幸
行
し
し
時
に
、
そ
の
童
女
の
遇
ひ
し
と
こ
ろ
に
留
ま
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
対
釧
鄭
胴
を
功
づ

て
、
そ
の
御
呉
床
に
坐
し
て
卸
箪
軒
職
域
ｕ
可
、
訟
刎
鰯
認
は
鶴
濁
ｕ
幻
灯
試
出
割
。
し
か
し
て
、
そ
の
嬢
子
の
好
く
僻
へ
る

に
よ
り
て
、
御
調
劃
綱
引
矧
剥
引
剖
。
（
二
四
五
頁
）

Ｈ
⑩
《
衰
祁
命
の
名
乗
り
》
物
部
の
、
わ
が
夫
子
が
、
取
り
凧
け
る
、
太
刀
の
手
上
に
、
丹
画
き
箸
け
、
そ
の
緒
は
、
赤
幡
を
載

Ｉ
’
 

せ
、
赤
幡
を
立
て
て
、
見
れ
ば
、
。
：
…
（
一
一
五
六
頁
）

右
の
例
よ
り
直
ち
に
気
付
か
れ
る
の
は
、
「
Ｘ
を
立
て
る
」
の
Ｘ
に
、
弓
・
矢
・
刀
剣
・
楯
な
ど
の
武
具
や
、
旗
・
幟
の
類
い
・
呉

床
な
ど
、
戦
闘
・
戦
陣
用
具
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
同
時
に
神
事
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
本
来
、

神
降
臨
の
目
印
、
依
り
代
、
あ
る
い
は
鎮
魂
の
呪
具
と
い
っ
た
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
「
立
て
る
」
の
で
あ
る
。

「
立
つ
」
と
い
う
語
が
、
神
を
招
く
祭
り
の
場
と
深
く
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｈ
⑦
の
「
青
葉
の
山
」
は
、

か
み
く
ら

「
み
る
」
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
こ
れ
も
祭
場
に
設
け
た
標
め
山
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
⑨
の
「
御
呉
床
」
は
ま
さ
し
く
神
座
そ
の

も
の
で
、
そ
こ
で
天
皇
が
琴
を
弾
き
、
神
女
に
舞
わ
せ
つ
つ
言
寿
ぎ
の
歌
を
詠
ん
だ
。

こ
の
Ｈ
⑨
の
条
は
、
五
節
鎌
の
起
源
調
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
鱗
劇
の
台
本
の
ご
と
き
詞
策
で
あ
り
、
そ

う
い
っ
た
視
点
は
Ｈ
①
②
④
⑤
⑩
な
ど
に
も
適
用
で
き
る
。
Ｈ
①
で
は
天
照
大
御
神
の
男
装
（
武
装
）
の
さ
ま
が
細
か
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
「
弓
腹
振
り
立
て
て
」
と
あ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
も
雄
々
し
く
、
堂
々
と
立
っ
て
い
る
。
②
は
有
名
な
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の

鎮
魂
舞
踏
の
場
面
で
あ
る
。
｜
般
に
鎮
魂
祭
の
起
源
説
明
認
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
部
分
も
描
写
は
実
に
細
か
い
。
天
上

の
神
聖
な
る
祝
詞
が
発
唱
さ
れ
る
中
で
、
「
天
の
手
力
男
の
命
、
戸
の
被
に
隠
り
立
ち
て
」
と
い
う
「
立
つ
」
は
、
演
劇
的
で
あ
る
。

④
⑤
⑩
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
あ
た
か
も
演
劇
に
お
け
る
俳
優
の
装
束
・
所
作
を
記
し
た
ト
書
き
の
如
き
観
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詞

章
の
中
に
「
立
つ
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
の
一
続
き
の
物
語
か
ら
、
文
学
的
脚
色
・
国
史
的
統
合
整
理
の
跡
を
抜

き
去
り
、
素
材
と
な
っ
た
個
々
の
榊
成
要
素
に
解
体
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
文
字
で
普
き
留
め
ら
れ
る
以
前
は
、
宮
廷
や
そ
こ
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右
の
う
ち
最
も
示
唆
に
富
む
の
は
Ｉ
④
で
あ
る
。
「
大
魚
」
な
る
「
美
人
」
を
め
ぐ
っ
て
、
歌
を
も
っ
て
「
闘
い
明
か
し
」
た
朝
、

衰
祁
命
ら
は
直
ち
に
シ
ビ
ノ
臣
謀
殺
を
決
行
し
た
。
「
す
な
は
ち
軍
を
興
し
て
志
砒
の
臣
が
家
を
囲
み
て
、
す
な
は
ち
殺
し
た
ま
ひ
き
」

と
あ
る
。
歌
合
戦
そ
の
ま
ま
戦
争
で
あ
り
、
古
代
の
戦
に
お
い
て
は
、
武
器
を
取
っ
て
の
闘
争
の
ほ
か
、
言
葉
に
よ
る
挑
み
合
い
も
大

○
し
か
し
て
そ
の
后
〈
ス
セ
リ
ビ
メ
》
、
大
御
酒
杯
を
取
り
、
立
ち
依
り
指
挙
げ
て
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
…
…
（
七
一
頁
）

