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日
本
語
の
「
神
」、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書

―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―

山
本

秀
樹

一

わ
れ
わ
れ
の
頭
脳
は
、
生
活
を
通
じ
て
得
た
、
膨
大
だ
が
限
ら
れ
た
言
語
情
報
に

よ
っ
て
、
い
ざ
事
あ
ら
ば
い
つ
で
も
言
語
を
引
き
出
し
使
用
で
き
る
言
語
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
（
は
ず
で
あ
る
）。

（

１

）

言
語
は
、
国
語
の
文
法
教
育
等
を
通
じ
て
い
さ
さ
か
の
ゆ
ら
ぎ
も
な
い
秩
序
あ
る

シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
刷
り
込
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
旦
そ
の
習
得

の
実
状
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
す
み
ず
み
ま
で
見
え
ざ
る
神
の
手
の
ご
と

き
法
の
支
配
の
ゆ
き
わ
た
っ
た
、
ゆ
ら
ぎ
の
な
い
秩
序
世
界
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
規
範
情
報
が
一
括
し
て
大
量
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
寸
分

の
ち
が
い
も
な
く
複
製
コ
ピ
ー
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
々

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
語
使
用
の
集
積
と
し
て
個
々
の
脳
内
で
暫
時
独
自
に
構
成
さ
れ

て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
、
ど
こ
で
再
構
成
ミ
ス
が
生
じ
て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
を
か
け
て
行
わ
れ
る
コ
ピ
ー
作
業
の
過
程
で
常
に
暫
定

的
に
運
用
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
で
あ
る
。

書
き
言
葉
で
し
か
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
な
表
現
に
関
す
る
言
語
習
得
の
時
間
が
、

以
前
と
く
ら
べ
て
桁
違
い
に
減
少
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
今
日
、
そ
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
、
そ
う
し
た
人
々
が
書
き
記
す
書
き
言
葉
も
目
に
触
れ
る
機

会
が
以
前
に
く
ら
べ
桁
違
い
に
増
加
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
で
（
格
好
を
付
け
よ
う
と
す
る
気
取
っ
た
無
理
を
し
た
）
表
現
の
明
ら
か
な
（
以

前
の
用
法
を
正
し
い
と
し
た
場
合
の
）
誤
用
・
勘
違
い
に
接
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。テ

レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
、
等
々
、
お
そ
ら
く
日
本
語
は
、
新
た

な
秩
序
―
―
生
活
に
と
っ
て
必
要
最
小
限
の
言
語
習
得
時
間
数
で
行
わ
れ
る
言
語
生

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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活
に
よ
る
語
彙
数
の
減
少
、
習
熟
不
足
（
せ
る
・
さ
せ
る
、
れ
る
・
ら
れ
る
の
単
一

形
化
へ
の
指
向
な
ど
も
そ
の
一
端
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
卒
業
論
文
を
読
ん
で
い
て
、

こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
格
助
詞
を
取
る
動
詞
や
、
す
る
が
付
い
て
動
詞
化
し
た

名
詞
を
眼
に
す
る
こ
と
は
多
い
。
た
と
え
ば
「
鑑
み
る
」
は
今
や
ほ
ぼ
い
い
大
人
で

も
「
を
」
格
に
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
、
等
）、
そ
の
語
彙
数
か
ら
行

わ
れ
る
類
推
に
よ
る
誤
用
の
と
め
ど
も
な
い
伝
播
、
そ
の
語
彙
数
で
形
成
さ
れ
る
テ

ク
ス
ト
、
そ
の
語
彙
数
で
の
在
来
テ
ク
ス
ト
と
の
接
触
―
―
の
再
形
成
に
向
か
わ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
お
そ
ら
く
は
言
語
生
活
史

上
稀
有
の
激
変
期
を
迎
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
意
識
さ
れ
て
く
る
の
が
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
再
構
成
ミ
ス
（
バ
グ
）
を
む
ざ

む
ざ
と
生
じ
る
に
ま
か
せ
ざ
る
を
得
な
い
言
語
習
得
の
実
状
の
こ
と
で
あ
る
。

二

た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
と
ば
の
「
意
味
」
な
ど
と
言
う
。

そ
し
て
、
辞
書
を
ひ
け
ば
そ
こ
に
は
こ
と
ば
の
「
意
味
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
た
ち

が
何
百
頁
に
も
わ
た
っ
て
ず
ら
ず
ら
と
い
な
ら
ん
で
い
る
。

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を
「
意
味
」
だ
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

言
語
使
用
の
実
際
の
場
面
と
は
、
あ
ま
り
関
連
性
を
持
た
な
い
単
語
の
総
合
案
内
情

報
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
実
際
に
は
こ
と
ば
は
使
用
例
と
し
て
し
か
わ
れ
わ
れ
の
頭
に
入
っ
て
こ

な
い
。

そ
の
実
際
の
使
用
例
と
し
て
取
り
入
れ
た
こ
と
ば
の
使
用
例
を
な
ぞ
っ
て
使
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
身
に
付
け
て
い
く
。

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
一
個
一
個
の
頭
脳
に
と
っ
て
こ
と
ば
の
意
味
と
は
、
そ
の

頭
脳
に
取
り
入
れ
た
使
用
例
に
よ
っ
て
相
互
に
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
は
ず
の
も
の
で
、

そ
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
通
常
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
辞
書
的
な
「
意
味
」

な
る
も
の
を
実
際
の
こ
と
ば
の
運
用
上
に
必
要
と
は
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
あ
の
、
辞
書
に
い
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
ば
の
「
意
味
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
た
ち
は
、
実
際
に
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
理
想
気
体
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
こ
そ
辞
書
的
な
説
明
の
た
め
に
新
た
に
産
み

出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
言
う
と
こ
ろ
の
こ
と
ば
の
「
意
味
」
な
る
も
の
は
、

こ
と
ば
の
習
得
、
こ
と
ば
の
使
用
の
後
に
、
言
語
に
よ
る
説
明
が
必
要
と
な
っ
た
と

き
に
便
宜
的
に
事
後
処
理
的
に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
意
味
は
つ
ね
に
空
白
で
あ
り
、
た
だ
し
、
こ
と
ば
の
使
用
例
が
集
積
さ
れ

