
世
界
像
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
、
史
料
に
即
し
て
み
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
地
上
の
こ
の
世
界
と
地
下
世
界
で
あ
る

｢

ね
の
く
に｣

に
比
べ
て
、

天
上
世
界
で
あ
る

｢

た
か
あ
ま
の
は
ら｣

は
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
曖
昧
で
あ
る

こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
た
。｢

た
か
あ
ま
の
は
ら｣

と
い
う
言
葉
は
多
出
す
る
が
、

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
実
際
の
祭
儀
を
そ
の
ま

ま
天
上
に
映
し
た
と
み
ら
れ
る
部
分
に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

天
上
世
界
が

｢
く
に｣

で
は
な
く

｢

は
ら｣

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
、
地
上
世
界

や
地
下
世
界
、
本
来
は
水
平
方
向
の
異
界
で
あ
っ
た
可
能
性
の
高
い

｢

よ
も
つ
く

に｣

、
さ
ら
に
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
も
う
一
つ
の
水
平
方
向
の
異
界

で
あ
る

｢

と
こ
よ
の
く
に｣
な
ど
と
は
、｢

た
か
ま
の
は
ら｣

が
異
質
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、｢

た
か
ま
の
は
ら｣

の
成
立
の
新
し

さ
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
江
戸
川
大
学
春
期
公
開
講
座
の
内
容
を
も
と
に
活
字
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

引
用
史
料
は
、『

日
本
書
紀』

は
古
典
大
系
本
を
、『

古
事
記』

と

『

律
令』
は
思
想
体

系
本
を
、『

延
喜
式』

は
国
史
大
系
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
を

適
宜
新
漢
字
に
換
え
、
動
詞
・
副
詞
は
か
な
標
記
に
変
更
す
る
な
ど
、
読
み
や
す
く
手
を

加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
た
本
稿
は
研
究
史
の
総
括
に
触
れ
ず
、
史
料
を
忠
実
に
読
み
解
く
こ
と
に
専
念
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
論
文
と
し
て
で
は
な
く
、
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。
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牟)

、
如
此

(

久)

気
吹
放

(

�
波)

、
根
国
底
之
国

(

尓)

坐
速
佐
須
良
比

�

(

は
や
さ
す
ら
ひ
め)

(

登)

云
神
、
持
佐
須
良
比

(

さ
す
ら
ひ)

失

(

�
牟)

。(

カ
ッ
コ
内
の
仮
名
は
原
割
注)

｢

罪｣
が
自
然
と
消
え
て
し
ま
う
と
自
動
詞
で
語
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
も
そ

も

｢

罪｣

が
消
え
る
と
い
う
発
想
も
、
現
代
に
ま
で
通
じ
る
日
本
的
な
倫
理
観
の

特
徴
が
表
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
は
触
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、｢

罪｣

の
消
え
る
場
所
と
し
て

｢
根
国
底
之
国｣

が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

そ
し
て
そ
れ
は

｢

罪｣

が
運
ば
れ
て
い
く
経
路
か
ら
し
て
、
海
中
な
い
し
は
海

底
の

｢

戸

(

と)｣

の
向
こ
う
側
に
あ
る
。
単
純
に
地
底
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、｢

大
祓
詞｣

に
は
ス
サ
ノ
ヲ
も
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
も
登
場
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。｢

天
津
罪｣

と

｢

国
津
罪｣
は
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
源
は
語
ら

れ
ず
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
の

｢

妣

(

は
は)｣

も

登
場
し
な
い
。

本
居
宣
長
は

｢

速
佐
須
良
比
�｣

と
ス
サ
ノ
ヲ
の
娘
の

｢
須
勢
理
毘
売｣

を
同

一
の
神
と
す
る
が
、
そ
れ
は
残
さ
れ
た
史
料
を
単
純
に
融
合
さ
せ
た
だ
け
に
過
ぎ

な
い
。
別
名
で
語
ら
れ
て
い
る
以
上
、
同
一
神
で
あ
る
と
い
う
論
証
が
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
両
神
は
別
の
神
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

｢

大
祓
詞｣

の
神
々
は
記
紀
と
は
異
な
る
独
自
性
の
強
い
神
々
で
あ
り
、

記
紀
で
は
用
い
ら
れ
な
い

｢

皇
親
神
漏
岐
神
漏
美
乃
命｣

や

｢

大
倭
日
高
見
之
国｣

と
い
う
呼
称
を
含
め
、
訓
読
と
解
釈
に
問
題
の
多
い
史
料
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
独
自
の

｢

ね
の
く
に｣

を
伝
え
る
史
料
な
の
で
あ
る
。

以
上
、｢

ね
の
く
に｣

に
か
か
わ
る
史
料
を
見
て
き
た
。

ま
ず
気
付
く
の
は
同
じ

｢

ね
の
く
に｣

で
あ
っ
て
も
、
微
妙
に
異
な
る
三
つ
の

類
型
に
分
け
ら
れ
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
同
じ

｢

ね
の
く
に｣

だ
か
ら
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
各
史
料
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
合
さ
せ
て

｢

ね
の
く
に｣

の

イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
き
た
。
歴
史
的
に
は
そ
の
方
向
に
向
か
う
の
だ
が
、
八
世

紀
の
初
頭
の
段
階
で
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
前
提
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
違
い
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
め
は
、『

日
本
書
紀』

を
中
心
に
み
ら
れ
る
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
結
び
つ
い

た

｢

ね
の
く
に｣

で
あ
る
。
そ
れ
は

｢

遠｣

い

｢

底｣

に
あ
る
国
で
あ
る
と
と
も

に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

｢

母｣

す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
特
徴
が

あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
を
介
し
て

｢

よ
も
つ
く
に｣

と
も
結
び
つ
く
。
ふ
た
つ
め
は
、

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
結
び
つ
い
た

｢

ね
の
く
に｣

で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
と
そ
の
娘
の

ス
セ
リ
ビ
メ
の
住
む
世
界
で
あ
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
母
は
出
て
こ
な
い
。
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
の
母
で
あ
る

｢

御
祖
神｣

や
、
こ
れ
も
女
神
と
考
え
ら
れ
る
カ
ミ
ム
ス
ヒ

が
登
場
す
る
の
も
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
は

｢

大
屋
毘
古
神｣

に
よ
っ

て

｢

木
俣

(

き
の
ま
た)｣

か
ら

｢

ね
の
く
に｣

へ
送
り
込
ま
れ
る
が
、
こ
の
世

界
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
最
後
に

｢

黄
泉
比
良
坂

(

よ
も

つ
ひ
ら
さ
か)｣

が
出
て
く
る
が
、｢

ね
の
く
に｣

と

｢

よ
も
つ
く
に｣

の
習
合
を

示
し
は
す
る
が
、
こ
の
世
界
と

｢

ね
の
く
に｣

と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は

｢

よ

も
つ
く
に｣

の
場
合
と
同
様
の
曖
昧
さ
が
残
る
。
三
つ
め
は
、｢

大
祓
詞｣

の

｢

ね
の
く
に｣

で
あ
る
。
海
中
ま
た
は
海
底
は
る
か
な
、｢

罪｣

の
消
え
る
世
界
で

あ
り
、
登
場
す
る
神
々
は
記
紀
と
は
一
線
を
画
す
る
。

ひ
と
つ
め
と
ふ
た
つ
め
は

｢

よ
も
つ
く
に｣

を
介
し
て
同
一
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
が
、
三
つ
め
は
独
自
性
が
強
い
。
つ
ま
り
、
同
じ

｢

ね
の
く
に｣

で
も
本
来
は
別
々
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
言

え
ば
本
来
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
の

｢

根
の
国｣

が
併
存
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、｢

ね
の
く
に｣

と
比
較
す
る
と
き

｢

た
か
あ
ま
の
は
ら｣

の
空
虚
さ

も
際
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
に
か
え
て

記
紀
神
話
を
中
心
に
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
古
代
日
本
に
お
い
て
垂
直
方
向
の
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神
名
の
表
記
や
、｢