と
い
う
の
も
、
「
芸
能
の
台
本
」
的
な
詞
章
の
一
例
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

次
に
引
く
の
は
、
「
対
立
」
「
対
時
」
と
い
っ
た
「
立
つ
」
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
Ｈ
①
⑤
⑧
な
ど
も
そ
の
性
格
を
持
つ
が
、
固
有
名

詞
を
抜
き
去
っ
て
「
演
劇
」
の
場
に
戻
せ
ば
、
お
そ
ら
く
異
界
の
者
ど
う
し
の
二
者
対
立
の
演
出
に
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

に
仕
え
る
氏
族
の
家
々
に
口
承
さ
れ
て
い
た
認
竃
に
遮
元
さ
れ
る
と
患
わ
れ
る
．
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
「
芸
鱸
の
墓
と
し
て
Ｉ

「
始
源
」
を
再
現
し
、
「
今
」
の
慣
行
が
そ
れ
に
由
来
す
る
こ
と
を
説
い
て
「
今
」
を
権
威
あ
ら
し
め
る
た
め
、
時
を
決
め
て
繰
り
返
し

（
胴
）

行
な
っ
て
き
た
「
祭
り
」
の
筋
誕
卸
と
し
て
１
１
‐
伝
承
さ
れ
て
い
た
詞
章
も
多
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
視
座
に
立
脚
す
る
と
、
「
立
つ
」
は
、

そ
う
し
た
面
影
の
色
濃
い
詞
章
中
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
著
し
く
演
劇
的
な
、
「
俳
優
」
の
所
作
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と

が
朧
懲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
引
用
中
の
‐
線
繩
分
（
歌
や
呪
言
は
、
言
つ
ま
で
も
な
く
「
俳
優
」
の
台
繍
で
あ
る
．

Ｉ
④
．
．
…
・
志
砒
の
臣
、
”
四
画
に
訊
判
引
司
、
そ
の
衰
祁
の
命
の
婚
は
む
と
し
た
ま
ふ
美
人
の
手
を
取
り
き
・
…
…
し
か
し
て
、
衰
祁

Ｉ
①
〈
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
、
黄
泉
つ
ひ
ら
坂
に
て
〉
お
の
も
お
の
も
対
ひ
立
ち
て
、
事
戸
を
度
す
時
に
…
…
（
三
九
頁
）

Ｉ
②
。
…
・
・
《
丸
邇
臣
が
祖
日
子
国
夫
玖
軍
と
建
波
爾
安
王
の
反
乱
軍
〉
お
の
も
お
の
も
（
山
代
の
和
訶
羅
河
の
〉
減
翻
恥
ほ
擬
鄙

Ｉ
①
〈
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
、
舗
葡
禦
邪
盟
罰
”
に
て
〉

ｌ
‐
 

て
対
ひ
立
ち
て
、
魏
割
．
（
’
三
九
頁
）

ｌ
③
…
…
〈
丸
邇
臣
が
祖
建
振
熊
頭
と
香
坂
王
・
忍
熊
王
の
反
乱
軍
》

還
り
立
ち
て
、
お
の
も
お
の
も
退
か
ず
て
梱
咽
凹
割
。

の
命
謝
剤
。
Ｈ
引
山
ｕ
ｄ
、
…
…
／
…
…
が

１
１
 

１
 

…
…
し
…
毒
…
ｉ
…
／
；
…
歌
…
し
…

’
八
○
頁
）

く
歌
酬
可
、
叩
剛
酬
刑
剤
ｈ
ｕ
で

の
反
乱
軍
》
か
れ
、
追
い
掴

～
 

…
…
逢
坂
に
逃
げ
退
き
て
、

追
い
退
け
て
山
側
に
到
れ
る
時
に
、
（
反
乱
軍
は
〉

（
二
五
六
～
二
五
八
頁
）

対
ひ
立
ち
て
ま
た
戦
ひ
き
。
二
七
九
～
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き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
「
歌
垣
」
の
場
は
、
山
と
里
と
の
交
点
と
し
て
の
「
野
」
な
ど
、
｜
種
の
「
境
界
」
で
あ

る
こ
と
が
多
く
、
異
な
る
世
界
の
者
ど
う
し
（
男
女
と
は
限
ら
な
い
）
の
行
き
逢
う
場
で
行
わ
れ
る
言
葉
の
か
け
あ
い
が
、
歌
垣
の
一

（
Ⅲ
）
 

っ
の
原
点
と
考
え
ら
れ
る
。
ｌ
②
③
な
ど
は
、
む
ろ
ん
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
し
て
、
歴
史
的
事
実
の
投
影
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
川
・

坂
な
ど
境
界
線
に
お
け
る
戦
い
、
ま
た
簡
略
な
が
ら
も
言
語
に
よ
る
争
い
の
面
影
も
伝
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｉ
①
④
や
Ｈ
①
⑤
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、
偶
発
的
史
実
以
前
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
、
争
い
を
語
る
類
型
が
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
Ｉ
は

