
一
口
語
神
の
落
日

ー
記
紀
言
語
神
か
ら
一
一
一
一
口
霊
へ
|

序
今
日
広
く
知
ら
れ
る
如
く
に
、
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
訪
問
は
、
『
寓
葉
集
』

以
前
の
古
代
文
献
に
於
い
て
は
一
切
そ
の
出
来
を
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
一
一
百
霊
と
い
う
観
念
が
そ
の
概
念
存
在
を
措
定
せ
ら
れ
た
時
期
は
、

高
架
の
時
代
を
大
き
く
遡
逆
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
一
一
一
一
口
諮
問
に
宿
る
霊
威
の
存
在
が
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
伊
藤
益
が
夙

に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
誌
の
非
在
は
、
そ
の
誌
の
意
味
す
る
内
容
の
非
在
と

同
義
で
は
な
い
hu
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
記
紀
の
内
容
に
自
を
遺
れ
ば
、
そ
こ
に
は
呪
詞
呪
一
一
一
一
向
に

纏
わ
る
逸
話
を
随
所
に
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら

の
古
代
文
献
に
は
、
こ
と
ば
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
お
ぼ
し
き
神
々
、
こ
れ

樋

達

げ
ハ
ド

白
h
F

口

す
な
わ
ち
「
言
語
神
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
が
登
場
し
て
い
る
。
か
か
る
事

実
を
も
っ
て
、
こ
と
ば
に
何
ら
か
の
霊
威
が
宿
る
と
い
う
認
識
が
、
高
菜
の

時
代
に
先
駆
け
て
古
代
日
本
人
の
開
で
観
念
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能

性
の
示
，
唆
と
取
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
も
言
い
切
れ
ま
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
代
文
献
に
於
い
て
確
認
で
き
る
、
言
語
に
纏
わ
る

神
々
の
す
が
た
を
追
う
こ
と
を
通
し
て
、
き
一
口
霊
が
そ
の
存
在
を
見
出
さ
れ
る

以
前
の
時
代
に
於
い
て
、
古
代
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
こ
と
ば
と

神
と
の
関
係
を
捉
え
て
い
た
か
を
探
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
如
何
な
る
経

緯
を
通
路
し
て
、
ニ
一
一
口
霊
と
い
う
存
在
が
観
念
さ
れ
る
に
到
っ
た
か
を
考
え
て

メ
二
、
、
。

マ
グ
ナ
1
2
U一

、
こ
と
ば
を
領
く
神
々

ー
コ
ゴ
ト
ム
ス
と
i



記
紀
に
於
い
て
、
こ
と
ば
と
深
い
関
係
性
を
有
す
る
も
の
と
罰
さ
れ
る
神

の
う
ち
、
最
初
に
そ
の
存
在
を
現
す
の
が
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
で
あ
る
。
こ
の
神

の
名
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
上
第
七
段
第
三
の
一
世
一
国
に
登
場
す
る
。
こ

こ
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
挙
を
腹
に
据
え
か
ね
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
「
天
石
籍
」

に
縫
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
一
肋
謂
「
石
屋
戸
縫
り
」
の
顛
末
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。

日
神
の
、
天
石
窟
に
間
り
居
す
に
至
り
て
、
誌
の
神
、
中
臣
連
の
遠
祖

興
台
産
品
一
誌
が
児
天
児
屋
命
を
遺
し
て
祈
ま
し
む
。
是
に
、
天
児
屋
命
、

天
香
山
の
真
坂
木
を
掘
し
て
、
上
枝
に
は
、
鏡
作
の
遠
祖
天
抜
戸
が
児

石
凝
戸
辺
が
作
れ
る
八
起
鏡
を
懸
け
、
中
校
に
は
、
玉
作
の
遠
祖
伊
仕
許

諾
尊
の
児
天
明
玉
が
作
れ
る
八
坂
寝
の
由
主
を
懸
け
、
下
校
に
は
、
粟

密
の
忌
部
の
遠
祖
天
日
鷲
が
作
け
る
木
綿
を
懸
で
て
、
乃
ち
忌
部
首
の

遠
祖
太
王
命
を
し
て
執
り
取
た
し
め
て
、
広
く
厚
く
称
一
併
を
へ
て
祈
み

啓
さ
し
む
。
向
い

傍
点
を
附
し
た
笛
一
昨
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
(
輿
台
産
智
正
)

は
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
(
天
児
屋
命
)
の
親
に
あ
た
り
、
且
つ
ま
た
、

中
臣
連
の
遠
祖
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
は
そ
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
権
能
を
有
す
る
神
で
あ
る

か
は
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
、
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
や
、
そ
の
子
孫
と

さ
れ
る
中
臣
連
が
担
っ
て
い
た
役
割

ω
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
定
の
推

測
が
成
り
立
つ
。

ま
ず
、
こ
の
段
に
於
い
て
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
の
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

は
、
天
石
窟
に
閉
じ
繕
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
表
へ
と
引
き
出
す
べ
く
、
「
称

辞
」
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
神
代
紀
第
九
段
第
二
の
一
書
に
は
、

「
旦
天
児
震
命
は
、
神
事
を
主
る
宗
源
者
な
り
。
故
、
太
占
の
ト
事
を
以
て
、

仕
へ
奉
ら
し
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
、
神
事
に
あ
た
っ

て
祝
詞
を
奏
上
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
認
し
得
る
。
加
え

て
、
先
に
見
た
如
く
に
、
こ
れ
ら
二
柱
の
神
は
大
和
朝
廷
の
神
事
に
於
い
て

祝
詞
の
奏
上
を
掌
っ
て
い
た
中
臣
連
の
遠
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記

述
か
ら
推
す
に
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
も
ま
た
、
神
々
に
対
う
発
話
行
為
を
管
掌

す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
見
て
取
庇
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
名
に
見
え
る
「
コ
ゴ
ト
」
の
語
、
仮
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
た
と

え
ば
折
司
信
夫
は
、
こ
れ
は
コ
ゴ
ト
で
は
な
く
、
コ
ト
ド
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る

ωo
市
し
て
、
管
窺
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
記
紀
か
ら
南
葉
に
か
け
て
、

の
用
例
は
以
下
の
三
例
で
あ
る
。
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ニコ

と
泉
津
日
狭
女
、
社
〈
の
水
を
渡
ら
む
と
す
る
関
に
、
伊
弊
誌
尊
、
己
に
泉

津
平
坂
に
至
し
ま
し
ぬ
と
い
ふ
。
故
使
ち
千
人
所
引
の
磐
石
を
以
て
、

其
の
坂
路
に
塞
ひ
て
、
伊
弊
舟
尊
と
相
向
き
て
立
ち
て
、
遂
に
絶
妻
之

響
建
す
。

(5) 

(
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段
)



爾
に
千
引
の
石
を
其
の
黄
泉
比
良
坂
に
引
き
塞
へ
て
、
其
の
石
を
中
に

霞
き
て
、
各
釘
ひ
立
ち
て
、
事
戸
を
度
す
時
、
伊
邪
那
美
命
言
ひ
し
く
、

「
愛
し
き
我
が
那
勢
の
命
、
如
此
震
ば
、
汝
の
留
の
人
革
、

一
頭
絞
り
殺
さ
む
」
と
い
ひ
き
。

hw

一
日
に
千

(
『
古
事
記
』
上
巻
)