て
い
き
、
大
量
の
使
用
例
が
意
味
を
産
む
母
胎
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
意

味
」
な
る
も
の
が
言
語
化
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
、「
意
味
」
は
は
じ
め
て
試
験

的
に
産
み
出
さ
れ
る
。

名
詞
を
考
え
て
み
た
と
き
、
事
態
は
明
ら
か
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
こ
と
ば
の

使
用
の
場
面
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
眼
の
前
に
あ
る
物
で
あ
れ
ば
、
そ
の
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音

列
と
眼
の
前
の
ま
さ
に
そ
の
音
列
で
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
事
物
と
の
対
応
の
認

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

知
の
み
が
あ
れ
ば
用
は
済
む
の
で
あ
っ
て
、
何
か
ほ
か
の
事
例
を
考
え
に
入
れ
る
（
こ

と
ば
に
す
る
）
必
要
性
が
生
じ
な
い
か
ぎ
り
は
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の

「
意
味
」
は
必
要
な
い
。

し
か
し
、
眼
の
前
に
あ
り
得
る
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
よ
く
知
っ
て

お
り
、
音
列
や
文
字
と
の
対
応
に
ゆ
ら
ぎ
の
生
じ
よ
う
も
な
い
物
な
ら
い
い
が
、
こ

と
ば
は
常
に
そ
ん
な
物
ば
か
り
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
今
、
問
題
に
し
た
い
「
神
」
な
ど
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
、
眼
の
前

カ
ミ

に
は
見
え
な
い
、
通
常
は
よ
く
知
る
こ
と
の
な
い
、
記

号
と
何
が
対
応
す
る
こ
と

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

に
な
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
対
象
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
「
通
常
は
よ
く
知
る
こ
と
が
な
い
」
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、

個
々
の
頭
脳
が
収
納
し
て
い
る
は
ず
の
こ
と
ば
の
使
用
例
数
、
使
用
回
数
、
使
用
の

ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
容
易
に
あ
り
得
る
単
語
だ
と
い
う
こ

と
で
、
事
後
的
に
「
意
味
」
を
帰
納
し
よ
う
と
し
て
も
、
個
々
の
頭
脳
に
よ
っ
て
そ

の
は
な
は
だ
し
い
ち
が
い
が
生
じ
得
る
単
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
に
日
本
に
生
ま
れ
、
日
本
に
育
っ
た
者
に
と
っ
て
、
こ
の
「
神
」
と
い
う
単
語

は
限
り
な
く
空
白
に
近
い
単
語
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
単
語
に
つ
い
て
の
使
用
例
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
日

常
生
活
の
中
で
頭
の
中
に
入
り
込
ん
で
来
、
そ
う
し
て
そ
れ
ら
の
使
用
例
の
連
絡
は
、

い
ざ
そ
れ
ら
を
「
意
味
」
と
し
て
束
ね
上
げ
な
い
と
い
け
な
い
局
面
を
迎
え
れ
ば
曲

が
り
な
り
の
「
意
味
」
を
作
り
出
す
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

神
は
人
を
救
う
も
の
で
あ
る
。

宗
教
は
癒
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
は
人
の
祈
り
を
か
な
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

本
来
な
ら
、
こ
れ
で
は
「
意
味
」
と
し
て
余
り
に
も
不
錬
成
な
、
思
慮
不
足
な
も

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
満
も
聞
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
曲
が
り
な
り
も
曲

が
り
な
り
、
「
意
味
」
と
い
う
よ
り
も
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
近
い
も
の
だ
が
、
「
意
味
」

を
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
曲
が
り
な
り
な
も
の
を
産
み
出
し
て
し
ま

う
こ
と
を
も
含
む
よ
う
な
事
後
的
な
操
作
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
も
の
を
書
き
出
し
て
み
る
と
、
こ
れ
自
身
が
単
語
の
使
用
例
の

形
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
こ
の
単
語
自
体
が
含

ま
れ
て
い
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
は
、
単
語
自
体
の

意
味
か
ら
は
外
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
ん
な
に
精
密
な
定
義
作
業
を
行
っ
て
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、

こ
の
よ
う
に
文
の
中
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
単
語
が
使
わ
れ
て
し
ま
う

以
上
、
こ
の
単
語
の
意
味
は
、
本
当
は
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
以
外
の
こ
と
で
あ
る

は
ず
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
単
語

の
意
味
自
体
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
「
そ
れ
」
で
あ
る
、
と
、
や
は
り
そ
れ

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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自
体
は
空
白
の
指
示
記
号
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

単
語
の
意
味
自
体
を
把
握
し
て
い
な
く
と
も
（
疑
問
文
）、
あ
る
い
は
、
単
語
の
意

味
が
本
人
に
と
っ
て
あ
や
ふ
や
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
本
人
は
わ
か
っ
て
い
る
つ
も

り
だ
け
の
場
合
だ
っ
て
あ
る
）
、形
だ
け
の
発
言
も
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、

実
際
の
単
語
の
使
用
は
、
お
そ
ら
く
は
言
語
化
さ
れ
た
限
り
の
情
報
と
、
必
要
と
あ

ら
ば
そ
れ
と
関
連
し
て
脳
内
で
結
び
つ
け
る
こ
と
の
出
来
る
情
報
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
必
要
最
小
限
の
情
報
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
常
生
活
を
送
る
う
ち
に
、
た
と
え
ば
「
神
」
に
関

す
る
こ
の
よ
う
な
類
の
使
用
例
（
ま
た
は
、
そ
れ
ら
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
が
連
合
し
た
観
念
）
が
、
無
宗
教
と
言
わ
れ
る
（
す
な
わ
ち
宗
教
に
関

す
る
何
ら
の
公
準
を
示
さ
な
く
な
っ
た
）
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
無
限
定

に
ど
の
よ
う
な
神
に
つ
い
て
も
推
し
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
神
に
つ

い
て
の
情
報
を
多
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
者
は
（
教
養
の
あ
る
人
間
は
）、
そ
の
よ
う

な
無
限
定
な
ひ
き
あ
て
（
引
水
）
は
単
な
る
先
入
観
と
い
う
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
ま
た
、「
神
」
と
い
う
こ
と
ば
に
関