そ
う
し
た
類
唖
で
あ
り
、
世
界
を
異
に
す
る
二
者
が
、
境
界
に
お
い
て
対
而
し
、
言
葉
に
よ
り
挑
み
合
う
と
い
う
俵
に
胚
胎
す
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
陽
に
臨
む
こ
と
を
表
し
て
「
血
っ
」
と
（
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
神
醐
芸
能
に
発
す
る

相
撲
で
今
日
で
も
い
う
「
立
合
」
や
、
能
で
舞
の
優
劣
を
競
う
「
立
合
」
な
ど
は
、
「
立
つ
」
と
い
う
語
の
、
そ
の
よ
う
な
古
代
性
を

適
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
立
つ
」
が
こ
の
よ
う
に
、
境
界
に
臨
ん
で
異
界
の
も
の
と
対
時
す
る
緊
張
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
見
方
に
た
つ
と
、
次
の
よ
う
な

川
例
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

Ｊ
①
《
天
孫
降
臨
条
》
…
…
天
の
忍
日
の
命
・
天
津
久
米
の
命
の
二
人
、
犬
の
石
靭
を
取
り
負
ひ
、
頭
椎
の
人
刀
を
取
り
側
き
、

噛
魁
～
１
１
１

天
の
は
じ
弓
を
取
り
持
ち
、
天
の
真
鹿
児
矢
を
手
挟
み
、
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
ま
つ
り
き
。
（
九
一
頁
）

み
さ
き
二
口
；
１

Ｊ
②
「
一
」
の
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
ま
つ
り
し
猿
田
砒
古
の
大
神
は
…
…
」
（
九
二
頁
）

Ｊ
③
｜
…
…
か
れ
、
そ
の
八
処
烏
靴
迩
劃
て
む
。
そ
の
刈
河
制
後
よ
り
兼
行
す
べ
し
」
（
一
二
頁
）

占
角
】

Ｉ
く
く
く
く
く
く
／
、

Ｊ
④
し
か
し
て
、
伊
須
気
余
理
比
売
は
そ
の
媛
女
等
の
》
肌
に
立
て
り
。
す
な
は
ち
天
皇
、
そ
の
媛
女
等
を
見
た
ま
ひ
て
、
御
心
に

１
１
１
１
１
 

い
や
さ
愈

伊
須
気
余
理
比
売
の
最
前
に
立
て
る
を
知
ら
し
て
、
馴
掛
凶
司
劉
刻
日
田
ｕ
ｕ
ｑ
…
。
：
（
’
一
一
一
頁
）

右
①
～
③
の
「
立
つ
」
は
、
前
駆
を
意
味
し
て
い
る
。
天
武
紀
九
年
四
月
の
記
事
に
、
行
幸
出
発
時
の
「
警
躁
」
の
こ
と
を
記
し
て

い
る
が
、
そ
の
警
騨
の
古
訓
は
「
み
さ
き
お
ひ
」
で
あ
る
。
声
に
よ
る
先
払
い
で
あ
り
、
「
延
喜
式
』
兵
部
省
隼
人
司
の
条
に
、
行
幸

時
の
隼
人
の
職
掌
と
し
て
「
其
駕
経
二
剛
殿
阿
山
Ⅲ
遡
蹴
故
川
へ
今
来
隼
人
為
し
吠
」
と
、
隼
人
の
「
犬
吠
え
」
の
こ
と
を
記
し
て
い
る

の
と
思
い
合
わ
せ
る
と
、
さ
き
迫
ひ
・
さ
き
ば
ら
い
が
、
古
く
は
境
界
に
蟠
踞
す
る
異
郷
の
精
霊
に
対
崎
し
、
魑
魅
魍
魎
を
払
う
行
為
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〈
暇
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
１
Ｊ
④
（
Ⅱ
先
掲
Ｃ
①
）
の
「
最
前
に
立
つ
」
は
一
見
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
、
神
武
と
イ
ス
ヶ
ョ
リ

ヒ
メ
と
の
出
会
い
の
物
語
は
、
｜
而
で
、
世
界
の
異
な
る
者
ど
う
し
が
、
出
会
っ
て
歌
を
か
け
あ
う
と
い
う
、
歌
垣
の
古
態
を
留
め
た

資
料
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
土
地
の
代
表
者
た
る
巫
女
が
、
来
訪
者
に
対
し
「
最
前
に
」
立
っ
て
向
い
合
う
の
で
あ
り
、

先
の
Ｉ
の
類
型
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
用
例
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
用
例
も
、
異
界
の
者
と
の
逢
会
と
い
う
視
点
を
援
用
で
き
る
と
考
え
る
。

、
ノ
ツ
ー
く
ノ
Ｌ
ｊ
ｊ
う
ぐ
ｊ
、
ノ
リ
．
；
，
、
く
く
／
、
く
く
く
く
く
く
“

Ｋ
①
…
…
そ
の
王
子
《
宇
遅
能
和
気
郎
子
》
は
、
布
の
衣
揮
を
服
し
て
、
す
で
に
賎
し
き
人
の
形
に
な
り
て
、
根
を
取
り
て
船
に