妣｣

と
い
う
漢
字
な
ど
、
微
妙
な
違
い
は
あ
る
が
、
先
に

引
用
し
た

(

二)

の
第
五
段
一
書
第
六
と
ほ
ぼ
同
様
の
物
語
で
あ
る
。
本
居
宣
長

は
｢

か
た
す
く
に｣

を
片
隅
の
国
と
解
し
た
が
、
思
想
体
系

『

古
事
記』

の
補
注

は
漢
字
表
記
の
意
味
の
ま
ま
に

｢

地
底
の
堅
い
州

(

す)

の
国｣

と
し
、｢

実
は

根
国
に
は
海
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る｣

と
指
摘
す
る
。『

古
事
記』

の

｢

ね
の
く
に｣
に
つ
い
て
は
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

ふ
た
つ
め
は
大
国
主
神
の
物
語
に
出
て
く
る
。
あ
ま
り
に
長
文
に
な
る
の
で
要

約
し
つ
つ
抜
粋
引
用
す
る
。

兄
弟
神
の
迫
害
を
逃
れ
る
た
め
、
大
穴
牟
遅
神

(

お
ほ
あ
な
む
ぢ
の
か
み
、
以

下
、
オ
ホ
ナ
ム
チ)

は

｢

御
祖
命

(

み
お
や
の
み
こ
と)｣

の
教
え
に
従
っ
て
紀

伊
の

｢

大
屋
毘
古
神

(

お
ほ
や
び
こ
の
か
み)｣

を
頼
り
、
そ
の

須
佐
能
男
命
の
い
ま
せ
る
根
堅
州
国

(
ね
の
か
た
す
く
に)

に
参
向

(

ま
ゐ

む
か)

ふ
べ
し
。

と
の
指
示
に
従
い
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
も
と
へ
向
か
う
。

そ
の
地
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
娘
の
須
勢
理
毘
売

(
す
せ
り
び
め)

を
妻
と
し
、
そ
の
助
力
に
よ
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
課
す
る
試
練
を
乗
り
越
え
、
ま
た

ネ
ズ
ミ
の
助
力
を
も
得
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

｢

生
大
刀

(

い
く
た
ち)
と
生
弓
矢

(

い
く
ゆ
み
や)｣

と

｢

天
沼
琴

(

あ
め
の
ぬ
こ
と)｣

を
奪
い
取
り
、
ス
セ
リ
ビ

メ
を
背
負
っ
て
こ
の
世
界
へ
と
脱
出
す
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
は

｢

黄
泉
比
良
坂

(

よ
も
つ
ひ
ら
さ
か)｣

ま
で
追
い
来
た
っ
て
オ

ホ
ナ
ム
チ
に
呼
び
か
け
る
。

其
の
、
汝

(

な)

が
所
持

(

も)

て
る
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
以
ち
て
、
汝
が

庶
兄
弟

(

ま
ま
あ
に
お
と)

は
、
坂
之
御
尾

(

さ
か
の
み
を)

に
追
ひ
伏
せ
、

亦

(

ま
た)

河
之
瀬
に
追
ひ
撥

(

は
ら)

ひ
て
、
意
礼

(

お
れ)

、
大
国
主

神
と
為
り
、
亦
、
宇
都
志
国
玉
神

(

う
つ
し
く
に
た
ま
の
か
み)

と
為
り
て
、

其
の
、
我
之
女

(

あ
が
む
す
め)

須
勢
理
毘
売
は
、
適
妻

(

む
か
ひ
め)

と

し
て
、
宇
�
能
山

(

う
か
の
や
ま)

の
山
本
に
、
底
津
石
根

(

そ
こ
つ
い
は

ね)

に
宮
柱

(

み
や
ば
し
ら)

布
刀
斯
理

(

ふ
と
し
り)

、
高
天
原

(

た
か

ま
の
は
ら)

に
氷
椽

(

ひ
ぎ)

多
�
斯
理

(

た
か
し
り)

て
居

(

を)

れ
。

是
の
奴

(

や
つ
こ)

や
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
力
を
得
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
兄
弟
神
た
ち
を
追
い
伏
せ
追
い
払
い
、

｢

大
国
主
神｣

と
な
る
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
は
、｢

君｣

に
対
す
る

｢

大
君｣

の
よ

う
な
関
係
で
、
す
べ
て
の
ク
ニ
ヌ
シ
の
上
に
立
つ
者
の
意
で
あ
り
、
従
っ
て
全
て

の
ク
ニ
の
支
配
権
を
持
つ
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

最
後
に

｢

大
祓
詞｣

に
み
ら
れ
る

｢

根
国
底
之
国

(

ね
の
く
に
そ
こ
の
く
に)｣

を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
長
文
な
の
で
要
点
の
み
引
用
す
る
。

｢

大
祓
詞｣

は
、
六
月
と
一
二
月
の
�
日
、
朱
雀
門
前
に
集
め
ら
れ
た

｢

百
官｣

の
前
で
、
神
�
官
の
中
臣
氏
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
令
制
の
当
初
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
は
文
字
通
り
に
全
官
人
が
集
合
し
て

実
施
さ
れ
た
呪
的
儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
読
み
上
げ
ら
れ
た

｢

大
祓

詞｣

の

｢

ね
の
く
に｣

は

『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』

の
そ
れ
と
同
等
以
上
に

｢

百
官｣

の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、｢

天
孫
降
臨｣

と
い
う
天
皇
に
よ
る
支
配
の
根
源
か
ら
説
き

起
こ
さ
れ
る
こ
の
祝
詞
で
は
、
大
祓
の
呪
的
儀
式
に
よ
っ
て

｢

天
之
益
人｣

た
ち

の
犯
し
た

｢

罪｣

が
祓
い
清
め
ら
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
宣
せ
ら
れ
る
。
人
々

の
犯
し
た

｢

罪｣

は
、｢

瀬
織
津
比
�(

せ
お
り
つ
ひ
め)｣

、｢

速
開
津
�(

は
や

あ
き
つ
め)｣

、｢

気
吹
戸
主

(

い
ぶ
き
ど
ぬ
し)｣

と
神
々
に
よ
っ
て
順
送
り
さ
れ
、

最
後
に

｢

根
国
底
之
国｣

に
い
る

｢

速
佐
須
良
比
�(

は
や
さ
す
ら
ひ
め)｣

と

い
う
女
神
が
、｢

持
佐
須
良
比
失
て
む｣

、
持
ち
流
離
っ
て
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、

と
さ
れ
る
。
送
り
仮
名
は
原
文
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
。

気
吹
戸
坐

(

須)
気
吹
戸
主

(

止)

云
神
根
国
底
之
国

(

尓)

気
吹
放

(

�
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(

や
つ
か
れ)

は
母

(

い
ろ
は
の
み
こ
と)

に
根
国
に
従

(

し
た
が)

は
む

と
欲

(

お
も
ひ)

て
、
只
に
泣

(

な)

か
く
の
み｣

と
ま
う
し
た
ま
ふ
。
伊

奘
諾
尊
悪

(

に
く)

み
て
曰

(

の
た
ま
は)

く
、｢

情

(

こ
こ
ろ)

の
ま
ま

に
行

(

い)

ね｣

と
の
た
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
逐

(

や
ら
ひ
や)

り
き
。

(

第
五
段
四
神
出
生
章
一
書
第
六)

こ
の
異
伝
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
物
語
で
あ
る
が
、
本
文
と
の
違
い
は
、
イ
ザ
ナ
ミ

の
死
後
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て

｢

根
国｣

へ
の
追
放
は
イ
ザ
ナ
キ
の
み

が
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て

｢
母
に
根
国
に
従
が
は｣

む
と
い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
言
葉

か
ら
、｢

母｣

す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
の
い
る
世
界
が

｢

ね
の
く
に｣

で
あ
る
と
読

み
取
れ
る
。｢

ね
の
く
に｣

と

｢

よ
み
の
く
に｣

が
同
一
視
さ
れ
る
根
拠
と
な
る

史
料
で
あ
る
。

三
つ
め
、

諸

(

も
ろ
も
ろ)