す
る
情
報
（
知
識
）
の
一
種
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
情
報
の
多
寡
に
よ
っ
て
生
じ

る
偏
差
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
個
々
の
頭
が
作
り
出
す
「
意
味
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
く
、
い
ず
れ
も
が
「
意
味
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
意
味
」
と
し
て
相
違
す

る
の
で
あ
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
神
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
は
す
で
に
ど
こ
と
な
く
西
洋
的
な
唯

一
神
の
雰
囲
気
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
頃
日
本
の
「
神
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

の
情
報
を
得
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
単
語
「
神
」
の
意
味
は

日
本
化
の
し
よ
う
が
な
い
。
ま
っ
た
く
気
が
付
か
な
い
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
単
語

「
神
」
の
意
味
は
と
り
と
め
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
に
お
い
て
接
す
る
神
に
関
す
る
情
報
と
言
え
ば
、

神
社
参
拝
体
験
と
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
入
っ
て
く
る
断
片
的
な
宗
教
に
関
す
る
情

報
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
新
興
宗
教
に
つ
い
て
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、

た
い
て
い
の
場
合
人
々
の
関
心
（
あ
る
い
は
そ
の
関
心
に
応
じ
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
マ
ス
コ
ミ
の
流
布
す
る
と
こ
ろ
）
に
応
じ
て
圧
倒
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（

２

）

た
い
て
い
の
日
本
人
は
正
月
に
な
る
と
神
社
に
初
詣
に
出
か
け
る
だ
ろ
う
が
、
そ

こ
で
神
に
関
す
る
説
明
・
教
説
の
類
を
受
け
取
る
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
日
本
の
神
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
説
明
（
使
用
例
）
を
受
け
取
る
こ
と

が
な
い
か
ら
、
事
後
的
に
は
、
そ
の
空
白
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
得
た
神
の
イ
メ

ー
ジ
が
そ
の
ま
ま
関
連
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

神
社
の
参
拝
も
ま
た
、
た
い
て
い
は
お
祈
り
を
聞
き
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ

て
の
こ
と
で
あ
り
、
神
は
祈
り
を
受
け
取
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
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し
か
し
、
こ
の
現
代
日
本
の
「
神
」
像
は
、
実
は
、
き
わ
め
て
素
性
得
体
の
知
れ

ぬ
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
近
代
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
雨
月
物
語
』
で
今
日
に
も
名
を
知
ら
れ
る
江
戸
時
代
の
町
人
国
学
者

上
田
秋
成
は
、
七
十
歳
を
越
え
て
記
し
た
随
筆
『
胆
大
小
心
録
』
に
神
に
関
す
る
数

条
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
上
田
秋
成
集
』
で
三
〇
・
三
一
・
三
三
）
を
書
き
記
し

（

３

）

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
神
が
、
人
の
善
悪
邪
正
を
気
に
と
め
ず
、
人
が
自
分
に
よ
く

仕
え
る
か
ど
う
か
の
み
を
判
断
す
る
性
質
を
持
つ
も
の
で
、
そ
の
点
狐
や
狸
と
同
じ

よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

秋
成
が
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
裏
付
け
と
な
る
も
の
は
、
国
学
者
ら
し
く
六
国
史

の
記
事
に
見
え
る
神
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。

秋
成
は
、
狼
（
大
神
）
ど
う
し
の
あ
ら
そ
い
を
仲
裁
し
た
人
を
、
神
が
天
皇
の
夢

に
現
れ
て
召
し
使
う
よ
う
告
げ
た
話
に
よ
っ
て
、
神
が
自
分
に
よ
く
仕
え
る
も
の
を

評
価
す
る
と
判
断
す
る
。
こ
の
話
の
場
合
、
こ
の
狼
が
神
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
秋
成
が
神
を
狐
や
狸
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
こ
と
に
も
関
係
し

て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
た
秋
成
は
さ
ら
に
富
士
山
頭
の
浅
間
明
神
が
神
官
の
祭
祀
の
怠
り
へ
の
怒
り
に

よ
っ
て
噴
火
を
引
き
起
こ
し
駿
河
甲
斐
両
国
の
民
に
災
い
が
及
ん
だ
そ
の
理
不
尽
さ

を
述
べ
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
阿
蘇
山
の
石
神
が
噴
火
に
よ
っ
て
い
く
さ
が
起
こ
る

こ
と
の
前
兆
と
し
、
治
国
の
助
け
を
な
し
た
こ
と
を
述
べ
、
浅
間
・
阿
蘇
二
神
の
態

度
の
ち
が
い
を
指
摘
す
る
。
秋
成
は
こ
れ
ら
か
ら
も
ま
た
、
神
が
お
の
れ
に
よ
く
仕

え
る
者
に
よ
く
し
、
お
の
れ
に
よ
く
仕
え
な
い
者
に
は
理
不
尽
な
ま
で
の
災
い
を
も

た
ら
し
て
も
な
お
い
さ
さ
か
も
意
に
介
す
る
こ
と
の
な
い
性
質
を
持
つ
、
と
い
う
判

断
を
導
き
出
し
た
、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
こ
れ
ら
二
話
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。秋

成
が
こ
こ
で
、
神
と
、
そ
の
人
の
善
悪
邪
正
へ
の
無
関
心
に
の
み
、
関
心
を
し

ぼ
っ
て
記
す
の
は
、
そ
の
背
後
に
、
無
根
拠
の
荒
唐
無
稽
と
し
か
思
わ
れ
な
い
論
敵

本
居
宣
長
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
歴
史
を
司
る
禍
福
二
神
説
へ
の
憤
懣
が

わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
そ
の
よ
う
に
し
て
神
が
与
え

る
も
の
と
人
の
善
悪
と
の
無
関
係
が
言
え
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
日
本
の
神

は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
神
は
人
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
し
、
人

を
癒
す
も
の
で
あ
る
は
ず
も
な
け
れ
ば
、
人
は
神
に
祈
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

の
祈
り
に
応
え
る
筋
合
い
が
あ
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
か
っ
た
。