立
た
し
き
。
二
九
五
頁
）
ｌ
～
、
～
、
～
、
～
１
１
１
１

Ｋ
②
…
…
〈
小
碓
命
》
す
で
に
童
女
の
姿
に
成
り
て
、
女
人
の
中
に
交
り
立
ち
て
、
そ
の
室
の
内
に
入
り
ま
し
き
・
（
’
五
八
頁
）

、
く
〆
Ｎ
く
ｒ
Ｊ
～
て
？
～
く

Ｋ
③
（
倭
建
命
》
足
柄
の
坂
本
に
到
り
て
御
根
食
す
処
に
、
そ
の
坂
の
神
、
白
き
鹿
に
化
り
て
来
立
ち
き
。
（
一
六
四
頁
）

右
①
②
の
擬
装
・
変
装
と
い
う
の
は
、
非
日
常
の
姿
に
化
す
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
面
す
る
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
世
な

ら
ぬ
者
と
向
き
合
う
と
い
う
状
況
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
先
に
み
た
Ｈ
⑧
も
同
類
で
あ
る
。
ま
た
Ｋ
③
の
「
立

つ
」
は
、
神
霊
の
出
現
を
示
す
も
の
で
、
一
般
の
語
源
説
に
照
応
す
る
典
型
的
な
「
た
つ
」
で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
異
界
の

者
ど
う
し
が
接
触
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
境
界
で
あ
る
。

Ｌ
①
か
れ
大
砒
古
の
命
、
高
志
の
国
に
罷
り
往
き
し
時
に
、
腰
裳
服
せ
る
少
女
、
邸
悦
創
辮
鮒
堀
に
割
Ⅵ
「
列
。
割
Ⅶ
川
刈
Ⅶ
、
・
・
・
…

剣
剥
引
ｕ
ｄ
、

Ｌ
④
《
雄
略
》
｝

（
二
四
一
頁
）

學、／、／Ｌｊｒ、ｒ、ｒ、〃●、グー、／、ｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ瞬昨曉肝－－－－－－－－－－－‐‐－１

Ｌ
③
｜
時
、
（
応
神
》
天
皇
、
近
っ
淡
海
の
国
に
越
え
幸
－
）
し
時
に
、
宇
遅
野
の
上
に
御
立
た
し
ま
し
て
、
葛
野
を
割
引
‐
「
ｕ
‐
鋼
‐
引

刺
詞
‐
洲
『
ｕ
ｑ
、
「
千
葉
の
葛
野
を
見
れ
ば
百
千
足
る
．
家
庭
も
見
ゆ
国
の
秀
も
見
ゆ
」
（
一
八
六
頁
）

！
…
１
１
１
１
１
１
１
‐
ｌ
 

Ｌ
④
《
雄
略
》
こ
こ
を
も
ち
て
、
宮
に
還
り
上
り
ま
す
時
に
、
そ
の
山
の
坂
の
上
に
行
き
立
た
し
て
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
…
…

（
一
三
七
頁
）

Ｌ
②
か
れ
、
念

四
頁
）

（
倭
建
命
》
歓
び
堀
愈
柄
坂
》
に
割
引
、
引
司
、

ゴ
『
料
『
、
剥
輌
判
刎
汕
ｕ
「
Ｊ
１
『
到
勾
づ
引
劃
山
州
句
川
曰
Ⅶ
ロ
詞
回
ヨ
ョ
引
列
ｕ
却
劃
。

（
’
一
ハ
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以
上
の
『
古
事
記
』
中
の
「
見
る
」
「
立
つ
‐
｜
に
つ
い
て
の
考
察
を
合
わ
せ
る
と
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
一
一
神
の
一
‐
見
立
」
に
つ

い
て
、
な
に
が
し
か
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
結
論
は
万
葉
歌
の
ミ
タ
テ
を
見
て
か
ら
に
す
る
。

か
ど
で

み
た
て
Ｌ

赤
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
出
で
が
て
に
せ
し
を
見
多
亘
思
家
の
児
ら
は
も
（
巻
十
四
・
３
５
３
４
）

こ
の
東
歌
は
、
特
に
諸
説
対
立
す
る
よ
う
な
歌
で
は
な
い
。
現
代
語
訳
す
れ
ば
「
旅
に
出
よ
う
と
す
る
私
の
赤
駒
が
附
出
を
た
め
ら
っ

て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
門
に
立
っ
て
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
送
っ
て
い
た
家
の
妻
で
あ
っ
た
」
（
中
西
進
氏
識
談
社
文
庫
「
万
葉
架
』
）
の

よ
う
に
な
る
。
旅
中
に
家
の
妻
を
思
う
と
い
う
、
類
型
的
な
旅
の
歌
で
あ
る
。

右
Ｌ
①
は
、
境
界
に
お
い
て
、
異
界
の
も
の
を
迎
え
、
歌
を
も
っ
て
応
接
す
る
と
い
う
「
立
已
の
類
型
と
み
ら
れ
る
。
②
③
④
は
、

も
ち
ろ
ん
「
国
見
」
の
視
点
も
適
用
で
き
る
が
、
要
す
る
に
、
境
界
に
臨
ん
で
景
と
向
き
合
う
と
き
、
言
語
の
発
唱
が
必
要
で
あ
っ
た