五
日
の
平
旦
に
道
に
上
る
。
よ
り
て
、
出
司
の
次
官
巴
下
の
諾
僚
皆
共

に
視
送
る
。
時
に
、
射
水
の
郡
の
大
領
安
努
君
広
島
が
門
前
の
林
中
に

預
め
銭
棋
の
宴
を
設
く
。
こ
こ
に
、
大
帳
使
大
伴
信
網
家
持
、
内
蔵
伊

美
士
口
縄
麻
呂
の
霊
を
捧
ぐ
る
歌
に
和
ふ
る
一
首

行
く
我
れ
は

て玉
し枠
行 の
か
む活
(7) 1三

で
:V_ 

ち

君
が
事
跡
を

告
〈
ひ

(
『
前
向
葉
集
』
巻
第
二
十
・
四
二
五
二

先
の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
黄
泉
の
国
に
赴
い
た
イ
ザ
ナ
ギ
(
伊
叫
許
諾
尊
)

が
変
わ
り
果
て
た
イ
ザ
ナ
ミ
(
伊
弊
舟
尊
、
伊
邪
那
美
命
)
の
追
跡
か
ら
逃

が
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
し
て
絶
縁

を
宣
言
す
る
呪
言
と
し
て
、
「
コ
ト
ド
(
絶
妻
之
誠
君
、
事
戸
ご
と
い
う
誌
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
挙
げ
た
家
持
の
作
歌
に
見
え
る
「
事
跡
」

に
関
し
て
は
、
そ
の
語
の
解
釈
を
巡
っ
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
何
回
が
、

『
古
事
記
伝
』
や
『
高
葉
集
略
解
』
な
ど
は
、
こ
れ
も
前
二
例
と
同
様
に
絶

縁
の
意
を
あ
わ
ら
す
誌
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
限
り
に
於
い
て
は
、
「
コ
ト
ド
」
は
他
者
に
対
す
る

絶
縁
を
宣
告
す
る
呪
言
か
、
あ
る
い
は
離
別
に
際
し
て
発
す
る
こ
と
ば
の
謂

で
あ
る
も
の
と
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
の
語
が
か
よ
う
に
ネ

ガ
テ
イ
ヴ
な
意
を
有
す
る
も
の
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
祝
詞
を
掌
る
神
の
名
に

冠
す
る
諾
と
し
て
は
柳
か
不
適
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
に
関
し

て
折
口
は
、
ご
」
と
、
い
ふ
と
い
う
誌
は
、
よ
も
つ
ひ
ら
阪
の
条
で
は
、
絶
縁
の

誓
約
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
用
例
が
一
つ
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め

の
誤
解
で
あ
ろ
う
」

ωと
述
べ
て
い
る
が
、
以
後
何
の
裏
付
け
を
も
行
う
こ

と
な
く
誌
を
進
め
て
し
ま
っ
て
お
り
、
論
と
し
て
は
甚
だ
根
拠
に
乏
し
い
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

ω。

対
し
て
、
柳
田
閤
男
の
{
尖
弟
で
あ
る
言
語
学
者
の
松
岡
静
雄
は
こ
れ
を

「詰-一一一口(コ
s

コ
ト
)
」
、
す
な
わ
ち
神
に
対
し
て
請
う
こ
と
ば
と
し
て
の
祝

詞
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
説

の
根
拠
と
し
て
、
記
紀
に
現
れ
る
「
コ
ゴ
ト
」
の
名
を
も
っ
人
物
が
、
い
ず

れ
も
孝
昭
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
天
足
彦
国
抑
人
命
の
末
商
と
し
て
、
春
日
氏

の
司
祭
の
家
柄
の
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
先
の
折
司
説
よ

り
も
信
恕
に
足
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
に

一
言
し
た
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
と
そ
の
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ヤ
、
ネ
、
さ
ら
に
は
そ

の
子
孫
た
ち
が
担
っ
て
い
た
役
割
と
も
併
せ
て
考
え
る
に
、
「
コ
ゴ
ト
」
が

Z
一
口
」
と
何
か
し
ら
の
繋
が
り
を
有
す
る
誌
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
実
な
も

の
と
見
て
よ
い
。
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さ
ら
に
、
コ
ゴ
ト
の
下
に
続
く
「
ム
ス
ヒ
(
産
霊
)
」
と
い
う
一
誌
に
も
自

を
向
け
た
い
。
こ
の
誌
の
構
成
は
「
ム
ス
ー
ヒ
」
で
あ
り
、
「
ム
ス
」
は
生

産
・
生
成
の
意
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、
「
ヒ
」
は
日
に
通
ず
る
誌
で
あ
る
と

い
わ
れ
、
我
が
国
で
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
た
霊
格
の
ひ
と
つ

ω
で
あ
る
。

か
よ
う
な
語
の
な
り
た
ち
ゆ
え
に
、
ム
ス
と
に
は
「
産
一
官
邸
」
の
宇
が
あ
て
ら

れ
、
生
成
の
霊
威
を
指
す
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
の
語
義
を
踏
ま
え
る
に
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
と
は
「
コ
ゴ
ト
」
に
関
す
る

「
ム
ス
ヒ
」
の
神
、
す
な
わ
ち
こ
と
ば
に
係
る
生
成
を
掌
る
霊
威
と
い
う
意

を
そ
の
名
に
冠
し
た
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
か
る
名
に
負
う
意
を
も

っ
て
、
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
と
言
…
室
、
あ
る
い
は
そ
の
人
路
神
と
し
て
の
言
霊
神

と
を
同
一
視
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
と
」
と
「
タ
マ
」
と
が
同
一

の
霊
格
と
す
る
に
足
る
明
確
な
恨
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
聞
は
あ
く

ま
で
も
言
霊
の
出
現
以
前
の
時
代
に
於
け
る
言
語
神
の
一
柱
で
あ
っ
た
と

解
釈
し
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

二
、
こ
と
ば
を
領
く
神
々

i
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
i

続
い
て
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
い
う
神
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
神

は
、
記
紀
と
も
に
そ
の
名
が
現
れ
て
お
り
、
そ
の
初
出
が
い
ず
れ
も
雄
略
天

皇
の
葛
城
山
登
山
の
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
雲
系
諾
神
が
多
く
記
ら
れ
て

い
る
葛
城
山
に
所
縁
で
あ
る
と
し
て
出
雲
系
に
属
す
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
と
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
次
節
で
取
り
上
げ
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と

同
一
の
神
で
あ
る
と
す
る
説
も
見
え
る
が
、
卑
見
を
開
陳
す
る
に
、
こ
れ
ら

は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
一
柱
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
埋
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
}
}
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
い
う
名
の
出
典
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
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凶
年
の
春
二
月
に
、
天
皇
、
葛
城
山
に
'
出
猟
し
た
ま
ふ
。
忽
に
一
長
き
人

を
見
る
。
来
り
て
丹
谷
に
望
め
り
。
面
貌
容
儀
、
天
皇
に
相
似
れ
り
。

天
皇
、
是
神
な
り
と
知
し
め
せ
れ
ど
も
、
猶
故
に
問
ひ
て
日
は
く
、
「
何

処
の
公
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
一
長
き
入
、
対
へ
て
日
は
く
、
「
現
人
之
神

ぞ
。
先
づ
王
の
詳
を
称
れ
。
然
し
て
後
に
迫
田
は
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
天

皇
、
答
へ
て
日
は
く
、
「
朕
は
是
、
幼
武
尊
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
一
長

き
人
、
次
に
称
り
て
日
は
く
、
「
僕
は
走
、
一
事
主
神
な
り
」
と
の
た

-一、

3

0

0

4

ヰ
d

r

d

Q

(
『
日
本
書
紀
』
雄
略
紀
四
年
二
月
)

罷
に
天
皇
望
け
ま
し
て
、
問
は
し
め
て
臼
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
政
の
倭