四

日
本
の
神
は
国
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
に

つ
い
て
ま
た
極
め
て
印
象
的
に
教
え
て
く
れ
る
の
が
備
前
・
備
中
両
国
『
吉
備
津
宮

縁
起
』
で
あ
る
。

（

４

）

ま
ず
は
「
神
」
は
い
つ
か
ら
「
神
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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し
て
、
備
中
「
吉
備
津
神
社
縁
起
」
の
一
本
『
備
中
吉
備
津
宮
縁
起
』
（
一
）
（
吉
備

津
神
社
蔵
写
本
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

（
吉
備
津
彦
命
は
）
存
生
、
大
将
軍
と
な
り
（
中
略
）
世
を
去
る
の
後
は
霊
神

と
顕
れ
給
は
ば
（
原
漢
文
―
以
下
同
様
）

す
な
わ
ち
吉
備
津
彦
命
は
孝
霊
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
が
、
存
生
中
は
人
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
将
軍
と
し
て
こ
の
地
の
非
従
属
的
支
配
者
を
制
圧
す
る

た
め
に
遣
わ
さ
れ
、
こ
の
地
の
非
従
属
的
支
配
者
を
制
圧
し
屈
服
さ
せ
た
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
地
の
支
配
者
と
な
り
、
薨
後
「
霊
神
」
と
し
て
姿
を
現
し
た
。

同
書
に
よ
れ
ば
「
霊
神
と
成
っ
て
威
験

倍

あ
ら
た
な
れ
ば
」
崇
神
天
皇
の
時
、

ま
す
ま
す

宮
が
造
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
成
務
天
皇
の
時
に
吉
備
国
を
前
中

後
に
三
分
し
た
際
、
前
後
に
勧
請
、
三
国
の
「
鎮
守
」
と
し
、「
貴
賤
崇
敬
し
奉
り
、
寔

ま
こ
と

に
利
罰
、
余
神
に
勝
っ
て
あ
ら
た
な
れ
ば
」
と
あ
る
。

神
は
国
を
鎮
め
守
る
者
で
あ
り
、
利
罰
を
下
す
者
で
あ
り
、
こ
こ
に
あ
る
姿
は
ま

さ
し
く
現
実
の
支
配
者
が
霊
化
さ
れ
、
実
体
を
無
く
し
て
こ
の
世
の
者
に
は
手
の
届

か
な
く
な
っ
た
、
一
次
元
上
位
レ
ベ
ル
化
し
た
超
越
的
な
姿
と
言
え
、
こ
こ
に
あ
る

神
は
、
あ
る
意
味
、
現
実
に
手
の
届
く
次
元
か
ら
超
え
出
て
、
そ
れ
に
歯
向
か
う
可

能
性
す
ら
無
く
な
っ
た
支
配
者
の
姿
と
言
え
る
。

こ
こ
に
お
い
て
神
は
、
現
実
の
支
配
者
の
投
影
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
神
は
人
の
願
い
を
き
く
。
こ
だ
わ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
人
の
祈
り

を
聞
く
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
書
に
は
次
の
よ
う
に
も
記
す
。

遂
に
霊
神
と
顕
れ
、
信
心
の
衆
生
に
は
諸
願
を
成
就
せ
し
め
給
ふ
。

信
心
の
衆
生
の
諸
願
成
就
と
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
元
来
は
人
の
願
い
を
か
な
ら
ず

し
も
聞
く
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
神
も
、
仏
寺
に
影
響
を
受
け
て
諸
願
を
成
就
す

る
よ
う
に
な
っ
た
、
仏
的
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
辺
り
は
よ
り
仏
教
色
の
濃
い
（
そ
れ
は
他
本
に
見
え
な
い
叡
山
慈
覚
大
師
の

宿
願
説
話
等
々
等
々
、
こ
の
本
が
持
つ
記
述
か
ら
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
）『
備

中
吉
備
津
宮
縁
起
』
（
二
）
（
吉
備
津
神
社
蔵
写
本
）
で
は
、
吉
備
津
彦
に
降
伏
し
服

属
す
る
吉
備
津
冠
者
に
す
べ
て
の
記
述
を
負
わ
せ
て
は
い
る
が
（
こ
の
本
で
は
吉
備

津
彦
は
、
吉
備
津
冠
者
に
「
霊
神
と
顕
れ
給
へ
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
霊
神
と
な

っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
）、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
決
定
的
な
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い

て
、
元
来
そ
れ
が
仏
教
由
来
の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

①
吉
備
津
冠
者
は
則
ち
霊
神
と
現
れ
、
衆
生
済
度
の
悲
願
を
生
じ
給
ひ
、
（
以

下
他
本
に
な
い
叡
山
慈
覚
大
師
の
当
社
へ
の
宿
願
説
話
に
接
続
す
る
。
原
漢
文

―
以
下
同
様
）

②
（
降
伏
時
に
吉
備
津
彦
に
対
し
て
吉
備
津
冠
者
が
言
う
こ
と
ば
）
「
世
を
捐す

て
て
後
、
霊
神
と
顕
れ
給
へ
。
我
、
一
の
使
者
と
な
っ
て
国
民
に
賞
罰
を
加
え

ん
」
と
。

こ
れ
ら
は
先
の
本
に
も
こ
れ
に
当
た
る
箇
所
に
こ
れ
に
当
た
る
記
述
が
あ
っ
て
、

①
は
要
す
る
に
主
語
を
「
吉
備
津
冠
者
」
と
書
く
か
、「
吉
備
津
彦
」
と
書
く
か
だ
け
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の
簡
単
な
推
敲
的
相
違
な
の
で
、
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
の
書
き
換
え
関
係
に
あ
る

こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
こ
の
記
述
が
吉
備
津
彦
に
関
わ
る
記
述
で
あ
る
か
、

吉
備
津
冠
者
に
関
わ
る
記
述
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
彼
ら
（
吉
備
津
彦
と
吉
備
津
冠
者
）
は
「
衆
生
を
済
度
す

る
悲
願
」
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
菩
薩
的
存
在
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

衆
生
を
済
度
す
と
言
え
ば
そ
の
先
は
仏
の
境
位
で
あ
る
悟
り
か
、
あ
る
い
は
極
楽
浄

わ

た

土
で
し
か
あ
り
得
な
い
（
先
の
『
備
中
吉
備
津
宮
縁
起
』（
一
）
に
は
「
五
社
次
第
」

と
い
う
別
紙
が
末
尾
に
付
属
的
に
写
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
正
宮
内
神
六
所
を
「
或