と
い
う
、
古
代
的
心
意
に
基
づ
く
慣
習
を
伝
え
る
資
料
と
見
な
せ
よ
う
。

『
記
』
の
地
の
文
の
「
立
つ
」
の
用
例
は
、
以
上
（
当
該
四
十
三
例
中
、
三
十
例
を
引
用
）
の
ほ
か
に
も
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
多

い
。
「
出
で
立
た
し
き
」
（
六
九
頁
４
行
）
「
立
ち
走
り
い
す
す
き
」
（
一
二
○
頁
５
行
）
な
ど
の
「
出
で
立
つ
」
’
１
立
ち
走
る
」
、
ま
た

「
言
立
て
」
（
二
○
六
頁
８
行
）
な
ど
は
そ
の
例
で
、
記
紀
歌
謡
や
万
葉
歌
の
類
型
も
含
め
て
、
そ
の
古
代
的
意
味
を
考
察
す
る
に
値
す

る
と
思
う
が
、
別
の
機
会
に
識
ろ
。

結
局
、
『
古
轆
記
』
の
「
立
つ
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
境
界
に
お
い
て
、
異
界
の
も
の
と
逢
会
・
対
崎
し
、
言
語
を
も
っ
て
応
接
す
る
と
い
う
行
為
に
臨
む
こ
と
を
「
立
つ
」
と
表
す
。

ｏ
二
者
対
立
を
演
出
す
る
「
芸
能
の
台
本
」
的
な
詞
章
中
に
よ
く
現
れ
、
「
俳
優
」
の
所
作
を
示
す
如
き
観
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
つ
の
世
界
の
境
界
に
お
い
て
、
異
界
の
も
の
同
士
が
行
き
逢
う
こ
と
を
表
現
す
る
「
ま
つ
り
」
が
あ
り
、
「
立
つ
」

は
「
芸
能
語
鍵
」
と
で
も
い
う
べ
き
か
、
そ
の
場
で
、
「
俳
優
」
の
と
る
対
時
の
姿
態
を
い
う
語
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

五
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こ
の
ミ
タ
テ
は
、
ど
う
み
て
も
見
送
る
意
で
あ
る
。
そ
の
点
で
現
行
諸
注
釈
響
に
異
説
は
な
い
。
た
だ
、
折
口
信
夫
が
『
束
歌
疏
』

に
お
い
て
「
見
送
っ
た
義
に
な
る
」
と
し
た
後
、
「
本
集
の
見
る
に
は
、
特
殊
な
意
義
の
あ
る
も
の
が
多
い
か
ら
、
こ
れ
も
出
発
の
際
、

（
町
）

旅
人
の
為
、
守
護
の
呪
術
を
行
っ
た
一
」
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
」
と
述
べ
、
「
日
本
古
代
杼
情
詩
集
』
の
同
歌
の
注
で
も
、

（
肥
）

「
見
て
を
っ
て
出
発
さ
せ
た
。
即
、
見
送
る
｝
」
と
。
守
り
目
を
人
に
与
へ
る
呪
術
。
」
と
述
べ
て
い
る
一
」
と
は
注
目
に
値
す
る
。
池
田
彌

〈
四
）

｜
二
郎
氏
が
「
文
学
・
芸
能
の
胎
動
」
で
当
歌
を
と
り
あ
げ
、
「
分
割
し
た
霊
魂
を
着
け
て
送
り
出
し
て
く
れ
た
家
郷
の
家
族
を
、
今
旅

に
あ
っ
て
思
い
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
折
口
説
を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
「
家
な
る
妹
」
が
夫
に
守

謹
霊
を
付
与
す
る
と
い
う
、
旅
に
純
わ
る
古
代
信
仰
を
ふ
ま
え
た
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
映
像
は
、
文
献
か
ら
は
思
い
描

き
よ
う
が
な
い
．
朧
か
に
推
察
で
き
る
こ
と
は
、
鱗
似
の
状
況
ｌ
旅
立
ち
・
門
川
の
磯
ｌ
で
澱
ま
れ
た
多
く
の
万
葉
歌
や
、
平
安

朝
の
文
学
に
お
け
る
門
出
の
儀
の
描
写
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
、
平
安
無
事
を
祈
る
「
呪
的
文
言
の
発
唱
」

（
池
田
氏
前
掲
論
文
）
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
池
田
氏
が
注
目
す
る
こ
の
点
を
筆
者
も
重
視
し
た
い
。
「
見
送
る
」
意
の
ミ

タ
テ
は
、
旅
立
ち
の
饗
宴
を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
の
核
心
は
「
言
寿
ぎ
」
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

後
世
の
民
間
語
彙
で
、
婚
姻
・
葬
送
の
習
俗
に
関
し
て
「
み
た
て
」
の
語
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
『
婚
姻
習
俗
語

雄
』
は
、
例
え
ば
ミ
タ
テ
ョ
ビ
な
る
語
を
あ
げ
（
兵
庫
県
飾
磨
郡
）
、
「
式
当
日
嫁
方
で
見
立
て
呼
び
と
称
し
て
客
を
招
き
、
そ
し
て
荷