の
神

(

か
み
た
ち)

、
責
素
戔
嗚
尊
を
責
め
て
曰

(

い
は)

く
、｢

汝

(

い
ま
し)

が
所
行

(

し
わ
ざ)

甚
だ
無
頼

(

た
の
も
し
げ
な)

し
。
か
れ
、
天
上

(

あ
め)

に
住
む
べ
か
ら
ず
。
ま
た
、
葦
原
中
国

(

あ
し

は
ら
の
な
か
つ
く
に)

に
も
居

(

を)

る
べ
か
ら
ず
。
急

(
す
み
や
か)

に

底
根
国

(

そ
こ
つ
ね
の
く
に)

に
適

(

い)

ね｣

と
い
ひ
て
、(
以
下
略)

(

第
七
段
宝
鏡
開
始
章
一
書
第
三)

こ
れ
は
高
天
原
に
お
け
る
乱
暴
狼
藉
の
あ
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
神
々
に
よ
っ
て

｢

そ
こ
つ
ね
の
く
に｣

に
追
放
さ
る
場
面
で
あ
る
。｢

天
上｣

、｢

葦
原
中
国｣

、｢

底

根
国｣

と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、｢

底｣

と
い
う
表
現
も
相
俟
っ
て

｢

根
国｣

が
垂

直
方
向
に
下
方
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

四
つ
め
と
五
つ
め
、

素
戔
嗚
尊
、
遂

(

つ
ひ)

に
根
国

(

ね
の
く
に)

に
就

(

い)

で
ま
し
ぬ

(

第
八
段
宝
剣
出
現
章
本
文)

素
戔
嗚
尊
、
熊
成
峯

(

く
ま
な
り
の
た
け)

に
居

(

ま)

し
ま
し
て
、
遂
に

根
国
に
入

(

い)

り
ま
し
き
。(

第
八
段
宝
剣
出
現
章
一
書
第
五)

こ
の
二
つ
は
、
出
雲
で
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
た
あ
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
最

終
的
に
根
国
に
向
か
っ
た
と
伝
え
る
異
伝
で
あ
る
。
一
書
第
五
は
、
樹
木
の
起
源

に
か
か
わ
る
異
伝
で
あ
り
、
紀
伊
国
と
の
関
連
も
示
さ
れ
て
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

神
格
を
考
え
る
上
で
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、｢

熊
成
峯｣

に
は
諸
説
が
あ
っ

て
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
、｢

根
国｣

と
の
関
係
に
お
い
て
は
有
意
義
な

情
報
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上

『

日
本
書
紀』

の

｢

ね
の
く
に｣

を
見
て
き
た
。
い
ず
れ
も
ス
サ
ノ
ヲ
と

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

｢

母｣

の
い
る
世

界
で
あ
り
、｢

よ
み
の
く
に｣

と
同
一
視
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
と
の
位
置

関
係
で
は

｢

遠｣

や

｢

底｣

と
結
び
つ
く
、
地
下
遥
か
な
遠
い
世
界
で
あ
る
。

次
に

『

古
事
記』

は
二
つ
の
異
伝
を
伝
え
る
。
ひ
と
つ
め
。

故

(

か
れ)

伊
邪
那
岐
大
御
神
、
速
須
佐
之
男
命
に
詔

(

の)

ら
さ
く
。

｢

何
の
由
に
か
、
汝

(

い
ま
し)

は
所
事
依

(

こ
と
よ)

さ
し
し
国
を
治

(

し
ら)

さ
ず
し
て
、
泣
き
伊
佐
知
流

(

い
さ
ち
る)

。｣

と
の
ら
す
。
尓

(

し
か)

し
て
答
へ
て
白

(

ま
を)

さ
く
。｢

僕

(

あ)

は
妣
国
根
之
堅
州
国

(

は
は
の
く
に
ね
の
か
た
す
く
に)

へ
罷

(

ま
か)

ら
む
と
欲

(

お
も)

ふ

が
故
に
、
哭

(

な)

く
。｣

と
ま
を
す
。
尓
し
て
、
伊
邪
那
岐
大
御
神
、
大

(
い
た)

く
忿
怒

(

い
か)

り
て
詔

(

の)

ら
さ
く
。｢

然

(

し
か)

あ
ら
ば
、

汝

(
な)

は
此
国

(

こ
の
く
に)

に
住

(

す)

む
可

(

べ)

く
あ
ら
ず
。｣

と
の
ら
す
乃

(

す
な
は)

ち
、
神
夜
良
比
尓
夜
良
比
賜
也

(

か
む
や
ら
ひ
や

ら
ひ
た
ま
ひ
き)
。(

イ
ザ
ナ
キ
に
よ
る
ス
サ
ノ
ヲ
追
放
段)
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り
、
記
紀
編
纂
の
最
終
段
階
で
あ
る
八
世
紀
の
初
頭
ま
で
に
は
中
国
の
死
者
の
世

界
で
あ
る

｢

黄
泉｣

と
習
合
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て

｢

黄
泉｣

は

秦
・
漢
の
陵
墓
の
実
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
地
下
世
界
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
後
述
の

｢

ね
の
く
に｣

と
の
融
合
か
ら
、｢

よ
み
の
く
に｣

は

八
世
紀
の
初
頭
段
階
で
す
で
に
地
下
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

し
か
し
、
生
者
の
世
界
と
死
者
の
世
界
を
隔
て
る

｢

よ
も
つ
ひ
ら
さ
か｣

は

｢

黄
泉
平
坂｣

と
表
記
さ
れ
、
こ
こ
に

｢

坂｣

と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る

た
め
に
空
間
的
上
下
関
係
が
想
定
さ
れ
も
す
る
の
だ
が
、
古
典
文
学
大
系

『

日
本

書
紀』

の
頭
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

さ
か｣

は

｢

さ
か
ひ｣

で
あ
る
と
す
れ

ば
、
上
下
の
位
置
関
係
は
な
く
、｢
平｣

な

｢

坂｣

と
い
う
矛
盾
も
解
消
す
る
。

さ
ら
に
、
成
立
年
代
は
若
干
下
る
が

『
日
本
霊
異
記』

の
い
わ
ゆ
る
地
獄
訪
問

譚
で
閻
羅
王
庁
と
そ
の
先
の
地
獄
が
い
ず
れ
も
水
平
方
向
の
移
動
で
到
達
し
て
い

る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。
仏
教
の
宇
宙
観
の
中
で
地
獄
は
明
ら
か
に
垂
直
方
向
に

下
方
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
布
教
の
素
材
で
あ
っ
た

『
日
本
霊
異
記』

の
説
話
で
は

下
方
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
奈
良
時
代
ま
で
の
日
本
で
は
死
者

の
世
界
は
下
方
で
は
な
く
、
横
方
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。以

上
、
八
世
紀
に
お
い
て

｢

よ
み
の
く
に｣

は
基
本
的
に
は
横
方
向
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

｢

よ
み
の
く
に｣

は
本
来
は
水
平
方
向
の
異
界
で
あ
り
、
八
世
紀
初
頭
の
段
階

で
地
下
世
界
へ
と
変
化
を
始
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ

で

｢

よ
み
の
く
に｣

に
つ
い
て
は
、｢

黄
泉｣

｢

地
獄｣

と
の
習
合
の
問
題
を
含
め

て
次
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
本
来
の
地
下
世
界
と
考
え
ら
れ
る

｢

ね

の
く
に｣

を
見
て
い
こ
う
。

本
来
の
地
下
世
界
は

｢

ね
の
く
に｣

と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
般
に

｢

根
国｣

と
表
記
す
る
。

上
述
の
よ
う
に

｢

ね
の
く
に｣

は

｢

よ
み
の
く
に｣

と
習
合
し
て
い
く
の
だ
が
、

八
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は

｢

黄
泉｣

や

｢

地
獄｣

の
場
合
と
同
様
に
、
同
一
視
は

ま
だ
明
確
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
残
さ
れ
た
史
料
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は