い
は
千
手
（
観
音
）
、
或
い
は
阿
弥
陀
（
如
来
）
。
本
地
、
虚
空
蔵
（
菩
薩
）
」
と
あ

る
こ
と
も
参
考
に
し
て
い
い
だ
ろ
う
）。

ま
た
、
こ
の
本
②
で
は
「
霊
神
と
顕
れ
」
る
の
は
「
世
を
捐
て
た
後
」
と
表
現
す

る
の
は
、
実
際
に
は
「
薨
後
」
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
表
現
と
し
て
は
明

ら
か
に
仏
教
的
で
あ
る
。

先
の
本
で
は
②
に
当
た
る
箇
所
（
降
伏
時
の
吉
備
津
冠
者
の
こ
と
ば
）
が

「
世
を
去
り
て
の
後
は
霊
神
と
顕
れ
給
は
ば
、
（
私
は
）
使
者
と
な
っ
て
末
世

永
劫
ま
で
信
□
（
心
で
あ
ろ
う
）
の
衆
生
に
賞
罰
を
加
え
ん
」
と
。

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
菩
薩
的
単
語
を
使
用
し
て
記
述
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

吉
備
津
冠
者
が
国
民
に
対
し
て
与
え
る
具
体
を
言
え
ば
先
の
本
が
別
の
箇
所
で
用
い

た
単
語
「
利
罰
」
は
な
く
、
よ
り
一
層
現
実
の
支
配
者
的
な
「
賞
罰
を
加
え
る
」
箇

所
だ
け
し
か
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
本
は
神
を
仏
教
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
一
層
徹
底
的
で

あ
り
、
な
お
か
つ
、
神
が
現
実
の
支
配
者
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
も

（
二
つ
の
本
を
比
較
し
て
言
え
ば
）
よ
り
徹
底
的
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
見
、
神
の
性
格
を
分
裂
さ
せ
て
い
る
、
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
う
で
は

な
く
、
結
局
は
、
神
と
い
う
次
元
に
お
い
て
仏
教
が
世
俗
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
当
時
（
大
き
く
言
っ
て
室
町
時
代
で
あ
ろ
う
）
の
日
本
の
神
の
世
俗
的
性
質

を
示
す
言
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
現
実
の
世
界
―
―
世
俗
の
レ
ベ
ル
か
ら
地

続
き
の
神
の
次
元
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
「
俗
」
レ
ベ
ル
と
切
れ
た
「
聖
」
な
る
次
元

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
太
陽
（
神
）
が
虚
空
で
は
な
く
、
地
続
き
の
（
で
あ
る
と
し
か

観
念
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
）「
高
天
原
」
と
い
う
、
は
る
か
に
高
い
高
所
で
は
あ
る
が
、

高
原
を
歩
き
、
洞
穴
に
隠
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
相
即
で
あ
る
。

、

五

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
吉
備
津
宮
縁
起
に
か
な
ら
ず
存
在
す
る
わ

け
で
は
な
い
。

吉
備
津
宮
縁
起
は
か
な
ら
ず
し
も
テ
ク
ス
ト
内
部
の
記
述
に
一
貫
性
を
持
た
せ
整

合
性
を
取
ろ
う
と
す
る
配
慮
の
行
き
届
い
た
テ
ク
ス
ト
群
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
そ
の
場
そ
の
場
の
必
要
性
に
応
じ
て
、
あ
る
部
分
を
必
要
な
要
素
に
付
け
替

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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え
よ
う
と
し
た
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
る
（
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
い

と
ま
は
な
い
が
）。

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
異
な
る
複
数
の
諸
テ
ク
ス
ト
を
わ
れ
わ
れ
が
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
吉
備
津
神
社
一
社
に
幸
運
に

も
複
数
の
諸
テ
ク
ス
ト
が
伝
存
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
ら
複
数
の
諸
テ
ク
ス
ト
を
藤
井

駿
氏
の
仕
事
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
一
望
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
二

重
の
幸
運
が
働
い
て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

要
す
る
に
、
吉
備
津
宮
縁
起
群
は
、
一
社
内
部
に
お
け
る
そ
の
発
展
段
階
を
追
え

る
状
態
で
残
っ
て
い
る
、
非
常
の
幸
運
に
恵
ま
れ
た
縁
起
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
こ
の
縁
起
が
伝
え
る
内
容
が
、「
神
話
」
な
の
だ
、
と
か
、

「
伝
説
」
な
の
だ
、
と
か
、
と
い
う
考
え
に
、
余
り
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
眼
の
前
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
諸
テ
ク
ス
ト
は
、
一
つ
の
神
社
が
、
み

ず
か
ら
の
由
来
を
書
い
た
、
言
わ
ば
公
認
の
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
書
庫
に
伝
え

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
複
数
の
テ
ク
ス
ト
（
書
き
記
さ
れ
た
も
の
）
に
明
ら
か
な

記
述
の
異
同
が
あ
り
、
し
か
も
、「
異
同
」
と
は
言
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
同

様
の
表
現
、
同
様
の
記
述
の
流
れ
か
ら
成
る
テ
ク
ス
ト
の
部
分
部
分
が
明
ら
か
に
誰

か
の
手
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
、
―
―
そ
の
よ
う
な
文
書
作
成
作
業
の
結

果
生
じ
た
複
数
の
文
書
な
の
で
あ
る
。

六

さ
て
、
ま
た
別
の
一
写
本
―
―
日
本
書
紀
を
引
用
で
き
る
『
備
中
一
品
吉
備
津
彦

明
神
縁
起
』（
吉
備
津
神
社
蔵
写
本
）
は
、
先
に
掲
げ
た
二
写
本
の
よ
う
な
迂
闊
な
こ

と
は
記
さ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
神
に
な
っ
た
と
も
書
い
て
い
な
い
。

日
本
書
紀
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
は
、
戦
国
時
代
が

終
わ
り
、
泰
平
の
世
が
訪
れ
、
文
物
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
文
献
記
述
に
合
わ