物
を
送
る
風
が
あ
る
。
隣
家
や
出
入
り
の
若
者
達
が
酒
気
を
帯
び
、
卑
狼
な
歌
を
歌
っ
て
迎
び
行
く
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
葬
送

習
俗
譜
漿
』
に
よ
る
と
、
広
島
の
山
懸
郡
で
は
、
親
の
死
ん
だ
時
に
親
族
筋
か
ら
長
男
へ
送
ら
れ
る
金
を
ミ
タ
テ
料
と
称
す
る
と
い
う
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
出
棺
を
見
送
る
こ
と
（
広
島
県
比
婆
郡
）
、
野
辺
送
り
を
す
る
こ
と
（
壱
岐
）
、
葬
儀
に
参
列
す
る

こ
と
（
鳥
取
県
西
伯
郡
・
島
根
県
・
広
島
県
比
婆
郡
・
鹿
児
島
県
・
愛
媛
県
大
三
島
）
、
ま
た
葬
儀
自
体
（
山
口
県
・
熊
本
県
阿
蘇
郡
・

大
分
市
）
を
ミ
タ
テ
と
称
す
る
土
地
が
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
「
立
て
」
が
、
出
発
・
旅
立
ち
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
家
郷
か
ら
他
郷
の
家
へ
、
あ
る
い
は
こ
の

世
か
ら
あ
の
世
へ
と
、
人
が
境
界
を
越
え
て
い
く
に
際
し
て
の
儀
礼
を
ミ
タ
テ
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
送
り
出
す
面
ば
か
り

で
な
く
、
本
来
は
迎
え
る
面
も
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
再
び
『
婚
姻
習
俗
語
奨
』
か
ら
引
く
と
、
長
野
県
飯
田
で
は
、
聟
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『
古
事
記
」
の
「
見
る
」
は
、
異
界
の
も
の
と
初
め
て
辿
遇
・
接
触
し
た
時
な
ど
、
目
を
通
し
て
非
日
常
世
界
と
交
感
す
る
行
為
で

あ
り
、
そ
の
行
為
は
し
ば
し
ば
言
語
の
発
唱
を
伴
っ
て
、
効
果
が
期
さ
れ
た
。
「
立
つ
」
も
、
『
古
事
記
」
に
お
い
て
は
、
境
界
に
お
い

て
、
異
界
の
も
の
と
逢
会
・
対
時
し
、
言
語
を
も
っ
て
応
接
す
る
と
い
う
行
為
に
臨
む
こ
と
を
表
す
、
演
劇
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
前
項
五
の
、
「
見
送
る
」
系
統
の
ミ
タ
テ
の
考
察
を
合
わ
せ
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の
ミ
タ
テ
を
顧
み
る
。

二
神
の
「
見
立
」
に
続
く
結
婚
の
物
語
は
、
『
記
』
の
文
脈
で
は
も
ち
ろ
ん
「
国
生
み
」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
述
作
者
に
よ
っ
て

国
家
神
話
と
し
て
の
位
磁
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
局
地
的
な
伝
承
を
拾
い
あ
げ
た
も
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
二

人
。
嫁
入
の
日
に
「
双
方
夫
々
そ
の
前
に
聟
及
び
嫁
を
上
座
に
し
、
そ
の
左
右
に
両
親
あ
る
小
児
を
坐
ら
せ
、
次
で
他
の
者
が
並
ん
で

饗
応
す
る
」
こ
と
を
ミ
タ
テ
ノ
ゼ
ン
と
い
う
。
列
席
者
を
見
立
て
の
客
と
い
い
、
諏
訪
地
方
に
も
同
様
の
習
が
あ
る
と
い
う
。
送
り
出

す
側
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
歓
送
の
宴
だ
が
、
一
方
か
ら
は
、
異
郷
・
他
家
か
ら
来
た
者
を
迎
え
入
れ
る
祝
宴
で
も
あ
る
。
ま
た
葬
送
習

俗
に
関
す
る
語
彙
で
、
「
立
つ
」
関
係
の
語
は
、
デ
タ
チ
ノ
ゼ
ン
・
タ
チ
バ
ノ
ゼ
ン
・
タ
チ
メ
シ
等
、
出
棺
時
の
飲
食
の
呼
称
に
集
中

し
て
い
る
が
、
葬
送
習
俗
と
よ
く
そ
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
産
育
習
俗
関
連
の
語
彙
を
調
べ
る
と
、
ウ
ブ
タ
テ
メ
シ
・
力
ミ
タ
テ
ノ
イ

ハ
ヒ
な
ど
、
「
立
つ
」
は
出
生
祝
い
の
飲
食
に
関
連
し
て
多
く
の
語
を
道
し
て
い
る
。
何
が
「
立
つ
」
か
は
土
地
に
よ
っ
て
解
釈
が
さ

ま
ざ
ま
だ
が
、
別
世
界
か
ら
迎
え
入
れ
る
と
い
う
心
意
に
基
く
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
出
生
児
を
こ
の
世
の
者
と
し
て
定
位
せ
し

め
る
こ
と
と
、
死
者
を
こ
の
世
か
ら
他
界
へ
と
送
り
出
す
こ
と
と
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
双
方
要
す
る
に
境
界
的
時
空
に
お
け
る
処
樋