『

日
本
書
紀』

で
あ
る
。

｢

ね
の
く
に｣

に
つ
い
て
は
五
つ
の
異
伝
が
伝
わ
る
。

ま
ず
ひ
と
つ
め
、

素
戔
嗚
尊

(

す
さ
の
を
の
み
こ
と)

、
此
の
神
、
勇
悍

(

い
さ
み
た
け)

く

し
て
安
忍

(

い
ぶ
り
な
る
こ
と)

あ
り
。
ま
た
つ
ね
に
、
哭

(

な)

き
泣

(

い
さ)

つ
る
を
も
て
、
わ
ざ
と
す
。
か
れ
、
国
内

(

く
に
の
う
ち)

の
人

民

(

ひ
と
く
さ)

を
し
て
夭
折

(

あ
か
ら
さ
ま
に
し)

な
し
む
。
ま
た
、
青

山
を
枯

(

か
ら
や
ま)

に
変

(

な)

す
。
か
れ
、
そ
の
父
母

(

か
ぞ
い
ろ
は)

の
二
神

(

ふ
た
は
し
ら
の
か
み)

、
素
戔
嗚
尊
に
勅

(

こ
と
よ
さ)

し
た
ま

わ
く
、｢

汝

(

い
ま
し)

、
甚
だ
無
道

(

あ
ず
き
な)

し
。
も
て
、
宇
宙

(

あ

め
の
し
た)

に
君
臨

(

き
み)

た
る
べ
か
ら
ず
。
固

(

ま
こ
と)

に
当

(

ま

さ)

に
遠
く
根
国
に
適

(

い)

ね｣

と
の
た
ま
い
ひ
て
、
つ
ひ
に
や
ら
ひ
き
。

(

第
五
段
四
神
出
生
章
本
文)

本
文
の
物
語
で
は
、｢

勇
悍｣

｢

安
忍｣

で
泣
い
て
ば
か
り
い
て
、
人
々
を
若
死

に
さ
せ
、
青
山
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
ス
サ
ノ
ヲ
を
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
両

神
が

｢

根
国｣

へ
と
追
放
す
る
。
そ
れ
は

｢

遠
き｣

世
界
と
さ
れ
る
。

ふ
た
つ
め
、

素
戔
嗚
尊
、
年
已

(

と
し
す
で)

に
長

(

お)

い
た
り
。
ま
た
、
八
握
鬚
髯

(
や
つ
か
ひ
げ)

生

(

お)

ひ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
天
下

(

あ
め
の
し
た)

を
治

(
し
ら)

さ
ず
し
て
、
つ
ね
に
啼

(

な)

き
泣

(

い
さ)

ち
恚
恨

(

ふ

つ
く)
む
。
か
れ
伊
弉
諾
尊

(

い
ざ
な
き
の
み
こ
と)

、
問
ひ
て
曰

(

の
た

ま
は)

く

｢
汝

(

い
ま
し)

は
何
の
ゆ
ゑ
に
か
恆

(

つ
ね)

に
か
く
啼

(

な)

く｣

と
の
た
ま
ふ
。
対

(

こ
た
へ)

て
曰

(

ま
う)

し
た
ま
は
く
、｢

吾
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残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る

｢

天
香
山
の

(

略)

真
坂
樹｣

が
鎮

魂
祭
の
別
の
祭
儀
の
由
来
に
か
か
わ
る
と
い
う
史
料
的
根
拠
は
な
い
。
あ
る
い
は

本
来
は
別
の
祭
り
の
由
来
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
別
の
可

能
性
と
し
て
は
、
�
に
鏡
な
ど
を
か
け
た
、
ご
く
一
般
的
な
依
り
代
の
起
源
に
か

か
わ
る
可
能
性
も
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
記
紀
神
話
の
こ
の
部
分
は
、
本
来
は
古
代
の
日
本
に

お
い
て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
儀
の
起
源
を
語
る
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
問

の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
描
写
の
細
部
が
具
体
的
・
具
象
的
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
し
て
、｢
天
香
山｣

に
か
か
わ
る
部
分
は
も
と
も
と

｢

高
天
原｣

を
舞
台
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
本
来
の

｢

高
天
原｣

で
の
物
語
に

｢

天
香
山｣
の
部
分
は
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、｢

高
天
原｣

に
お
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が

｢

い
は
や｣

に
こ
も
っ

て
か
ら
出
て
く
る
ま
で
の
一
連
の
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
多
く
の
神
々
、
知
恵

の
神
オ
モ
ヒ
カ
ネ
、
長
鳴
き
鳥
、
ア
メ
ノ
ウ
ヅ
メ
、
タ
チ
カ
ラ
ヲ
な
ど
が
あ
れ
ば

十
分
で
あ
っ
て
、｢

天
香
山｣

関
係
の
要
素
は
む
し
ろ
物
語
の
展
開
を
阻
害
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
と
か
ら
付
加
さ
れ
た
要
素
だ
と
み
て
誤
り
な
い

だ
ろ
う
。

そ
し
て

｢

天
香
山｣

が
記
紀
神
話
の
こ
の
部
分
に
だ
け
現
れ
る
こ
と
を
重
視
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
付
加
は
記
紀
編
纂
の
最
終
段
階
で
あ
る
八
世
紀
の
初
頭
を
そ
れ

ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
と
は
考
え
難
い
。
七
世
紀
以
前
に
も
�
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ

と
多
く
の
伝
承
が
残
っ
て
い
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、｢

高
天
原｣

と
こ
の
地
上
世
界
と
を
結
び
つ
け
る

｢

安
河｣

｢

高
市｣

｢

天
香
山｣

の
三
つ
の
地
名
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
宣
長
以
来
の
通
説

に
対
す
る
疑
問
は
一
層
深
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
記

紀
の
完
成
以
降
は
通
説
の
通
り
で
い
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
編
纂
時
期
以
前
に
安
易

に
�
ら
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
地
上
の
大
和
が
反
映
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
除
く
と
何
が
残
る
か
と
い
う

と
、
先
の

｢

真
名
井｣

で
あ
り
、｢

石
屋｣

で
あ
り
、
そ
の
他
に
は
こ
れ
も
ス
サ

ノ
ヲ
の
乱
暴
の
段
に
か
か
わ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の

｢

斎
機
殿｣

や

｢

長
田｣

な
ど
で

あ
ろ
う
か
。｢

石
屋｣

は
措
く
と
し
て
、
他
は
い
ず
れ
も
地
上
の
物
事
が
天
上
世

界
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
断
片
的
は
イ
メ
ー
ジ
が

｢

た
か
あ
ま
が
は

ら｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
。

地
上
世
界
が
そ
の
名
称
か
ら
し
て
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
す
る
の
と
比
べ
る

と
、｢

た
か
あ
ま
の
は
ら｣

は
断
片
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
と
し
て
全
体
の
イ
メ
ー

ジ
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
地
上
の
大
和
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
が
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
天
上
世
界
が
地
上
世
界
そ
の
ま
ま
で
あ
る

こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
天

上
世
界
は

｢

高｣

い

｢

天｣

の

｢

原｣

で
あ
る
こ
と
で
十
分
だ
っ
た
可
能
性
も
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

三

地
下
世
界

天
上
世
界
の

｢

高
天
原｣

に
比
べ
て
、
地
下
世
界
は
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
よ
り

多
く
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
れ
る
。

ま
ず
、
地
下
世
界
と
言
え
ば

｢

よ
み
の
く
に｣

が
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
と
そ
の
後
の
イ
ザ
ナ
キ
の

｢

よ
み
の
く
に｣

訪
問
の
物

語
は
、
本
稿
の

(

二)

で
す
で
に
触
れ
た
の
で
引
用
は
避
け
る
が
、
本
稿
で
は
そ

の
世
界
が
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て
、

い
な
、
し
こ
め
き
、
き
た
な
き
く
に

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
見
る
こ
と
も
触
る
こ
と
も
感
覚
的
に