図
に
、
吾
を
除
き
て
亦
王
は
無
き
を
、
今
誰
し
の
人
ぞ
如
此
て
行
く
。
」

と
の
り
た
ま
へ
ば
、
即
ち
答
へ
て
日
す
欣
も
亦
天
皇
の
命
の
如
く
な
り

き
。
是
に
天
皇
大
く
念
り
て
矢
刺
し
た
ま
ひ
、
百
官
の
人
等
悉
に
矢
刺

し
き
。
請
に
其
の
人
等
も
亦
皆
矢
料
し
き
。
故
、
天
皇
亦
間
ひ
て
日
り

た
ま
ひ
し
く
、
「
然
ら
ば
其
の
名
を
告
れ
。
帝
に
各
名
を
告
り
て
、
矢

持
た
む
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
に
答
へ
て
日
し
け
ら
く
、
「
五
口
先
に



間
は
え
き
。
故
、
五
口
先
に
名
告
り
を
矯
む
。
五
口
は
惑
事
も
一
一
一
一
一
回
、
善
事

も
一
一
一
言
、
ニ
一
一
口
ひ
離
つ
紳
、
葛
城
の
一
言
主
大
紳
ぞ
」
と
ま
を
し
き
。
天

皇
是
に
憧
畏
み
て
白
し
た
ま
ひ
し
く
、
「
恐
し
、
我
が
大
一
料
、
宇
都
志

意
美
有
ら
む
と
は
、
資
ら
、
ざ
り
き
。
」
と
白
し
て
、
大
御
万
及
弓
矢
を

始
め
て
、
百
官
の
人
等
の
服
せ
る
衣
服
を
脱
が
し
め
て
、
奔
み
て
献
り

た
ま
ひ
き
。

ω

(
『
古
事
記
』
下
巻
雄
略
天
皇
)

ど
ち
ら
の
場
合
も
、
雄
略
天
皇
が
自
ら
の
一
行
と
全
く
同
じ
姿
形
を
し
た

一
団
と
迩
遁
し
、
相
手
に
そ
の
名
を
訊
ね
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
な
ぞ
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
於
い
て
交
わ
さ
れ
る
天
皇
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
の
遣
り
取

り
の
内
容
に
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

名
を
問
う
雄
略
天
皇
に
対
す
る
と
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
応
答
で
あ
る
が
、
『
日
本

書
紀
』
で
は
「
僕
は
是
、
一
事
主
神
な
り
ー
一
と
、
簡
潔
に
名
乗
る
の
み
に
止

ま
る
一
方
で
、
『
古
事
記
』
で
は
そ
の
名
の
由
来
も
含
め
て
名
乗
り
を
上
げ

て
い
る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
引
用
部
以
降
に
雄
略
天
皇
と
ヒ
ト

コ
ト
ヌ
シ
と
が
と
も
に
狩
り
に
興
じ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

ω
の
に
対

し
て
、
『
古
事
記
』
で
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
正
体
を
知
っ
た
雄
略
天
皇
が
、

武
器
を
は
じ
め
と
し
て
家
庄
の
衣
服
に
至
る
ま
で
一
切
を
差
し
出
し
、
平
伏

の
姿
勢
を
示
す
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
古
事
記
』
に
描

か
れ
て
い
る
互
い
へ
の
「
矢
刺
し
へ
す
な
わ
ち
威
嚇
行
為
が
『
日
本
書
紀
』

に
は
存
在
し
な
い
こ
と
や
、
各
々
の
名
乗
り
の
順
序
が
逆
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

同
じ
逸
話
を
諮
っ
て
い
る
は
ず
の
両
警
の
記
述
に
は
幾
つ
も
の
差
異
が
存

在
し
て
い
る
。
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
描
写
を
巡
る
一
記
紀
に
於
け
る
祁
違
は
、
一

体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
よ
う
な
描
写
上
の
差
異
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
両
書
が
銘
々
に
有
し

て
い
る
姿
勢
、
別
言
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
て
そ
の
編
纂
を
企
図
せ
し
め
た
と

こ
ろ
の
目
的
意
識
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
一
ニ
品
彰
英
が
、

次
に
「
書
紀
」
一
的
伝
の
神
話
に
は
多
く
の
具
伝
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
と
く
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
書
紀
」

の
編
纂
態
度
を
示
す
も
の
で
、
史
料
と
し
て
古
伝
承
を
尊
重
す
る
歴
史

学
的
立
場
を
と
り
、
と
き
に
は
十
個
以
上
の
異
伝
を
列
記
し
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
「
書
紀
」
撰
述
当
時
の
政
治
的
現
実
と
は
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
も
の
、
と
き
に
は
不
都
合
な
も
の
ま
で
を
提
出
し
て
い
る
。
こ

の
点
「
書
紀
」
撰
者
が
現
実
的
関
心
の
み
に
捉
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
、
従
っ
て
古
伝
を
そ
の
ま
ま
に
収
録
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
た
こ
と

を
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
川

と
指
摘
す
る
如
く
、
『
日
本
書
紀
』
は
ご
蓄
に
臼
く
」
と
し
て
、
一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
幾
つ
か
の
間
共
伝
を
併
録
す
る
形
式
を
採
っ
て
お
り
、

『
古
事
記
』
に
比
し
て
客
観
的
な
立
場
か
ら
古
伝
承
を
描
写
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
窺
え
る
。
ゆ
え
に
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
名
乗
り
を
挙
げ
る
件
の
よ
う

に
、
『
日
本
書
紀
』
は
能
う
限
り
「
現
実
的
関
心
」
を
捨
象
す
る
か
た
ち
で
、
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対
し
て
『
古
事
記
』
は
よ
り
持
情
的
な
表
現
で
も
っ
て
、
同
一
の
場
面
に
つ

い
て
各
々
違
っ
た
記
述
を
残
し
て
い
る
と
い
う
見
立
て
も
、
大
い
に
是
認
せ

ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
如
上
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
記
紀
編
纂
に
際
し
て
の
当
時
の
政
治
的
意
留
が
大
き
く
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

記
紀
神
話
が
、
当
時
の
支
配
体
制
の
政
治
的
権
威
を
正
当
化
せ
ん
が
た
め

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
!
と
し
て
の
側
揺
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
津
田
左

右
吉
を
は
じ
め
、
既
に
先
学
の
多
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
上

山
春
平
が
、

司
古
事
記
』
は
律
令
制
の
確
立
に
よ
っ
て
没
落
を
強
い
ら
れ
る
出
豪
族

た
ち
に
た
い
す
る
慰
め
の
書
で
あ
り
、
十
日
き
良
き
時
代
を
な
つ
か
し
む

懐
古
的
ム

l
ド
を
た
た
え
た
神
祭
り
用
の
歴
史
で
あ
る
の
に
た
い
し

て
、
『
日
本
書
紀
』
の
方
は
、
新
し
い
体
制
の
正
当
化
を
も
く
ろ
む
現

実
政
治
用
の
歴
史
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
患
う
。
出

と
分
析
す
る
如
く
に
、
『
古
事
記
』
は
出
雲
系
の
神
話
や
神
々
に
つ
い
て
記

述
す
る
際
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
偉
大
さ
を
強
調
す
る
形
式
を
採
り
、
こ
れ

に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
は
淡
白
な
描
写
に
終
始
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

市
し
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
先
に
挙
げ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
件
を
思
い

返
せ
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
し
複
数
の
相
違
は
、
偏
に
雄
略
天
皇
が
「
自
身
に

似
た
も
の
」
に
遭
遇
し
た
時
点
で
、
そ
の
正
体
を
看
破
し
て
い
る
か
否
か
と

い
う
点
に
帰
趨
し
て
い
る
も
の
と
推
断
せ
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
雄
略
天
皇
は
「
長
き
人
」
を
目
撃
し