で
あ
り
、
共
通
す
る
一
‐
膳
」
の
習
俗
は
、
鎮
魂
と
い
う
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。
『
産
育
習
俗
語
蕊
」
か
ら
ミ
タ
テ
と
い
う
譜
こ
そ

見
出
せ
な
い
が
、
こ
う
し
た
「
立
つ
」
の
意
義
、
そ
れ
に
婚
姻
習
俗
語
彙
の
例
か
ら
判
断
し
て
、
ミ
タ
テ
は
本
来
、
境
界
を
越
え
て
来

る
者
。
越
え
て
い
く
者
の
送
迎
の
儀
を
称
す
る
語
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
そ
の
饗
応
の
目
的
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
は
、

呪
的
文
言
の
発
唱
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

一ハ
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神
の
行
為
を
語
る
詞
章
が
、
同
時
に
、
よ
い
結
果
を
も
た
ら
す
神
聖
な
結
婚
の
形
式
を
示
す
伝
承
と
し
て
、
そ
れ
を
模
擬
演
出
す
る
儀

礼
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
と
、
肢
初
の
「
見
立
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
結
婚
の
場
を
神
聖
な
場
に
す
る
予
祝
の
行
為
で

あ
ろ
う
。
神
聖
な
場
と
い
う
の
は
、
天
上
の
神
を
招
き
、
そ
の
神
の
座
と
相
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
天
の
御
柱
」
が
そ
の
神

の
座
、
依
り
代
で
あ
り
、
実
際
に
柱
を
立
て
る
に
し
ろ
、
何
物
か
を
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
に
し
ろ
、
地
上
の
も
の
を
「
天
」
の
も
の
と

し
て
見
て
、
そ
こ
に
臨
む
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
予
祝
の
文
言
を
介
し
て
な
さ
れ
る
。
「
八
尋
殿
」
も

同
様
で
、
実
物
が
何
で
あ
れ
、
予
祝
の
語
の
発
唱
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
間
が
め
で
た
い
御
殿
と
な
る
の
だ
と
考
え
る
。
言
語
に
よ
っ
て
、

そ
こ
を
非
日
常
の
時
空
と
し
、
そ
の
場
に
臨
む
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
原
素
材
と
し
て
の
民
間
伝
承
・
儀
礼
の
存
在
を
想
定
し
た
う
え
で
の
考
察
で
あ
っ
て
、
『
古
事
記
』
の
文
脈
の
中
で
「
見

立
」
を
解
す
る
場
合
は
ｌ
「
神
話
的
想
像
力
」
と
い
っ
た
、
「
記
』
の
最
終
述
作
者
の
文
学
性
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
ｌ
、

「
御
立
て
」
説
を
除
い
て
は
、
従
来
の
ど
の
説
で
も
不
都
合
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「
現
実
に
柱
を
建
て
て
し
っ
か
り
と
見

定
め
る
」
「
な
ぞ
ら
え
て
見
な
す
」
「
無
か
ら
ぱ
っ
と
出
現
さ
せ
る
」
「
発
見
す
る
」
、
い
ず
れ
も
「
見
る
」
「
立
つ
」
の
古
代
性
か
ら
外

れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
「
み
た
て
」
が
、
日
常
・
非
日
常
の
境
界
的
時
空
に
お
け
る
儀
礼
を
称
す
る
譜
と
し
て
後
世
に
伝
え

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
後
世
の
「
見
立
て
」
の
美
学
の
伝
統
ｌ
現
実
に
あ
る
も
の
を
塾
に
、
そ
こ
に
は
実
在
し
な
い
も
の
、

全
く
新
し
い
世
界
を
現
出
さ
せ
る
発
想
ｌ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
わ
が
国
の
「
見
立
」
の
文
献
上
の
初
出
で
あ
る
「
記
」
の
用
例
も
、

日
常
の
場
を
、
予
祝
の
言
語
の
力
に
よ
っ
て
、
非
日
常
の
神
聖
な
時
空
に
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

現
代
感
覚
で
い
え
ば
「
な
ぞ
ら
え
て
本
物
と
見
な
す
」
と
い
う
解
釈
が
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
そ
の
現

実
と
非
現
実
と
の
結
合
・
置
換
は
、
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
世
の
「
見
立
て
」
発
想
を

考
え
る
際
に
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

な
お
、
小
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
二
つ
の
課
題
の
う
ち
、
上
代
の
「
文
学
伝
承
」
に
み
え
る
「
見
立
て
」
的
発
想
に
つ
い
て
は
、
紙
数

の
制
約
上
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
も
そ
も
筆
者
が
「
見
立
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
心
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が

過
去
の
現
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
見
立
て
」
的
発
想
は
、
現
在
で
も
、
日
本
語
表
現
を
は
じ
め
、
日
本
人
の
生
活
全
般
に
受
け
継
が
れ
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1５４ 
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
時
代
ご
と
の
変
遷
は
経
て
い
よ
う
が
、
根
本
に
は
、
遥
か
古
代
か
ら
の
、
民
族
共
通
の
心
意

伝
承
の
働
き
か
け
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
で
、
い
わ
ば
「
美
学
」
以
前
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と