拒
絶
さ
れ
る
汚
い
世
界
、
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

本
稿
の
視
点
か
ら
問
題
と
な
る
の
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

｢

よ
み
の
く
に｣
は
本
来
地
下
の
世
界
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

記
紀
に
お
い
て

｢
よ
み
の
く
に｣

は

｢

黄
泉｣

と
い
う
漢
字
が
充
て
ら
れ
て
お
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一
方
で
は
、
大
和
国
の
高
市
郡
と
の
対
応
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

高
市
郡
と
す
れ
ば
か
な
り
広
い
範
囲
を
さ
す
。
あ
る
い
は
、
神
無
月
に
神
々
が

出
雲
国
に
集
ま
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
高
市
郡
に
集
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

問
題
は
記
紀
神
話
の

｢

高
市｣

は
こ
の
異
伝
に
し
か
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

神
々
が
集
ま
っ
た
の
は
、『

古
事
記』

を
含
め
て
他
の
異
伝
で
は

｢

や
す
か
は｣

の
河
原
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
上
世
界
と

｢

高
市｣

と
の
結
び
つ
き
も

強
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て

｢

や
す
か
は｣
で
あ
れ
ば
、
上
述
の

｢

安
河｣

と
同
様
の
結
論
が
導
か

れ
る
。

最
後
に

｢

香
具
山｣

で
あ
る
。

『

日
本
書
紀』

で
は
第
七
段
の
本
文
に
初
出
す
る
。

故

(

か
れ)

、
思
兼
神

(

お
も
ひ
か
ね
の
か
み)
、
深
く
謀

(

は
か)

り
遠
く

慮

(

た
ば
か)

り
て
、
遂
に
常
世

(

と
こ
よ)
の
長
鳴
鳥

(

な
が
な
き
ど
り)

を
聚

(

あ
つ)

め
て
、
互

(

た
が
ひ)

に
長
鳴

(

な
が
な
き)

せ
し
む
。
亦

(

ま
た)

手
力
雄
神

(

た
ち
か
ら
を
の
か
み)

を
以
て
、
盤
戸

(

い
は
と)

の
側

(

と
わ
き)

に
立

(

か
く
し
た)

て
て
、
中
臣
連
の
遠
祖

(
と
ほ
つ
お

や)

天
児
屋
命

(

あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と)

、
忌
部
の
遠
祖
太
玉
命

(

ふ

と
た
ま
の
み
こ
と)

、
天
香
山
の
五
百
箇

(

い
ほ
つ)

の
真
坂
樹
を
掘

(
ね

こ
じ
に
こ)

じ
て
、
上
枝

(

か
み
つ
え)

に
は
八
坂
瓊
の
五
百
箇
の
御
統

(

み
す
ま
る)

を
懸

(

と
り
か)

け
、
中
枝

(

な
か
つ
え)

に
は
八
咫
鏡

(

や
た
の
か
が
み)

を
懸
け
、
下
枝

(

し
も
つ
え)

に
は
青
和
幣

(

あ
を
に

き
て)

白
和
幣

(

し
ろ
に
き
て)

を
懸

(

と
り
し
で)

て
、
相
与

(

あ
ひ
と

も)

に
致
其
祈
祷

(

の
み
ま
う)

す
。
又
、
猿
女
君
の
遠
祖
、
天
鈿
女
命
、

(

中
略)

巧

(

た
く
み)

に
作
俳
優

(

わ
ざ
を
き)

す
。
亦
、
天
香
山
の
真

坂
樹
を
以
て
鬘

(

か
づ
ら)

に
し
、
蘿

(

ひ
か
げ)

を
以
て
手
繦

(

た
す
き)

に
し
、
火
処

(

ほ
と
こ
ろ)

焼
き
、
覆
槽
置

(

う
け
ふ)

せ
、
顕
神
明
之
憑

談

(

か
む
が
か
り)

す
。

｢

盤
戸

(

い
は
と)｣

に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
誘
い
出
す
た
め
の

様
々
な
方
策
が
語
ら
れ
る
。

一
書
第
二
に
は

｢

香
具
山｣

に
か
か
わ
る
記
述
は
な
い
が
、
一
書
第
一
は

｢

天

香
山
の
金｣

か
ら

｢

日
矛｣

を
造
ら
せ
た
と
し
、
一
書
第
三
に
は

｢

天
香
山
の
真

坂
木｣

に
鏡
・
玉
・
木
綿
を
か
け
て
用
い
た
と
い
う
本
文
と
同
様
の
話
が
あ
る
。

『

古
事
記』

も
ま
た
類
似
の
伝
承
を
伝
え
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

｢

天
香
山｣

に
由
来
す
る
祭
具
を
用
い
た
と
す
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
し
て
叙
述
は
具
体
的
か

つ
具
象
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
具
体
性
・
具
象
性
は

｢

高
天
原｣

の
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
性
・
具

象
性
に
直
ち
に
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
性
・
具
象
性
は
あ
く
ま
で
も

神
事
の
細
部
の
描
写
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。｢

高
天

原｣

の
風
景
の
具
体
性
・
具
象
性
で
は
な
い
。

こ
の
部
分
が
具
体
的
・
具
象
的
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
上
記
引
用
部
分
の
、
と
く
に

｢

猿
女
君

(

さ
る
め
の
き
み)

の
遠
祖
、
天
鈿

女
命

(

あ
め
の
う
づ
め
の
み
こ
と)｣

の

｢

覆
槽
置

(

う
け
ふ)

せ｣

は
、
古
典

体
系
本

『

日
本
書
紀』

の
補
注
1
―
八
四
が
、

ウ
ケ
は
延
喜
四
時
祭
式
の
鎮
魂
祭
の
大
直
神
一
座
の
中
に

｢

宇
気
槽
一
隻｣

と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
鎮
魂
祭
に
は
猿
女
が
参
加
し
て
、｢

御
巫
及

猿
女
等
依
例
舞｣

と
あ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宮
中
の
鎮
魂
祭
の
中
の
呪
的
祭
儀
を
背
景
と
す
る
物
語
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
記
紀
神
話
の
こ
の
部
分
は
、
本
来
は
鎮
魂
祭
の
由
来
を
語
る

神
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
実
際
に
行
わ

れ
て
い
た
祭
儀
の
由
来
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
具
体
性
・
具
象
性
に
富
む
こ
と
も

不
思
議
で
は
な
い
。
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に
神
集

(

か
む
つ
ど)

ひ
つ
ど
ひ
て
、

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
河
原
に
神
々
が
集
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
を
映
す
鏡
を
造
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
、

天
安
河
の
河
上
の
天
堅
岩

(

あ
め
の
か
た
し
は)

が
使
わ
れ
る
。
思
想
体
系

『
古
事
記』

の
頭
注
は

｢

堅
い
岩
石
で
、
鉄
を
鍛
え
る

台
に
使
用｣

と
す
る
。

こ
の

｢

天
安
河｣

に
つ
い
て
、
同
じ
く
思
想
体
系

『

古
事
記』

の
補
注
、
上
巻

48
天
安
河
で
は
、｢

全
く
の
架
空
の
地
名
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
高
天
原

の
地
名
は
香
山
・
高
市
な
ど
大
和
の
実
在
の
地
名
を
反
映
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
も
実
在
の
地
名
の
投
影
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う｣

と
し
、｢

記
伝
以
来
注
目

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
近
江
の
野
洲
川

(

天
武
紀
に
安
河)
が
あ
り
、
ほ
か
に
は
見

当
ら
な
い｣

と
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
牽
強
付
会
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
、
大
和
の
外
の
近
江
な

の
か
。｢

全
く
の
架
空
の
地
名｣

と
考
え
た
ほ
う
が
無
理
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に

『

日
本
書
紀』

の
対
応
部
分
を
見
る
と
、
第
六
段
瑞

珠
盟
約
章
の
一
書
第
三
に
の
み

｢

天
安
河｣

が
現
れ
る
。

日
神
、
素
戔
嗚
尊
と
、
天
安
河
を
隔
て
て
、
相
対

(

あ
ひ
む
か)