た
際
に
、
「
是
神
な
り
と
知
し
め
せ
れ
ど
も
、
猶
故
に
問
」
う
た
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
雄
略
天
皇
は
出
会
っ
た
時
点
で
既
に
、
「
長
き
人
」
の
正
体
が

神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
古
事
記
』
の
雄
略
天
皇
は
自
ら
と
相
似
た
一
回
に
激
し
い
怒
り
を
鋲
わ
に

し
て
こ
れ
を
威
嚇
し
、
名
乗
り
合
い
に
よ
っ
て
初
め
て
棺
手
の
素
性
を
知
る

や
、
一
転
し
て
帰
傾
の
姿
勢
を
見
せ
る
。
「
宇
都
志
意
美
有
ら
む
と
は
、
党

ら
ざ
り
き
」
と
い
う
雄
略
天
皇
の
こ
と
ば
は
、
相
手
が
神
の
「
宇
都
志
意
美
」

i
l
l
こ
れ
は
葦
原
中
つ
国
に
於
け
る
こ
の
神
の
「
現
し
御
身
」
と
い
う
意
で

あ
ろ
う
ー
ー
で
あ
る
こ
と
に
患
い
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
の
告
白
で

あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
相
手
の
正
体
を
阜
々
に
察
知

し
た
賢
市
と
し
て
の
雄
略
天
皇
と
、
「
惑
の
倭
箆
に
、
吾
を
除
き
て
亦
王
は

無
き
」
と
い
い
、
怒
り
に
任
せ
て
矢
を
番
え
る
浅
慮
な
雄
略
天
皇
と
が
描
き

分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

市
し
て
、
か
か
る
両
者
の
初
動
の
差
異
こ
そ
が
、
以
降
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

と
の
エ
ピ
ソ

i
ド
に
於
け
る
方
向
性
を
決
定
付
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
紀
の
賢
帝
雄
略
は
終
に
こ
の
神
と
交
誌
を
結
び
、
互
い
に
獲
物
へ
の
射

掛
け
を
譲
り
合
い
な
が
ら
、
轡
を
並
べ
て
狩
り
に
興
ず
る
。
か
た
や
記
の
雄

略
天
皇
は
と
い
え
ば
、
そ
の
瀬
末
は
先
に
見
た
如
く
に
、
実
に
慰
然
た
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
看
取
せ
ら
れ
る
の
は
、
「
現
人
之
神
」
で
あ

る
と
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
文
字
通
り
「
馳
鰐
」
す
る
に
足
る
対
等
な
存
在
と
し
て
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あ
る
紀
の
雄
略
と
、
相
手
の
正
体
に
傑
き
一
切
を
差
し
出
す
媛
小
な
存
在
と

し
て
の
記
の
雄
略
と
い
う
明
確
な
対
照
関
係
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

記
紀
が
?
」
の
説
話
を
通
し
て
何
者
を
讃
え
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い

う
点
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

雨
量
百
に
於
け
る
讃
美
の
指
向
が
何
処
に
伸
ば
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
こ
に
到

っ
て
も
は
や
、
綾
々
た
る
弁
を
用
い
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
す
な
わ
ち
前
者
は

雄
略
天
皇
を
、
後
者
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
、
こ
の
場
に
於
け
る
相
対
的
優
者

と
し
て
描
き
出
す
意
図
を
、
件
の
差
異
の
う
え
に
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

今
し
仮
に
、
か
か
る
『
古
事
記
』
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
讃
美
の
描
写
も
ま
た
、

上
山
の
い
う
「
没
落
を
強
い
ら
れ
る
悶
豪
族
た
ち
に
た
い
す
る
慰
め
」
の
如

き
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
出
雲
系
の
神
と
さ
れ

る
と
ト
コ
ト
ヌ
シ
に
つ
い
て
語
る
挿
話
と
し
て
蓋
し
自
然
な
構
成
を
為
し

て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
豊
田
国
夫
も
、
欝
屈
し

た
出
雲
人
の
宗
教
的
反
抗
が
そ
の
桜
紙
に
存
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
的
。

市
し
て
、
仮
に
右
の
如
く
あ
っ
た
な
ら
ば
、
本
節
目
白
頭
で
触
れ
た
と
ト
コ

ト
ヌ
シ
と
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
同
一
紳
説
は
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
詳
し
く
は
次
節
に
譲
る
が
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
出
雲
の
由
主
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
の
子
で
あ
り
、
一
冗
々
は
出
雲
系
で
は
あ
る
も
の
の
、
高
天
原
の
使

者
で
あ
る
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
国
譲
り
を
迫
っ
た
際
に
、
こ
れ
を
応
諾
す
べ
き

で
あ
る
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
進
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
譲
り
の
後
は
天
皇
一

を
護
衛
す
る
神
と
な
り
、
『
延
喜
式
』
に
於
い
て
は
「
神
祇
宮
八
神
」
、
す
な

わ
ら
皇
室
の
氏
神
と
し
て
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
そ
の
出
J

討
を
見
れ
ば
出
雲
系
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
皇

室
由
縁
の
神
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
仮
説
に
従
え
ば
、

こ
う
し
た
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
性
質
は
、
出
雲
系
氏
族
の
一
反
抗
意
識
の
仮
託
と

し
て
の
存
在
と
い
う
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
そ
れ
と
は
合
致
せ
ぬ
も
の
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ヒ
ト
コ

ト
ヌ
シ
と
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
二
柱
の
神
と
解
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
今
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
『
古
事
記
』
に
於
い
て
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

が
述
べ
て
い
る
「
五
口
は
悪
事
と
い
う
と
も
よ
く
一
言
、
善
事
と
い
う
と
も
よ

く
一
言
、
一
一
一
一
口
ひ
離
つ
科
、
二
一
一
口
主
之
大
神
ぞ
」
と
い
う
名
乗
り
の
中
に
見
え

る
、
「
言
ひ
離
つ
神
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
文
で
は
、
「
一
言
隣
神
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
コ
ト
サ
カ
ノ
カ
ミ
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
コ

ト
サ
カ
」
は
、
「
事
解
」
や
「
一
一
一
一
口
解
」
と
も
書
き
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
物
事

を
解
決
す
る
詣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
出
。
し
か
ら
ば
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は

実
に
、
悪
事
も
善
事
も
一
言
の
う
ら
に
解
決
す
る
神
と
い
う
性
質
を
、
そ
の

名
に
冠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
物
事

の
吉
凶
が
こ
の
神
の
一
言
で
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ

と
に
鑑
み
て
も
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
言
語
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
念
を

差
し
挟
む
余
地
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
前
掲
し
た
一
記
紀
引
用
部
の
神
名
を
見

れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
一
日
は
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
名
を
、
「
一

(
『
日
本
書
紀
』
)
」
、
ご
言
主
(
『
古
事
記
』
)
」
と
表
記
し
て
お
り
、
こ
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と
ば
の
力
が
事
象
を
顕
現
せ
し
め
る
と
す
る
「
言
の
事
化
」
と
い
う
観
念
に

基
づ
く
「
コ
ト
」
用
字
の
混
用
i
l
iあ
る
い
は
通
用
と
い
う
べ
き
か
i
i
lが

生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
は
言
語
に
対
す
る
強
い
信
服
の
も
と

に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
た
神
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

、
こ
と
ば
を
領
く
神
々
(

ー
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
!