せ
て
縁
起
本
文
を
変
更
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
）
の
だ
か
ら
、
そ
ん

な
こ
と
を
書
い
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も
日
本
書
紀
が
言
う
皇
族
が
神
の
家
系
で
あ

る
こ
と
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
本
は
、
吉
備
津
彦
（
人
皇
第
七
代
孝
霊
天
皇
皇
子
）
が
薨
後
、
第
十
七
代
仁

（
マ
マ
）

徳
天
皇
の
時
に
「
示
現
」
し
て
「
我
を
当
国
の
一
宮
大
明
神
と
名
づ
け
よ
。
乃
ち
こ

の
地
に
垂
迹
し
て
永
く
こ
の
国
を
護
持
せ
ん
の
み
」
と
告
げ
た
の
で
（
記
述
が
な
い

た
め
不
分
明
だ
が
、
こ
れ
は
「
天
皇
の
夢
に
示
現
し
た
」
の
だ
と
思
わ
れ
る
）
、
「
こ

れ
に
因
っ
て
天
皇
は
勅
し
て
五
社
の
神
殿
を
建
立
し
、
七
十
二
宇
の
末
社
を
創
営
し
」

た
と
い
う
。

す
な
わ
ち
こ
の
本
は
、
社
に
祀
ら
れ
る
神
が
、
い
つ
か
ら
神
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
明
記
せ
ず
、
神
社
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
の
起
源
を
記
す
と

い
う
態
度
を
選
ん
で
い
る
。

た
だ
吉
備
津
彦
が
「
永
く
こ
の
国
を
護
持
し
よ
う
」
と
言
っ
た
そ
の
記
述
は
、
彼

の
生
前
の
徳
政
の
記
述
か
ら
引
き
続
き
の
も
の
で
あ
り
、
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（
吉
備
津
彦
）

命

の
齢
寿
永

久
に
、
威
を
四
海
に
振
る
い
、
徳
は
万
世
に
顕

み
こ
と

と
こ
し
な
え

ら
か
に
、
天
下
の
政
道
は
正
直
に
し
て
国
郡
の
民
家
繁
栄
し
た
る
な
り
。
す
で

に
し
て
い
よ
よ
（
原
文
「
既
而
弥
」
は
い
さ
さ
か
意
を
取
り
に
く
い
が
マ
マ
）

数
十
年
に
し
て
三
月
十
九
日
薨
ず
。
時
に
御
年
二
百
八
十
余
歳
。
乃
ち
吉
備
中

山
に
葬
す
（
「
今
」
の
山
名
を
記
す
割
注
略
）。
第
十
七
代
仁
徳
天
皇
之
時
、
彦

（
マ
マ
）

命
示
現
し
て
曰
く
（
後
略
）

そ
の
意
味
で
、
彼
も
や
は
り
死
後
も
為
政
者
と
し
て
国
民
の
擁
護
者
―
―
「
国
を
護

り
持
す
る
」
者
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
吉
備
津
宮
縁
起
諸
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
れ
ま
で

に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
ち
が
い
を
含
み
つ
つ
も
、
こ
の
、
生
前
に
為
政
者
で
あ
っ

た
者
が
、
死
後
に
も
為
政
者
た
り
続
け
る
と
い
う
線
に
お
い
て
異
な
り
を
生
ず
る
こ

と
は
な
い
。

こ
れ
ら
と
共
に
、
現
に
吉
備
津
宮
の
諸
社
に
祀
ら
れ
る
、
天
皇
の
血
族
に
連
絡
さ

れ
た
実
際
の
吉
備
国
各
地
域
の
支
配
者
た
ち
の
祖
た
ち
の
名
前
を
見
る
と
き
（
も
っ

と
も
見
や
す
く
は
『
吉
備
群
書
集
成
』
第
五
輯
（
吉
備
群
書
集
成
刊
行
会
、
昭
和
六

年
）
所
収
沼
田
頼
輔
「
吉
備
津
神
社
記
」
三
九
六
、
三
九
七
頁
。
こ
の
記
が
近
代
の

刊
行
物
の
た
め
か
、
集
成
の
解
題
は
こ
の
記
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
が
、
原

本
は
お
そ
ら
く
明
治
四
十
四
年
に
吉
備
津
神
社
が
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
）、
こ
の
神

々
が
現
実
の
支
配
者
た
ち
の
祖
霊
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、
民
俗
学

の
調
査
か
ら
す
る
考
察
以
前
か
ら
、
疑
い
よ
う
も
な
く
日
本
の
神
は
祖
霊
が
昇
格
さ

せ
ら
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

七

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
私
は
い
さ
さ
か
、
私
が
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
吉
備
津

宮
縁
起
諸
テ
ク
ス
ト
の
異
な
り
の
意
味
を
説
明
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、（
吉
備
津
宮
に
関
係
す
る
縁
起
テ
ク
ス
ト
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
ま
だ
ま
っ
た
く

触
れ
て
い
な
い
系
統
の
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
こ
の
縁
起
諸
テ
ク
ス
ト

の
多
様
性
の
全
貌
を
察
知
し
て
い
た
だ
け
る
記
述
に
は
程
遠
い
も
の
な
の
で
あ
り
、）

ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ

こ
の
縁
起
諸
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
中
で
、
優
勢
を
占
め
る
共
通
の
本
文
を
持
つ
複
数

の
写
本
グ
ル
ー
プ
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
標
準
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
定
め
る
、
と
い

っ
た
、
通
常
の
写
本
群
に
ほ
ど
こ
す
処
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
極
め
て
特

異
な
伝
残
の
さ
れ
方
を
し
て
い
る
諸
写
本
群
で
あ
り
、
標
準
的
テ
ク
ス
ト
を
定
め
ら

れ
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
さ
わ
り
程
度
に
も
せ
よ
、
諸
写
本
の
記
述
に

足
を
取
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
テ
ク
ス
ト
と
い
う
の
が
そ
の
実
状
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
の
諸
写
本
に
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
く
、