ひ
て
乃
ち

立
ち
て
誓
約

(

う
け)

ひ
て
曰
く

と
い
う
。
こ
の
異
伝
で
は

｢

天
真
名
井｣

の
こ
と
は
な
く
、
舞
台
は

｢

安
河｣

だ

け
で
示
さ
れ
る
。

『

日
本
書
紀』

の
こ
の
部
分
に
は
本
文
も
含
め
て
四
つ
の
異
伝
が
あ
る
が
、
一

書
第
三
以
外
は

｢

安
河｣

は
現
れ
ず
、｢

真
名
井｣

も
し
く
は

｢

渟
名
井

(

ぬ
な

ゐ)｣
(

一
書
第
一)

の
み
に
よ
っ
て
場
所
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
二
神
の

｢

う
け
ひ｣

の
物
語
と

｢

安
河｣

の
結
び
つ
き
が
弱
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

あ
る
い
は

｢

安
河｣

は

『

古
事
記』

編
纂
の
最
終
段
階
で
付
加
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
は
大
和
の
外
の
近
江
の
地
名
で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど

の
違
和
感
は
な
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、『

古
事
記』

補
注
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
大
和
に
は
対

応
す
る
地
名
が
な
い
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

｢

安
河｣

の

｢

や
す｣

を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、｢

天
真

名
井｣

の

｢

ま
な｣

と
同
様
、
抽
象
的
な
理
念
に
も
と
づ
く
架
空
の
地
名
と
考
え

た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

つ
ぎ
に

｢

高
市｣

で
あ
る
。

こ
れ
は

『

日
本
書
紀』

第
七
段
宝
鏡
開
始
章
一
書
第
一
に
だ
け
現
れ
る
。

天
照
大
神

(

中
略)

天
石
窟

(

あ
ま
の
い
は
や)

に
入
り
ま
し
て
、
磐
戸

(

い
は
と)

を
閉
著

(

さ)

し
つ
。
故
、
八
十
万

(

や
そ
よ
ろ
づ)

の
神

(

か
み
た
ち)

を
天
高
市

(

あ
ま
の
た
け
ち)

に
会

(

か
む
つ
ど
へ
つ
ど)

へ
て
問
は
し
む
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
第
六
段
に
続
く
部
分
、｢

う
け
ひ｣

の
か
ち
さ
び

に
ス
サ
ノ
ヲ
が
乱
暴
狼
藉
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が

｢

あ
め
の
い
は

や｣

に
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
神
々
が
集
ま
っ
て
対
策
を
相
談
す
る
場
面
で
あ
る
。

｢

八
十
万
の
神
を
天
高
市

(

あ
ま
の
た
け
ち)

に
会
へ｣

た
と
い
う
。

古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注

(

上
巻
一
一
四
頁
頭
注
四)

が
言
う
よ
う
に

タ
ケ
チ
は
タ
カ
イ
チ
の
約
。
イ
チ
は
、
人
人
の
集
っ
て
物
を
交
換
す
る
場
所
。

多
く
小
高
い
場
所
が
選
ば
れ
る
の
で
、
高
市
と
い
う
。

と
い
う
よ
う
な
、
特
定
の
地
名
を
さ
す
の
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
も
あ
り
う
る
が
、
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｢

高
天
原｣

に

｢

大
和
の
現
実
が
反
映
し
て
い
る｣

こ
と
自
体
に
は
、
私
も
異

論
は
な
い
。
記
紀
の
物
語
に
政
治
的
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な

い
。
こ
こ
ま
で
は
戦
後
の
定
説
の
通
り
で
よ
い
。

し
か
し
、
神
話
と
は
こ
の
世
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
あ
る
の
か
の
聖
な
る
説
明
で

あ
る
、
と
す
れ
ば
、
神
々
の
世
界
が
こ
の
世
界
を
反
映
す
る
の
は
政
治
的
意
図
以

前
の
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
治
的
意
図
を
強
調
し
て
記
紀
神
話
を
近
代
的

創
作
文
芸
作
品
の
よ
う
に
扱
う
津
田
左
右
吉
の
視
点
と
方
法
は
、
す
で
に
そ
の
歴

史
的
役
割
を
終
え
て
い
る
と
考
え
る
。
古
代
の
人
々
は
、
近
現
代
人
の
よ
う
に
は

政
治
と
宗
教
を
区
別
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
一
般
的
に

｢
こ
の
世
界｣

で
は
な
く
特
定
の
地
域
と
し
て
の

大
和
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
反
論
は
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
私
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
本
居
宣
長
の
判
断
に
疑
問
を
持
っ

て
い
る
。｢

高
天
原｣

は
宣
長
の
言
う
よ
う
に

｢

も
は
ら｣

こ
の
世
界
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
の
か
。

疑
問
の
根
拠
は
二
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
高
天
原
を
具
象
的
に
描
写
す
る
史
料
の
少
な
さ
で
あ
る
。
こ
の
地

上
世
界
は
そ
の
呼
称
か
ら
し
て

｢

葦｣

と
か

｢

ト
ン
ボ｣

と
か
の
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
含
む
の
だ
が
、｢

高
天
原｣

と
い
う
呼
称
は
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
、
語
自

体
か
ら
多
く
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
地
上
の
地
名
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

天
上
世
界
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
地
上
の
地
名
は
、
実
は
次
の
三
つ
に

限
定
さ
れ
る
。｢

安
河｣

、｢

高
市｣

、｢

香
具
山｣

で
あ
る
。
天
上
世
界
の
地
名
は

そ
れ
ぞ
れ
に

｢

天｣

が
つ
い
て
、｢

天
安
河｣

、｢

天
高
市｣

、｢

天
香
山｣

と
な
る
。

｢

あ
め
の｣

と

｢

あ
ま
の｣

と
い
ず
れ
の
読
み
方
も
可
能
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は

『

日
本
国
語
大
辞
典』

の
見
出
し
に
従
っ
て

｢

あ
ま
の
や
す
の
か
は｣

｢

あ
ま
の
た

け
ち｣

｢

あ
め
の
か
ぐ
や
ま｣

と
読
ん
で
お
く
。

ま
ず

｢

安
河｣

か
ら
見
て
い
こ
う
。

『

古
事
記』

で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
別
れ
を
告
げ
に
天
上
世
界
に
上
っ
て
く
る
様

を
見
て
天
上
世
界
を
奪
い
に
来
た
と
誤
解
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
武
装
し
て
待
ち
受

け
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
占
い
の
一
種
で
あ
る

｢

う
け
ひ｣

を
す
る
こ
と
に
な
る
場
面
に

ま
ず
現
れ
る
。

故

(

か
れ)

し
か
し
て
、
各

(

お
の
も
お
の
も)

天
安
河
を
中
に
置
き
て
、

う
け
ふ
時
、(

略)

と
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
は

｢

天
安
河｣

を
は
さ
ん
で

｢

う
け
ひ｣

を

す
る
。『

古
事
記』

の
記
述
で
は
こ
の
あ
と
両
神
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
実
を

｢

天
之

真
名
井

(

あ
め
の
ま
な
ゐ)｣

で
振
り
そ
そ
い
で
清
め
、｢

う
け
ひ｣

を
行
う
。
こ

の
文
脈
で
は

｢

河｣

と

｢

井｣

の
空
間
関
係
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

『

日
本
書
紀』

で
は
当
該
部
分
は
第
六
段
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
文
と
三
つ
の

一
書
が
あ
る
が
、｢

天
安
河｣

が
出
て
く
る
の
は
一
書
第
三
の
み
で
あ
る
。
他
は

｢

天
真
名
井｣

の
み
が
語
ら
れ
る
。

日
神
、
素
戔
嗚
尊
と
天
安
河
を
隔
て
て
、
相
対

(

あ
ひ
む
か)

ひ
て
乃
ち
立

ち
て
誓
約

(

う
け)