思
い
立
っ
た
次
第
で
あ
る
。
今
回
の
考
察
は
そ
の
端
緒
に
す
ぎ
な
い
。

（
３
）
 

（
４
）
 

（
５
）
 

（
６
）
 

注

（
１
）
池
佃
彌
三
郎
氏
の
命
名
で
、
芸
術
的
価
値
を
持
っ
た
「
文
学
」
に
対
し
て
、
宗
教
的
・
信
仰
的
制
約
に
よ
り
そ
の
一
歩
手
前
の
段
階
に
あ
る

も
の
。
「
芸
能
伝
承
」
と
な
ら
ん
で
民
俗
学
的
考
察
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
『
池
田
彌
三
郎
著
作
集
」
第
一
巻
所
収
「
文
学
伝
承
の

機
会
」
、
第
一
一
巻
『
芸
能
伝
承
論
』
等
参
照
。

（
２
）
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
研
究
謀
か
ら
教
示
を
得
た
。

ｏ
「
日
本
の
美
学
」
第
二
四
号
（
特
集
見
立
て
）

Ｏ
中
村
幸
彦
氏
『
戯
作
論
』
ｓ
中
村
幸
彦
著
作
集
』
第
八
巻
所
収
）

Ｏ
弘
文
堂
『
江
戸
学
珊
典
」
「
見
立
」
の
項
（
中
野
三
敏
氏
執
飛
）

Ｃ
服
部
幸
雄
氏
「
見
立
て
者
」
（
平
凡
社
選
書
『
変
化
論
歌
舞
伎
の
糒
神
史
」
所
収
）

○
郡
司
正
勝
氏
「
風
流
と
見
立
一
（
『
郡
司
正
勝
剛
定
集
』
第
六
巻
所
収
）

・
片
桐
洋
一
氏
「
見
立
て
と
そ
の
時
代
‐
ｌ
古
今
集
災
灘
史
の
一
竜
と
し
て
ｌ
」
（
『
論
災
和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
所
収
）

ｏ
小
沢
正
夫
氏
「
古
今
災
の
世
界
蝋
補
版
」
第
三
章

○
小
町
谷
照
彦
氏
「
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
ば
表
現
』
第
三
章
第
四
節
「
映
像
的
思
惟
の
確
立
」

○
鈴
木
日
出
男
氏
『
古
代
和
敬
史
論
」
第
三
編
第
五
章
「
見
立
て
の
成
立
と
意
義
」

○
尼
ヶ
崎
彬
氏
『
日
本
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」

・
寿
岳
憲
子
氏
『
レ
ト
リ
ッ
ク
ー
日
本
人
の
表
現
ｌ
』

○
多
田
道
太
郎
氏
「
し
ぐ
さ
と
日
本
文
化
』

（
３
）
毛
利
正
守
氏
「
古
砺
紀
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
」
（
「
古
事
記
年
報
』
十
三
所
収
）

（
４
）
「
折
口
信
夫
全
集
」
〈
旧
〉
第
三
巻
所
収

右
同

た
と
え
ば
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
の
「
や
し
ろ
」
の
【
者
】
参
照
。
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〆=、〆■、〆､〆へグー、'￣、グー､'－，グー、グー､

１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０ 
、-ｺ、‐'ﾐｰｼﾞ、.'ﾐｰｿﾞ、＝～グ、＝、一二、_’

（
７
）
一
．
日
本
神
道
史
研
究
』
第
二
巻
所
収

（
８
）
こ
の
方
法
は
、
見
方
は
異
な
る
が
、
『
古
事
記
注
解
」
｜
‐
見
立
」
の
項
の
神
野
志
氏
の
考
察
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
土
繍
覚
氏
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
」
鱗
倒
蟻
「
鬮
見
の
臓
義
」
、
池
囚
彌
三
郎
氏
「
一
み
る
』
と
い
う
こ
と
ｌ
観
饗
諭
序
繊
ｌ
」

含
日
本
人
の
心
の
傾
き
』
所
収
）

（
、
）
西
郷
信
綱
氏
『
古
代
人
と
夢
』

（
ｕ
）
（
９
）
の
池
田
彌
三
郎
氏
論
文

（
胆
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
」
第
十
五
巻
「
霊
出
現
の
地
」

（
⑬
）
『
池
川
欄
三
郎
著
作
染
』
第
四
巻
『
文
学
伝
承
論
』
、
同
第
二
巻
『
芸
能
伝
承
論
』
所
収
の
諸
論
文
参
照

（
ｕ
）
『
折
口
信
夫
全
集
」
〈
旧
〉
第
十
巻
１
頁
～
ｕ
頁
ほ
か

（
巧
）
井
口
樹
生
氏
『
境
界
芸
文
伝
承
研
究
』
序
参
照

（
焔
）
『
池
田
彌
三
郎
著
作
染
』
第
二
巻
「
芸
能
研
究
の
目
的
‐
｜

（
灯
）
『
折
口
信
夫
全
集
』
〈
旧
〉
策
十
五
巻
汕
頁

右
同
細
頁

「
日
本
文
学
伝
承
論
』
所
収
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