お
そ
ら
く
は
当
時
の
政
治
情
勢
文
化
状
況
の
変
転
に
応
じ
た
、
神
に
関
す
る
記
述
の

変
更
の
試
み
と
し
て
、
日
本
の
神
語
り
に
生
じ
た
変
化
と
生
じ
な
か
っ
た
変
化
の
双

方
を
湛
え
た
好
個
の
諸
写
本
群
な
の
で
あ
る
（
な
お
、
図
書
学
に
お
い
て
用
い
る
「
写

本
」
の
語
は
、
そ
れ
が
印
刷
本
で
な
く
、
人
の
手
で
書
か
れ
た
本
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
こ
と
ば
で
、
稿
本
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
。「
写
さ
れ
た
本
」
の
意
味
で
は
な

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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い
。
長
沢
規
矩
也
『
図
書
学
辞
典
』
（
三
省
堂
（
汲
古
書
院
）
、
昭
和
五
十
四
年
（
平

成
三
年
））
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

さ
て
、
話
は
急
転
、
元
の
流
れ
に
復
す
。

こ
れ
ら
は
、
今
日
、
触
れ
よ
う
と
思
え
ば
触
れ
ら
れ
る
神
に
関
す
る
記
述
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
一
切
人
々
の
脳
内
に
入
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
記

述
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
普
通
、
一
切
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
日
本
の
「
神
」

に
関
す
る
情
報
ぬ
き
に
生
き
る
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
述
べ

る
必
要
も
感
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
、
今
日
の
共
時
言
語
学
の
常
識
で
言
え
ば
、
言

語
は
言
語
史
と
切
り
離
さ
れ
て
一
個
の
組
織
―
―
共
時
態
た
り
得
る
。

（

５

）

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
「
意
味
」
と
い
う
も

の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
内
に
収
納
さ
れ
て
い
る
引
き
出
し
得
る
情
報
に
も
と
づ
い
て
、

そ
の
連
関
が
付
け
ら
れ
、
仮
に
創
り
出
さ
れ
る
像
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
単
語
に
お
い
て
は
、
多
く
の
日
常
の
使
用
例
を
通
じ
て
、
人

々
の
間
に
共
有
さ
れ
る
情
報
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
の
共
有
性
は
高
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
典
型
的
と
は
言
え
な
い
事
例
、
認
識
の
中
心

に
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
ば
の
周
縁
的
事
例
に
よ
っ
て
、
事
の
実
際
が
意
識
さ
せ

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
そ
の
意
味
、
や
は
り
、
か
つ
て
文
化
人
類
学
と
い
う
学
問
領

域
を
日
本
人
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
力
あ
っ
た
山
口
昌
男
氏
の
『
文
化
と
両
義
性
』（
岩

波
書
店
、
昭
和
五
十
年
）
が
定
式
化
し
日
本
人
に
印
象
づ
け
た
「
中
心
と
周
縁
」
と

い
う
認
識
手
法
の
有
効
性
を
こ
こ
で
も
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
山
口
氏
説
と
し
て

池
上
嘉
彦
『
記
号
論
へ
の
招
待
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
五
十
九
年
）
に
も
一
般
化
さ
れ

て
い
る
）。

瞑
想
と
い
う
特
殊
な
方
法
に
よ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
の
真
理
的
認
識
を
射
止
め

よ
う
と
し
た
営
み
の
結
果
の
一
つ
が
、
今
「
仏
教
」
と
い
う
、
単
純
に
は
宗
教
に
分

（

６

）

類
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
に
は
多
く
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
意
味
で
、

人
間
の
脳
裏
に
認
識
さ
れ
る
す
べ
て
の
物
（
の
存
在
・
意
味
）
が
仮
の
縁
起
（
連
関

生
起
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
諸
行
無
常
）
と
い
う
認
識
は
、
す
ぐ

れ
て
言
語
論
的
認
識
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

今
現
在
、
言
語
学
の
概
論
で
お
な
じ
み
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
＝
ソ
ス
ュ
ー
ル

『
一
般
言
語
学
講
義
』（
シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
セ
シ
ュ
エ
編
集
再
構

築
、
一
九
一
六
）
で
定
式
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
言
語
の
二
相
、
ラ
ン
グ
は
社
会
的

で
、
パ
ロ
ー
ル
は
個
人
に
属
す
る
も
の
、
と
い
う
規
定
に
、
ソ
ス
ュ
ー
ル
以
降
ど
の

よ
う
な
洗
練
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
今
の
私
の
知
る
と
こ
ろ
は
す

く
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
一
九
五
八
年
に
は
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
コ
セ
リ
ウ

（

７

）

が
『
う
つ
り
ゆ
く
こ
そ

こ
と
ば
な
れ
―
サ
ン
ク
ロ
ニ
ー
・
デ
ィ
ア
ク
ロ
ニ
ー
・
ヒ
ス

ト
リ
ア
（
共
時
態
・
通
時
態
・
歴
史
）
―
』（
原
書1958

初
版
、1973

第
二
版
、
田

中
克
彦
・
か
め
い
た
か
し
訳
、
ク
ロ
ノ
ス
、
昭
和
五
十
六
年
）
と
し
て
翻
訳
さ
れ
る

書
物
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
性
の
定
義
、
尊
重
に
お
い
て
そ
れ
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社

会
学
に
よ
る
、
先
入
観
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
一
致
を
見
せ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
が
確
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か
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
し
ま
う
と
（
二
二
頁
）、
い
か
に
も

そ
れ
ら
が
は
た
し
て
言
語
の
実
相
に
即
し
た
後
験
的
規
定
な
の
か
ど
う
か
が
疑
わ
れ

て
し
ま
う
。

今
、
蟷
螂
の
斧
の
愚
を
恐
れ
ず
私
な
り
に
言
え
ば
、
ラ
ン
グ
な
ど
、
始
め
か
ら
は

あ
り
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
パ
ロ
ー
ル
の
み
が
現
実
に
は
あ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
パ
ロ
ー
ル
は
外
か
ら
取
り
入
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
み
ず
か
ら
の
脳
外
の
世
界
に
あ
る
無
数
の
パ
ロ
ー
ル
と