ひ
て
曰

(

の
た
ま
は)

く

と
、『

古
事
記』

と
ほ
ぼ
同
じ
文
脈
で
進
行
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
逆
に

｢

天

真
名
井｣

は
登
場
し
な
い
。

次
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が

｢

天
岩
屋
戸

(

あ
め
の
い

は
や
と)｣

に
籠
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
神
々
が
対
策
を
相
談
す
る
周
知
の
場
面
で

あ
る
。こ

こ
に
、
万

(

よ
ろ
ず)

の
神
の
声
は
、
狭
蠅

(

さ
ば
へ)

な
す
満
ち
、
万

の
妖

(

わ
ざ
は
ひ)

悉

(

こ
と
ご
と)

発

(

お
こ)

り
き
。
こ
こ
を
も
ち
て
、

八
百
万
神

(

や
ほ
よ
ろ
づ
の
か
み)

天
安
之
河
原

(

あ
め
の
や
す
の
か
は
ら)
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『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』

は
複
数
の

｢

一
書｣

も
含
め
て

｢

お
ほ
や
し
ま｣

の
｢

や｣

を
具
体
的
な
数
の
八
と
解
し
、
八
つ
の
島
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
が
、
本

来
は
具
体
的
な
数
で
は
な
く

｢

多
く
の｣

の
意
味
で
あ
る
。
瀬
戸
内
の
島
々
を
中

心
に
こ
の
世
界
を
構
成
す
る
島
々
を
ま
と
め
て

｢

大
八
洲
国｣

と
呼
ん
だ
の
が
本

来
の
用
法
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
が
、
中
国
の
聖
な
る
数
で
あ
る
奇
数
を
含
む
語
が
広
ま
っ
て
い
く
中
で
、

特
に
一
・
三
・
五
・
七
に
は

｢

多
く
の｣

と
い
う
用
法
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
具
体

的
な
数
を
示
す
用
法
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
、
本
来
は
具
体
的
な

数
を
示
す
の
で
は
な
か
っ
た

｢
や｣

が
具
体
的
な
八
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
一
方
で
は
本
来
の

｢

お
お
く
の｣

の
意
味
も
残
っ
て
、『

養
老
公
式
令』

の

｢

明
神
御
大
八
洲
天
皇

(

あ
き
つ
か
み
と
お
ほ
や
し
ま
し
ろ
し
め
す
す
め
ら
み

こ
と)｣

と
い
う
日
本
全
体
を
さ
す
呼
称
と
し
て
の
用
法
と
な
り
、
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
こ
の
地
上
世
界
が
ど
う
呼
ば
れ
て
い
る
か
、
確
認
し
て
き
た
。

垂
直
方
向
の
構
造
が
意
識
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
世
界
は

｢
中
国

(

な
か
つ
く
に)｣

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
水
平
方
向
で
は

｢

中
国｣

と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

垂
直
な
い
し
水
平
方
向
の
構
造
が
意
識
さ
れ
ず
、
こ
の
世
界
が
そ
れ
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
と
き
は

｢

あ
し
は
ら｣

｢

み
ず
ほ｣

｢

あ
き
づ｣

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
る
。｢

な
か
つ
く
に｣

に
も
葦
原
の
イ
メ
ー
ジ
は
付
き
従
う
。
春
の
芽

生
え
を
象
徴
す
る

｢

葦
原｣

と
、
秋
の
実
り
を
象
徴
す
る

｢

秋
津

(

蜻
蛉)｣

と
、

日
本
の
自
然
の
生
命
力
・
生
産
力
を
象
徴
す
る
具
象
物
が
こ
の
世
界
の
呼
称
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で

｢

み
ず
ほ｣

は
、
春
の
葦
の
芽
生
え
で
あ
る
と
同
時
に
秋
の
稲
穂

の
実
り
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
の
段
階
で
は
、
す
で
に
ど
ち
ら
か

に
限
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て

｢

大
八
洲
国｣

は
、
こ
の
世
界
な
い
し
は
領
土
と
し
て
の
日
本
の
、
い

わ
ば
水
平
方
向
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
総
称
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

ど
う
や
ら
、
そ
の
外
側
に
別
の
世
界
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
い
わ
ば
内
側
か
ら
見
た
、
水
平
方
向
に
閉
じ
ら
れ
た
・
占
め
ら
れ
た
世
界
で
あ

る
。

二

天
上
世
界

天
上
世
界
は
一
般
的
に

｢

天

(

あ
め)｣

と
も
呼
ば
れ
る
が
、
固
有
名
詞
的
に

｢

高
天
原

(

た
か
ま
の
は
ら)｣

と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
は

｢

天
津
神｣

と
呼
ば
れ
る
神
々
の
住
む
世
界
で
あ
る
が
、
古
典
文
学
大

系

『

日
本
書
紀』

補
注
1
―
17
高
天
原
に
、

し
か
し
、
高
天
原
が
天
上
世
界
の
性
格
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紀
伝
が

い
み
じ
く
も
注
意
し
た
と
お
り
、
高
天
原
が

｢

山
川
草
木
の
た
ぐ
ひ
、
宮
殿

そ
の
ほ
か
万
の
物
も
事
も
、
全

(

も
は
ら)

皇
孫
命
の
所
知
看
此
御
国
土
の

如
く
に｣

記
述
さ
れ
て
い
る
点
は
そ
の
神
話
的
性
格
と
は
別
に
、
神
代
説
話

の
政
治
思
想
的
構
造
か
ら
の
理
解
を
必
要
と
す
る
。(

中
略)

津
田
左
右
吉

は
、
高
天
原
が
皇
祖
神
の
都
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
認
め
、
天
香
山
・

天
高
市
・
天
安
河
な
ど
、
大
和
に
実
際
あ
る
地
名
や
そ
の
状
態
が
そ
の
ま
ま

高
天
原
説
話
中
に
点
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
高
天
原
は
大
和
を
天

上
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
定
し
た
。
天
照
大
神
は
太
陽
神
で
あ
る

と
と
も
に
皇
祖
神
で
あ
り
、
神
代
説
話
の
中
心
人
物
と
し
て
は
む
し
ろ
皇
祖

神
の
側
面
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
居
所
で
あ
る
高

天
原
に
、
皇
祖
神
観
念
の
母
胎
で
あ
る
天
皇
の
居
所
大
和
の
現
実
が
反
映
し

て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
の
大
和
を
天
上
世
界
に
投
影
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
定

説
に
な
っ
て
い
る
。
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の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
だ
ろ
う
。

｢

豊
葦
原
瑞
穂
国｣

と
は
、
世
界
の
原
初
の
生
命
力
や
生
産
力
に
満
ち
た
、
豊

か
な
実
り
の
世
界
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
古
代
の
人
々
の
こ
の
世
界
が
か
く
あ
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
を
こ
め
た
呼
称
で
も
あ
っ
た
。

次
に
、｢

大
日
本
豊
秋
津
洲

(

お
ほ
や
ま
と
と
よ
あ
き
づ
し
ま)｣

(『

日
本
書
紀』

第
四
段
本
文
・
一
書
第
六
・
一
書
第
八
・
一
書
第
九)

な
ど
、｢

あ
き
づ｣

を
含

む
呼
称
が
あ
る
。

こ
れ
は

『

日
本
国
語
大
辞
典』

｢

あ
き
つ
し
ま｣

の
項
目
の
、

日
本
の
国
の
古
称
。
あ
き
つ
し
ま
ね
。
あ
き
つ
く
に
。
や
し
ま
。
記
紀
に
よ

れ
ば
、
孝
安
天
皇
は

｢

�
城
の
室
の
秋
津
島
宮｣

で
天
下
を
治
め
た
と
伝
承

さ
れ
る
の
で
、｢

あ
き
づ｣

は
古
く
は
大
和
国
�
上
郡
室
村

(

奈
良
県
御
所

市
室)

あ
た
り
の
地
名
と
推
定
さ
れ
る
。
後
世
、
大
和
国
に
か
か
る
枕
詞
と

な
り
、
さ
ら
に
は
国
号
と
も
な
っ
た
。
蜻
蛉

(
ト
ン
ボ)