次
に
見
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
葦
原
中
国
の
支
配
者
で
あ
っ
た
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
の
子
で
あ
り
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
国
譲
り
を
迫
っ
た

際
に
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
の
判
断
を
下
し
た
紳
で
あ
る
。
名
の
「
コ
ト
シ

ロ
」
は
、
恐
ら
く
「
コ
ト
(
事
乃
至
は
言
)

t

シ
リ
(
知
る
)
」
の
転
じ
た

も
の

ω
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
知
る
」
と
い
う
誌
は
、
「
領
る
(
シ
ル
ご

と
同
源
で
あ
り
、
対
象
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
支
配
す
る
と
い
う
意
を
内
包

す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
は
、
「
コ
ト
」

l
!こ

れ
は
す
な
わ
ち
言
辞
で
も
あ
り
且
つ
ま
た
事
象
で
も
あ
る
だ
ろ
う

l
iに

纏
わ
る
範
礁
を
領
有
支
配
す
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
出
典
と
し
て
は
、
司
古
事
記
』
に
、

爾
に
答
へ
白
し
し
く
、
「
僕
は
得
白
さ
じ
。
我
が
子
、
八
重
ニ
一
一
口
代
主
一
料
、

是
れ
白
す
べ
し
。
然
る
に
鳥
の
遊
局
、
魚
取
り
に
、
御
大
の
前
に
往
き

て
、
未
だ
還
り
来
ず
。
」
と
ま
を
し
き
。
故
一
樹
に
天
鳥
船
紳
を
遣
は
し

て
、
八
重
事
代
主
一
利
を
徴
し
来
て
、
問
ひ
賜
ひ
し
時
に
、
其
の
父
の
大

一
料
に
諮
り
て
一
一
一
一
口
ひ
し
く
、
「
恐
し
。
此
の
図
は
、
天
つ
一
料
の
御
子
に
立

奉
ら
む
。
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
其
の
船
を
一
路
み
傾
け
て
、
天
の
逆
手
を

青
柴
垣
に
打
ち
成
し
て
、
隠
り
き
。

ω
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(
『
古
事
記
』
上
巻
)

と
あ
る
。
こ
の
件
に
於
い
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
「
僕
は
得
臼
さ
じ
。
我
が

子
、
八
重
二
一
一
口
代
主
一
料
、
是
れ
白
す
べ
し
」
と
い
い
、
思
を
譲
る
か
一
台
か
と
い

う
重
大
な
決
断
を
主
神
た
る
自
ら
の
口
か
ら
語
ら
ず
、
子
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

に
委
ね
る
旨
を
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
か
な

り
の
権
能
を
認
め
ら
れ
た
神
絡
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
に
際
し

て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
闘
を
譲
る
べ
し
と
の
進
言
を
為
し
、

結
果
的
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
そ
の
意
に
沿
う
決
断
を
下
し
た
こ
と
や
、
そ
の

折
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
導
き
手
に
掠
え
れ
ば
、
葦
原
中
国
の
神
々
は
こ
れ
に

恭
順
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
印
こ
と
も
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
発
言
、
延

い
て
は
そ
の
意
思
決
定
に
高
い
威
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
裏
打
ち
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
節
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
同
様
に
し
て
、
神
名
に

於
け
る
「
コ
ト
」
表
記
の
混
用
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
点
も
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
も
、
そ
の
初
出
は
『
古
事
記
』
と
同
じ
く
、
ォ

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
閣
議
り
神
話
の
件
に
於
い
て
で
あ
る
。

時
に
、
大
己
責
神
対
へ
て
日
さ
く
、
「
当
に
我
が
子
に
問
ひ
て
、
然
し



て
後
に
報
さ
む
」
と
ま
う
す
。
走
の
時
に
、
其
の
子
事
代
、
王
J

州
、
遊
行

き
て
出
雲
間
の
三
稽
{
三
穂
、
此
を
ば
美
保
と
云
ふ
。
}
の
時
に
在
す
。

釣
魚
す
る
を
以
て
楽
と
す
。
或
い
は
臼
は
く
、
遊
鳥
す
る
を
楽
と
す
と

い
ふ
。
故
、
熊
野
の
諸
手
船
{
亦
の
名
は
天
鵠
船
。
}
を
以
て
、
使
者

一
脳
出
向
腔
を
載
せ
て
遣
り
つ
。
市
し
て
高
皇
産
笹
山
の
勅
を
事
代
主
神
に
致

し
、
且
は
報
さ
む
辞
を
問
ふ
。
時
に
事
代
主
神
、
使
者
に
諮
り
て
日
は

く
、
「
今
天
J

伸
、
此
の
借
間
ひ
た
ま
ふ
勅
有
り
。
我
が
父
、
避
り
奉
る

べ
し
。
五
口
十
件
、
違
ひ
ま
つ
ら
じ
」
と
い
ふ
。
図
り
て
海
中
に
、
八
重
蒼

柴
{
柴
、
此
を
ば
府
璽
と
云
ふ
。
}
織
を
造
り
て
、
船
世
{
船
担
、
此

を
ば
浮
那
能
倍
と
云
ふ
。
〕
を

J

踏
み
て
避
り
ぬ
。

ω

(
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
)

対
八
て
日
さ
く
、
「
吾
が
出
入
事
代
、
王
、
射
鳥
'
滋
遊
し
て
、
一
二
津
の
崎
に

夜
り
。
今
当
に
間
ひ
て
報
さ
む
」
と
ま
う
す
。
乃
ち
使
人
を
遣
し
て
訪

ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
天
神
の
求
ひ
た
ま
ふ
所
を
、
何
ぞ
奉
ら
ざ
ら

む
や
」
と
ま
う
す
。
故
、
大
己
責
神
、
其
の
子
の
辞
を
以
て
、
二
柱
の

神
に
報
す
。

ω

(
問
、
第
一
の
一
書
)

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
表
現
に
於
い
て
多
少
の
川
共
同
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ

で
の
大
凡
の
筋
書
き
に
関
し
て
は
、
『
古
事
記
』
の
説
話
と
照
ら
す
に
さ
し

た
る
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
功
摂
政
前
紀
三
月
の
条
に

は
、
神
功
皇
后
が
ト
占
を
執
り
行
い
、
か
つ
て
仲
哀
天
皇
に
託
宣
を
下
し
た

神
の
名
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
天
事
代
虚
事
代
王
銭
入
彦
厳
之
事
代
神
有
り
」

と
い
う
回
答
を
得
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
閉
じ
く
天
武
紀
上
元
年
七

月
の
条
で
は
、
高
市
県
主
許
梅
な
る
人
物
が
神
溜
り
に
な
っ
た
際
に
、
「
五
口

は
、
高
市
社
に
居
る
、
名
は
事
代
主
神
な
り
。
」
と
名
乗
っ
た
う
え
で
、
幾

つ
も
の
託
宣
を
下
し
て
い
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
代
を
経

て
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
や
が
て
神
託
を
為
す
神
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
視
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
直
接
に
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の

神
は
高
葉
歌
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
高
葉
集
』
に
は
、

思
は
ぬ
を

ら
さ
む

者
向
悌
の
社
の

:tljl 
し
失n

思
ふ
と
ニ
一
一
同
は
ば

真
鳥
楼
む

(
『
市
内
葉
集
』
巻
第
十
二
・
一
三

O
O
)

と
い
う
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
を
思
っ

て
い
る
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
恐
ろ
し
い
鷲
の
住
む
喜
一
読
仰
の
杜
」
に
坐
す

神
が
罰
を
与
え
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
の
一
一
部
で
あ
る
。
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』

に
は
、
「
事
代
主
人
命
能
御
魂
f
、
宇
奈
提
出
問
坐
」
仰
と
あ
り
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ

は
「
宇
奈
提
(
現
在
の
奈
良
県
高
市
郡
の
雲
梯
神
社
ご
に
鎮
座
し
て
い
る

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
二
句
に
見
え
る
「
雲
梯
の
社
の
神
」
は
、
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こ
れ
す
な
わ
ち
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
指
し
て
の
請
で
あ
る
。
市
し
て
こ
の
こ
と

は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
こ
と
ば
の
真
偽
を
弁
別
す
る
神
と
い
う
側
面
を
も
見

出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
克
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

加
え
て
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
『
延
喜
式
』
に
於

い
て
、
神
の
託
宣
や
呪
言
を
掌
る
神
と
し
て
「
神
祇
官
八
神
」
の
一
柱
に
数

え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
記
紀
の
例
や
高
葉
歌
に
於
け
る
扱
い
と
も
併

せ
て
考
え
る
に
、
こ
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
も
ま
た
、
言
語
に
対
し
て
深
い
涜
係

を
有
す
る
神
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
は
な
か
ろ
う
。

結
さ
て
、
本
稿
で
は
、
市
内
葉
以
前
の
古
代
文
献
、
わ
け
で
も
『
古
事
記
』
な

ら
び
に
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
言
語
神
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
が
、
そ

の
過
程
に
於
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
三
柱
の
神
々
は
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
祝
詞
や
神
託
、
あ
る
い
は
真
偽
の
弁
別
と
い
っ
た
事
ど
も
を
管
掌
す
る
も

の
と
し
て
、
こ
と
ば
に
纏
わ
る
大
き
な
権
能
を
附
託
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
市
し
て
こ
の
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
古
代
人

が
こ
と
ば
に
佐
胎
す
る
一
室
威
を
確
信
し
、
立
つ
は
そ
れ
に
対
し
て
一
際
大
き

な
畏
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
照
示
し
て
い
よ
う
。

こ
れ
ら
古
代
文
献
に
見
え
る
言
語
神
と
言
霊
と
を
同
一
視
す
る
説
は
、
こ

れ
ま
で
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
し
た
主
張
の
殆
ど
は
、
言
霊
の
性
質
や
、
そ
の
概
念
成
立
の
時
期
な
ど
を

等
閑
に
附
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
単
に
言
語
と
関
連
を
有
し
て
い
る
と
い
う

そ
の
一
点
の
み
を
も
っ
て
、
両
者
を
半
ば
強
引
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
勿
論
、
言
語
神
の
存
在
と
二
一
一
日
一
室
と
が
全
く
無

関
係
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
勇
み
足
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら

を
即
座
に
、
あ
る
い
は
無
批
判
に
等
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
本

J

稿
で
は
以
下
二
つ
の
点
に
注
意
を
払
っ
た
上
で
、
言
語
神
と

言
霊
と
の
間
関
係
性
に
言
及
し
、
言
霊
が
概
念
と
し
て
そ
の
存
在
を
要
請
さ
れ

る
に
到
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
二
一
止
の
回
答
を
導
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
一
点
、
注
意
す
べ
き
は
、
一
吉
霊
と
い
う
語
が
誕
生
し
た
時
期
で
あ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
言
霊
が
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
名

称
を
附
与
さ
れ
、
概
念
と
し
て
そ
の
存
在
を
明
確
に
開
削
し
た
の
は
『
高
葉
集
』

に
於
い
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
成
立
自
体
も
高
菜
の
時
代
を
大
き

く
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
幾
つ
か
の
先
行
研
究

に
目
を
通
し
て
み
る
と
、
記
紀
に
見
え
る
言
語
神
は
ニ
一
一
口
霊
を
神
と
し
て
描
い

た
も
の
で
あ
る
と
か
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
言
霊
の
働
き
の
実
権
者
で
あ
る
と

い
っ
た
説
が
見
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
記
紀
神
話

の
神
々
が
成
立
し
た
の
は
、
高
葉
の
時
代
よ
り
も
前
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

時
系
列
的
に
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
言
語
神
た
ち
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
漸

次
そ
の
か
た
ち
を
変
え
、
最
終
的
に
は
言
一
由
主
と
し
て
認
a

識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
な
ら
ば
兎
も
角
と
し
て
、
号
一
口
霊
を
神
と
し
て
描
い
た

も
の
が
記
紀
の
言
語
神
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
言
霊
の
実
権
者
で



あ
っ
た
と
か
い
う
仮
説
は
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
同

じ
く
冒
頭
部
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
言
語
に
霊
威
が
宿
る
と
い
う
認

識
自
体
が
こ
の
時
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
、
な
ど
と
い
う
主
張
を
為
す
こ
と

を
本
稿
は
華
麓
ほ
ど
も
企
図
し
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
か
る
-
認
識

を
抜
き
に
し
て
、
ニ
一
缶
詰
神
と
い
う
観
念
が
人
々
の
開
に
惹
起
せ
ら
れ
る
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
点
で
の
一
一
一
缶
詰
の
権
能
に

対
す
る
人
々
の
認
識
と
、
後
に
古
代
人
が
一
士
一
口
霊
に
対
し
て
見
出
し
た
言
語
的

権
能
と
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
同
一
で
は
な
い
。
こ
の
事
実
を
閑
却
し
て
、
安

易
に
言
語
神
と
一
一
言
一
室
と
を
等
号
で
結
ぶ
が
如
き
言
説
に
は
、
疑
念
を
投
ぜ
ざ

る
を
得
な
い
。

次
い
で
こ
点
目
は
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
言
語
神
た
ち
の
い
ず
れ
も
が
、

人
格
を
有
し
た
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
記
紀

に
登
場
す
る
諾
神
の
名
を
見
れ
ば
、
そ
の
多
く
が
プ
カ
ミ
」
や
ア
ミ
コ

ト
」
と
い
う
接
尾
辞
を
取
り
除
い
て
も
、
そ
の
語
尾
に
霊
格
を
表
す
語
が
附

与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
観
察
せ
ら
れ
る
。
霊
格
を
表
す
語
と
し
て
は
、

先
に
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
の
「
ヒ
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
こ
の
他
に
も
そ
う

い
っ
た
語
は
存
在
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
チ
」
や
「
ミ
」
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
チ
」
は
、
「
イ
カ
ヅ
チ
」
や
「
カ
グ
ッ
チ
」
、
「
オ
ロ
チ
」
な
ど
の
語
に
用

い
ら
れ
て
い
る
し
、
「
ミ
」
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に
、
「
又
、
生
め
り

し
海
神
等
を
、
少
量
命
(
わ
た
っ
み
)
と
号
す
。
山
神
等
を
山
祇
(
や
ま
つ

み
)
と
号
す
。
」
伽
と
い
う
件
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ワ
タ
ツ
ミ
」

は
す
な
わ
ち
「
海
つ
i

ミ
」
で
あ
り
、
一
同
様
に
し
て
「
ヤ
マ
ツ
ミ
」
は
「
山

つ
t

ミ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
、
「
ヒ
」
や
「
チ
ヘ
あ
る
い
は
「
ミ
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
日

本
に
太
古
よ
り
存
在
し
て
い
た
原
初
的
な
霊
格
で
あ
り
、
記
紀
が
編
纂
さ
れ

る
に
あ
た
っ
て
了
カ
ミ
」
や
ア
ミ
コ
ト
」
と
い
っ
た
接
尾
辞
と
と
も
に

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
人
格
を
与
え
ら
れ
、
神
と
し
て
そ
の
存
在
を
措
定
せ
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

市
し
て
、
コ
ト
ダ
マ
の
「
タ
マ
」
も
ま
た
、
か
よ
う
な
原
初
的
霊
格
の
う

ち
の
一
つ
で
あ
る
が
、
傾
注
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
霊
格
自
体
は
、
元
来
人

格
を
有
す
る
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
別
言
す
れ
ば
、
霊
格
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
指
し
て
い

る
霊
威
、
霊
力
そ
の
も
の
の
謂
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
は
神
話
に
登
場
す
る
よ