は

｢

あ
き
づ｣

と

も
称
し
、
豊
穰
の
季
節
を
象
徴
す
る
昆
虫
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
五
穀
豊
穰

な
土
地
柄
を
示
す
地
名
と
な
っ
た
ら
し
い
。

と
い
う
解
説
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
特
定
地
域
の
地
名
が
拡
大
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
豊
か
な
実
り
の
象
徴
と
し
て
の
ト
ン
ボ
を
用
い
た
呼
称
で
あ
る
。

『

日
本
書
紀』

神
武
三
十
一
年
四
月
朔
日
条
の
、｢

秋
津
洲｣

と
い
う
呼
称
が
、

｢

蜻
蛉

(

あ
き
づ)

の
臀
�(

と
な
め)

の
如
く
に
あ
る
か
な｣

に
由
来
す
る
と

い
う
起
源
説
話
も
ト
ン
ボ
が
豊
穣
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
神
武
紀
の
同
日
条
に
は
、
伊
奘
諾
尊

(

い
ざ
な
き
の
み
こ
と)

が
名
付

け
た
と
い
う

｢

日
本
は
浦
安
の
国
・
細
戈

(

く
は
し
ほ
こ)

の
千
足

(

ち
だ)

る

国
・
磯
輪
上

(

し
わ
か
み
・
意
味
未
詳)

の
秀
真

(

ほ
つ
ま)

国｣

、
大
己
貴
大

神

(

お
ほ
あ
な
む
ち
の
お
ほ
か
み)

の

｢

玉
牆

(

た
ま
が
き)

の
内
つ
国｣

、
饒

速
日
命

(

に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と)

の

｢

虚
空

(

そ
ら)

見
つ
日
本
の
国｣

な
ど

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
ま
た
は
日
本
の
呼
称
な
い
し
美
称
が
他
に
も
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
史
料
と
し
て
残
さ
れ
た
数
か
ら
し
て
も
、
ト
ン
ボ
と
結
び

つ
い
た
呼
称
が
最
も
一
般
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

三
つ
め
は
、『

日
本
書
紀』

第
九
段
・
天
孫
降
臨
章
に
多
出
す
る

｢

葦
原
中
国

(

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に)｣

で
あ
る
。

｢

豊
葦
原
中
国｣

の
場
合
も
あ
る
が
、｢

豊｣

は
一
般
的
な
美
称
で
あ
る
か
ら

｢

葦
原
中
国｣

に
統
一
し
て
論
じ
て
い
く
。

ま
ず
気
づ
く
の
は
、
第
九
段
・
天
孫
降
臨
章
は
天
上
世
界
で
あ
る

｢

高
天
原

(

た
か
ま
の
は
ら)｣

を
舞
台
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
見
て
下
方
の
こ
の
世
界
を

｢

中
国｣

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
そ
の
下
に
別
の
世
界
が

想
定
さ
れ
て
い
る
語
法
で
、
地
下
世
界
の
存
在
が
当
然
の
ご
と
く
前
提
さ
れ
て
い

る
呼
称
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
地
上
世
界
を

｢

な
か
つ
く
に｣

と
し
て
、
上
に
は
天
上
世
界
、

下
に
は
地
下
世
界
、
と
い
う
垂
直
方
向
の
多
重
構
造
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。一

方
、
水
平
方
向
の
広
が
り
の
中
で
こ
の
世
界
が

｢

な
か
つ
く
に｣

と
捉
え
ら

れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
史
料
は
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
引
用
し
た

『

日
本
書
紀』

第
九
段
一
書
第
一
の

｢

葦
原
千
五
百
秋

瑞
穂
国｣

は
、
い
わ
ゆ
る
天
壌
無
窮
の
神
勅
の
中
に
あ
る
。
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス

が
皇
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
こ
の
地
上
世
界
の
統
治
権
を
与
え
る
と
い
う
神
勅
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
表
現
が

｢

な
か
つ
く
に｣

で
は
な
く

｢

葦
原
瑞
穂
国｣

系
の
呼
称
を
用

い
て
い
る
。
こ
れ
も
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
垂
直
方
向
の
構
造
を
意
識
せ
ず

に
こ
の
地
上
世
界
を
さ
す
と
き
は
、｢

な
か
つ
く
に｣

で
は
な
く

｢

あ
し
は
ら｣

と

｢

み
ず
ほ｣

の
イ
メ
ー
ジ
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

さ
ら
に

｢
な
か
つ
く
に｣

と
呼
ん
だ
場
合
で
も
、｢

葦
原｣

と
い
う
語
が
つ
い

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

最
後
に
、｢

大
八
洲
国

(

お
ほ
や
し
ま
く
に)｣

が
あ
る
。
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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で

(

一)

と

(

二)

に
お
い
て
、
記
紀
神
話
に
み
ら
れ
る
死
生
観
な
い

し
生
命
観
と
、
自
然
観
と
を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
引
き
続
き
記
紀
神
話
に

み
ら
れ
る
宇
宙
像
な
い
し
世
界
像
を
見
て
い
く
。

古
代
の
人
々
は
自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
世
界
に
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
古
代
の
人
々
も
垂
直
方
向
と
水
平

方
向
と
の
広
が
り
の
中
に
世
界
を
と
ら
え
て
い
た
。
自
分
た
ち
の
住
む
地
上
世
界

を
中
心
に
、
垂
直
方
向
に
天
上
世
界
と
地
下
世
界
と
が
あ
り
、
水
平
方
向
に
も
は

る
か
か
な
た
に
は
別
の
世
界
が
あ
り
、
海
底
に
も
別
の
世
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
れ
ら
の
世
界
は
あ
る
い
は
遥
か
彼
方
で
繋
が
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
す
べ
て
の
世
界
を
束
ね
る
存
在
と
し
て
の

｢

王｣

が
日
本
で
は

｢

天
皇｣

と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
宗
教
的
・
信
仰
的
背
景
の
解
明
に
つ
な
が

る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
の
も
と
、
以
下
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
世

界
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
ま
た
相
互
の
関
係
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
、
そ
の

特
徴
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一

地
上
世
界

こ
の
地
上
世
界
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
世
界
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
、
そ
の
呼
び
方
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、｢

豊
葦
原
瑞
穂
国

(

と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に)｣

と
い
う
呼
び

方
が
あ
る
。｢

豊
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穂
国｣

(『

古
事
記』

天
孫
降
臨
段)

や

｢

豊
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
国｣

(『

日
本
書
紀』

第
四
段
一
書
第
一)

、｢

葦
原

千
五
百
秋
瑞
穂
国｣

(『

日
本
書
紀』

第
九
段
一
書
第
一)

な
ど
も
類
似
の
呼
称
で

あ
り
、
い
ず
れ
も

｢

葦
原｣

と

｢

瑞
穂｣

が
意
味
を
担
っ
て
い
る
。

｢

葦
原｣

と
い
え
ば
、
最
初
に
出
現
し
た
と
さ
れ
る
神
々
の
中
で
も
最
も
原
初

的
な
も
の
と
推
定
で
き
る

｢

可
美
葦
�
彦
舅
尊

(

う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
ぢ
の
み

こ
と)｣

が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
春
先
の
葦
の
芽
吹
き
に
生
命
の
根
源
を
見
、

世
界
の
原
初
を
重
ね
た
神
格
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

｢

瑞
穂｣

も
本
来
は
、『

国
史
大
辞
典』

の

｢

豊
葦
原
瑞
穂
国｣

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
葦
の
芽
の
聖
な
る
芽
吹
き
を
さ
す
。
そ
こ
に
生

命
力
と
生
産
力
を
感
じ
取
っ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
記
紀
に
お
い
て

｢

穂｣

は
一
般
に
稲
穂
を
さ
す
の
で
、
記
紀
編
纂
の
段
階
で
す
で
に
稲
穂
の
豊
か
な
実
り

1
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