う
な
人
格
神
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
う
し
た
霊
格
が
や
が
て
そ
こ
に
プ
カ
ミ
」
や
ア
ミ
コ
ト
」
と
い

っ
た
詩
を
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
力
や
性
質
を
骨
子
と
す
る
人

格
神
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
流
れ
は
首
肯
せ
ら
れ
る
と

し
て
も
、
そ
の
逆

i
l人
格
神
の
名
よ
り
霊
格
を
抽
出
し
概
念
成
立
せ
し
め

る
と
い
う
工
程
1
1
1
を
想
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
れ
ら
は
そ
の
名
称
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
霊
格
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
ヒ
の
霊
協
を
基
調
と
す
る
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
と
、
タ

マ
の
霊
格
と
し
て
の
コ
ト
ダ
マ
と
は
、
言
語
に
纏
わ
る
と
い
う
共
通
点
こ
そ

あ
れ
、
各
々
の
成
立
起
源
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
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か
る
観
点
よ
り
見
て
も
、
記
紀
の
言
語
神
た
ち
が
一
一
呂
霊
と
同
一
で
あ
る
と
捉

え
る
の
は
籾
か
無
理
が
あ
ろ
う
。
松
岡
静
雄
が
一
一
一
一
日
霊
に
つ
い
て
、

字
の
如
く
言
語
の
霊
を
い
ひ
、
天
間
ん
屋
根
の
命
と
称
せ
ら
れ
る
コ
ゴ
ト

ム
ス
ビ
の
神
の
如
き
も
其
の
一
柱
で
あ
る
が
、
コ
ト
ダ
マ
と
い
ふ
形
に

於
い
て
は
、
必
し
も
ど
の
神
と
指
定
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
凶

と
分
析
を
下
し
て
い
る
如
く
に
、
殊
に
ニ
一
一
口
霊
を
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
概
念

存
在
と
し
て
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
の
言
語
神
と
結
び
付
け
る
こ
と
な

く
、
あ
く
ま
で
も
一
定
の
連
関
、
も
し
く
は
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
範

囲
に
留
め
置
い
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

で
は
、
記
紀
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
か
よ
う
な
言
語
神
た
ち
の
領
く
範
隔

で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
と
ば
に
対
し
て
、
ニ
一
一
口
霊
が
そ
の
存
在
を
要
諾
さ
れ
る
に

到
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
以
下
の
如
く
に
あ
る
。

日
本
に
は
、
古
来
「
ヒ
」
や
「
チ
」
、
「
ミ
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
幾
つ

か
の
原
初
的
な
霊
格
が
そ
の
存
在
を
観
念
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
霊
格
は
、

記
紀
が
編
纂
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
が
有
し
て
い
た
霊
威
を

引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
神
誌
を
演
じ
る
人
格
神
と
し
て
の

役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
特
に
一
一
一
缶
詰
に
関
す
る
権
能
を

附
与
さ
れ
た
も
の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
言
語
神
た
ち
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
時
期
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
や
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
「
コ
ト
」

表
記
に
「
事
l

二
一
一
同
」
の
混
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
事
」
と
「
号
一
口
」

と
の
相
即
性
が
大
い
に
観
念
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
言
の
事
化
」
を
担
う
の
は
当
然
に
し
て
彼
ら
言
語
神
で
あ
り
、
ゆ
え

に
そ
の
力
は
た
と
え
ば
、
「
一
思
事
も
善
事
も
士
一
一
一
口
の
う
ち
に
一
言
い
離
つ
」
と

い
っ
た
強
大
且
つ
直
接
的
な
も
の
と
し
て
、
神
話
の
中
に
描
述
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
時
代
が
下
り
、
人
々
の
間
で
件
の
相
部
性
に
対
す
る
信
慾
の

念
が
揺
ら
ぐ
に
つ
れ
て
、
言
語
神
が
持
つ
力
に
対
し
て
も
次
第
に
疑
問
符
が

附
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
ば
、
そ
の
時
代
の

人
々
に
と
っ
て
、
「
言
の
事
化
」
の
主
役
は
も
は
や
言
語
神
た
ち
で
は
あ
り

え
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
事
ー
一
一
=
口
」
の
相
郎
に
対
す
る
不
審
は
、

そ
の
他
の
領
域
を
掌
る
神
々
に
対
す
る
信
仰
を
も
揺
る
が
せ
に
す
る
も
の

と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
既
に
し
て
疑
義
の
対
象
へ
と
溶
伍
せ

し
「
一
言
語
神
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
ワ
に
新
た
な
一
柱
を
加
え
る
よ
り
も
、
降
雨

を
望
一
む
際
に
は
天
を
掌
る
神
に
、
あ
る
い
は
ま
た
航
海
の
安
寧
を
願
う
際
に

は
海
の
神
に
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
を
管
掌
す
る
神
に
対
け

て
、
各
個
に
願
望
を
聞
き
届
け
て
も
ら
う
方
が
有
効
だ
と
考
え
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
よ
う
な
諸
般
の
訴
求
を
為
す
に
あ
た
り
、

人
は
も
は
や
直
接
的
に
神
々
に
働
き
掛
け
る
術
を
有
し
て
は
い
な
い
。
一
記
紀

の
構
造
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
恰
も
神
代
か
ら
人
代
へ
と
彼
ら
の
歴

史
認
識
は
移
行
し
、
今
や
神
と
人
と
の
間
に
は
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
当
然
に
し
て
、
そ
こ
に
は
神
々
と
人
と
の
差
を
補
填
す
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る
媒
介
存
在
が
不
可
欠
と
な
る
だ
ろ
う
。
市
し
て
、
か
よ
う
な
状
況
の
も
と

に
、
従
来
の
言
語
神
に
代
わ
る
新
た
な
こ
と
ば
の
一
室
威
の
担
い
手
と
し
て
、

且
つ
ま
た
、
神
と
人
と
の
間
の
仲
保
と
い
う
役
割
を
負
う
も
の
と
し
て
人
々

に
そ
の
存
在
を
嘱
望
さ
れ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
言
一
主
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

註ω
伊
藤
益
は
、
?
」
と
ば
と
時
間
』
(
大
和
書
一
尻
、
一
九
九

O
)
一
三
五
真
に
於

い
て
、
「
た
だ
し
、
語
の
非
在
は
、
そ
の
誌
に
よ
っ
て
説
明
づ
け
ら
れ
る
意

識
の
非
在
を
確
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
い
い
、
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う

概
念
が
確
立
す
る
以
前
に
、
ニ
一
一
日
誌
に
何
ら
か
の
権
能
を
認
め
る
意
識
が
古
代

日
本
人
の
間
に
存
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ω
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
普
校
在
『
日
本
書
紀
(
一
)
』

岩
波
書
匹
、
一
九
九
四
、
八
四
真
。

ω
こ
の
「
中
毘
」
と
い
う
氏
の
名
義
は
、
神
と
人
と
を
仲
介
す
る
亙
槻
に
由
来

す
る
と
さ
れ
る
。
推
古
・
欽
明
朝
に
は
、
中
距
鎌
足
の
父
で
あ
る
弥
気
や
叔

父
の
鹿
子
が
前
事
奏
官
と
し
て
活
躍
す
る
な
ど
、
中
臣
氏
は
神
祇
官
と
し
て

神
事
・
祭
配
を
掌
る
家
柄
で
あ
っ
た
。

ω
折
口
信
夫
は
、
「
国
文
学
の
発
生
(
第
四
稿
)
」
(
折
口
信
夫
『
古
代
研
究
臨

i

国
文
学
の
発
生
』
所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
二

O
O三
)
一
三
二
頁
に
於
い

て
コ
ゴ
ト
ム
ス
ヒ
に
言
及
し
、
「
興
台
」
の
表
記
に
つ
い
て
こ
れ
を
「
こ
と
ジ
」

と
制
訓
ず
る
と
と
も
に
、
「
日
本
紀
・
姓
氏
緑
共
に
こ
L

と
と
訓
註
し
て
い
る

の
は
、
古
い
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
「
臨
〈
台
」
を
コ
ゴ
ト
と
訓
む
こ
と

に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
誌
に
つ

い
て
は
『
日
本
書
紀
』
以
前
に
出
来
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
そ

こ
に
於
い
て
「
興
台
産
一
車
、
此
を
ば
許
諾
等
武
須
雌
と
一
五
ふ
。
」
と
明
記
さ

れ
て
い
る
以
上
、
や
は
り
「
興
台
」
は
コ
ゴ
ト
と
訓
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω
前
掲
『
日
本
書
紀
(
一
)
』
、
四
四
頁
。

、‘，，，ハb〆
，
S
1

、

『
古
事
記
』
(
倉
野
憲
司
・
武
剖
祐
吉
校
注
『
日
本
古
典
文
皐
大
系
1

事
記
祝
詞
』
一
昨
収
、
岩
波
書
応
、
一
九
五
八
)
、
六
七
真
。

仰
伊
藤
侍
『
高
架
集
特
注
十
』
集
英
社
、
一
九
九
八
、
二
六
五
頁
。

ω
た
と
え
ば
、
伊
藤
障
は
、
四
二
五
一
に
見
え
る
「
事
跡
」
の
用
字
と
、
他
二

例
の
そ
れ
と
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
(
前
者
は
乙
類
、
後
者
は
と
も
に
問
中
類

の
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
)
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
絶
縁
の
意
と
取
る
こ
と

を
疑
問
視
し
て
い
る
(
伊
藤
間
前
掲
書
、
二
六
六
頁
)
。

ω
折
口
信
夫
前
掲
す
昔
、
一
四

O
頁。

、、，，Jω
お
そ
ら
く
折
口
は
、
「
コ
ト
ド
」
と
い
う
詰
を
「
コ
ト
」
の
畳
尾
語
と
し
て

J
'
g
t

、

解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
市
し
て
、
あ
る
語
が
部
分
畳
語
と
な
っ
た

場
合
に
、
同
笠
頭
・
同
月
比
尾
の
別
が
そ
の
語
意
に
対
し
て
顕
著
な
相
違
を
欝
す
と

は
考
え
が
た
い
た
め
、
こ
れ
が
仮
に
畳
語
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
コ
ゴ
ト

(
畳
頭
)
」
と
「
コ
ト
ド
(
畳
尾
)
」
と
の
間
に
意
味
上
の
差
異
は
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
興
ム
ロ
産
霊
」
を
「
コ
ト
ド
ム
ス
ヒ
」
と
す
る
折

口
の
説
に
も
一
定
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
註

ωに

於
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
「
興
台
」
の
訓
み
に
つ
い
て
は
『
日
本
喜
紀
』

古
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に
「
許
語
等
(
コ
ゴ
ト
)
」
で
あ
る
と
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ

る
以
上
は
、
折
口
の
解
釈
の
如
き
は
や
は
り
臆
説
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

日
「
ヒ
」
の
霊
格
を
冠
す
る
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
「
マ
ガ
ツ
ヒ
(
禍
津
田
ご

が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
ヒ
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
「
日
」
の
ほ
か
に
、
神

秘
力
を
表
す
「
秘
」
と
向
源
と
見
る
説
も
あ
る
。

ロ
坂
本
太
郎
・
家
、
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
普
校
注
『
日
本
書
紀
会
己
』

岩
波
書
居
、
一
九
九
四
、
三
田
頁
。

ω
前
掲
『
古
事
記
』
、
一
三
七
頁
。

山
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
雄
略
天
皇
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
が
互
い
に
名
乗
り
を

挙
げ
た
の
ち
に
、
「
遂
に
与
に
遊
間
を
盤
び
て
、
一
の
胞
を
駈
逐
ひ
て
、
箭

発
つ
こ
と
を
相
辞
り
て
、
轡
を
並
べ
て
馳
緋
」
(
前
掲
『
日
本
書
紀
(
三
)
』
、

三
四
貰
)
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

日
三
口
問
彰
英
「
記
紀
の
神
話
体
系
」
(
三
品
彰
英
『
一
ニ
品
彰
英
論
文
集

巻
』
一
的
収
、
平
凡
社
、
一
九
七

O
)
、
=
二
頁
。

第

日
上
山
春
平
コ
杭
・
神
々
の
体
系
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
、
一
三
頁
。

口
豊
田
国
夫
づ
一
一
一
ロ
霊
信
仰
』
八
幡
書
活
、
一
九
八
五
、
六
八
一
真
。

〆，.‘、刊
日
た
と
え
ば
、
松
閑
静
雄
は
「
コ
ト
サ
カ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
「
一
利
威
に

よ
っ
て
之
を
有
効
な
ら
し
め
る
と
い
ふ
信
仰
が
上
代
人
の
開
に
存
し
、
之
を

表
現
す
る
震
に
も
コ
ト
サ
カ
と
い
ふ
語
が
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
」
(
松

岡
静
雄
『
新
編
古
語
辞
典
』
刀
江
主
田
院
、
一
九
三
七
、
二
三

O
頁
)
と
分
析

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
壬
一
芸
此
が
笠
場
す
る
以
前
の
時
期
に
あ
っ
て

は
、
言
語
の
威
力
を
管
掌
し
、
そ
の
内
容
を
実
現
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
事
化

す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
や
は
り
一
一
一
一
口
語
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

、、，
J日

お
そ
ら
く
は
、
領
有
支
配
を
意
味
す
る
「
シ
ル
」
に
尊
敬
を
あ
ら
わ
す
「
ス
」

，，
ea--
、、

が
接
続
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
「
シ
ロ
ス
〕
と
い
う
語
が
そ
の
本
来
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
と
は
、
「
コ
ト
シ
ロ
ス
2

ヌ
シ
」
と
い
う
の

72 
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前が
掲そ
『の
古名
事義
記で
[当あ

ぐコ

ーた
=と

=vι 
「ど 勾
m 温

J 己え

ら
n 
る。

『
古
事
記
』
に
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
思
議
り
を
決
断
す
る
場
面
に
於
い
て
、

「
亦
僕
が
子
等
、
百
八
十
一
刊
は
、
部
ち
八
重
事
代
主
一
刷
、
一
料
の
御
尾
前
と
矯

り
て
仕
へ
奉
ら
ば
、
違
ふ
一
利
は
非
じ
。
」
と
述
べ
る
件
が
見
え
る
。
こ
の
役

目
が
縁
と
な
り
、
後
に
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
皇
室
由
縁
の
神
と
し
て
『
延
喜
式
』

に
名
を
連
ね
る
こ
と
と
な
る
。

m
前
掲
『
日
本
書
紀
(
こ
』
、
一
一
八
真
。

幻
問
、
二
ニ

O
頁。

何
日
『
出
掛
一
同
国
造
神
賀
詞
』
(
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
日
本
古
典
文
準
大

系
1
古
事
記
祝
詞
』
所
収
、
岩
波
書
居
、
一
九
五
八
)
、
四
五
由
頁
。

お
前
掲
『
日
本
書
紀
ご
)
』
、
四

O
頁
o

m
松
岡
静
雄
前
渇
冊
一
一
回
、
二
一
三
頁
。

ひ
ぐ
ち
・
た
つ
ろ
う

筑
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大
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