多
く
の
共
通
性
を
持
ち
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
ま
た

あ
る
種
の
ど
こ
に
も
存
在
し
は
し
な
い
理
想
気
体
の
ご
と
き
ラ
ン
グ
な
る
も
の
が
、

言
語
学
者
の
手
に
よ
っ
て
事
後
的
に
産
み
出
さ
れ
る
。

（

８

）

し
か
し
、
実
は
そ
の
共
通
を
本
当
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ

っ
て
、
と
い
う
の
は
、「
論
理
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
特
殊
命
題
か
ら
普
遍
命
題
を
推

論
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
と
え
特
殊
命
題
の
数
が
ど
れ
ほ
ど
多
か
ろ
う
と
、
正
当

化
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
抽
出
さ
れ
た
い
か
な
る
結
論
も
、

つ
ね
に
、
間
違
っ
た
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
白
い
白
鳥
が
ど
れ
ほ
ど
の
数
観

察
さ
れ
た
か
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
白
鳥
が
白
い
と
い
う
結
論
の

保
証
に
は
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』

一
九
三
四
年
刊
）
。
あ
る
い
は
、「
カ
ン
ト
が
そ
の
小
「
論
理
学
」
で
示
し
た
よ
う
に
、

（

９

）

「
経
験
の
対
象
は
名
目
論
的
定
義
に
は
到
達
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
」（
前
掲
コ
セ

リ
ウ
『
う
つ
り
ゆ
く
こ
そ

こ
と
ば
な
れ
』
田
中
克
彦
・
か
め
い
た
か
し
訳
、
一
三
頁
）
。

ラ
ン
グ
こ
そ
、
す
ぐ
れ
て
、
す
べ
て
の
物
の
背
後
に
見
え
ざ
る
神
の
手
に
よ
る
法

の
支
配
を
想
定
す
る
こ
と
が
習
い
性
に
な
っ
た
一
神
教
文
化
圏
の
学
問
の
産
物
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
見
る
と
、
本
稿
で
意
識
し
て
き
た
辞
書
的
な
「
意
味
」
な
る

も
の
も
、
か
な
り
便
宜
的
所
産
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
方
に
お
い
て
ラ
ン
グ
的
所
産
で

あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

〈
注
〉

（
１
）
大
脳
皮
質
上
に
お
け
る
実
際
上
の
文
の
形
成
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
（
欧
米
学
界
の
通

例
か
ら
し
て
す
で
に
修
正
・
変
更
等
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
）
ジ
ル
・
フ

ォ
コ
ニ
エ
の
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
（
『
思
考
と
言
語
に
お
け
る
マ
ッ
ピ
ン
グ
―
メ
ン
タ

ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
の
意
味
構
築
モ
デ
ル
―
』
坂
原
茂
・
田
窪
行
則
・
三
藤
博
訳
、
岩
波

書
店
、
平
成
十
二
年
）
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
が
実
際
に
か
な
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

（
２
）
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
の
前
提
と
し
て
一
神
教
の
神
―
―
た
と
え
ばG

od

を
日
本
で
「
神
」

と
翻
訳
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
以
降
の
本
稿
の
記
述
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
わ
か
り
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
―

―
そ
れ
以
前
に
、
柳
父
章
『
「
ゴ
ッ
ド
」
は
神
か
上
帝
か
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
平
成
十
三

年
。
初
出
『
ゴ
ッ
ド
と
上
帝
―
歴
史
の
な
か
の
翻
訳
者
―
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十
一
年
）

一
一
四
～
一
二
八
頁
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
。

元
来
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
の
清
朝
中
国
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
のG

od

を
中
国
語
「
神
」

と
訳
す
か
「
上
帝
」
と
訳
す
か
で
議
論
が
あ
り
、「
神
」
派
、
「
上
帝
」
派
と
割
れ
て
い
た

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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結
果
が
、
日
本
に
お
け
る
訳
語
に
持
ち
込
ま
れ
、
中
国
語
の
「
神
」
と
も
異
な
る
日
本
の

「
神
」
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

元
来G

od
と
日
本
の
「
神
」
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。

本
来
何
の
関
係
も
な
く
、
ま
る
で
性
格
の
異
な
る
も
の
が
イ
コ
ー
ル
で
つ
な
が
れ
て
し

ま
い
、
の
ち
に
は
そ
の
状
態
が
空
気
の
存
在
の
ご
と
き
自
然
さ
に
な
り
、
一
方
の
概
念
が

他
方
の
概
念
を
押
し
流
し
て
し
ま
っ
て
も
何
の
疑
問
も
抱
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
に
翻
訳
語
関
係
の
お
そ
ろ
し
さ
が
あ
る
。

一
方
、
米
井
力
也
「
デ
ウ
ス
の
御
内
証
」（
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
学
―
殉
教
を
う
な
が
す

声
―
』
平
凡
社
選
書

、
平
成
十
年
。
第
四
章
）
一
五
一
頁
に
よ
れ
ば
、
安
土
桃
山
時
代

181

の
日
本
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、
ま
ず
仏
教
語
「
大
日
（
如
来
）
」
の
語
を
選

択
し
、
や
が
て
教
義
の
ま
っ
た
く
の
異
な
り
が
意
識
さ
れ
て
廃
さ
れ
（
と
い
う
こ
と
は
、

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
教
義
が
普
遍
的
な

も
の
で
あ
り
、
宗
教
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
同
じ
宗
教
語
た
る
こ
と
を
信
頼
し
て
、
仏
教
語
を
選
び
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
）、
原
語
た
る
ラ
テ
ン
語
「
デ
ウ
ス
」
が
用
い
ら
れ
た
。

（
３
）
以
下
に
原
文
を
示
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
漢
字
・
仮
名
表
記
に
は

手
を
加
え
て
あ
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
上
田
秋
成
集
』
（
中
村
幸
彦
校
注
、
岩
波
書

店
、
昭
和
三
十
四
年
）
の
条
数
で
三
〇
・
三
一
。
引
用
も
同
書
に
よ
る
。）

仏
氏
云
ふ
。「
神
仏
同
体
」
と
。

翁
お
も
ふ
。
仏
は
聖
人
と
同
じ
く
、
善
根
を
う
へ
て
大
樹
と
さ
か
へ
さ
せ
、
つ
い

に
世
界
を
覆
ふ
に
い
た
る
べ
し
。
う
き
世
の
民
に
袖
覆
ふ
と
云
ふ
師
は
小
乗
の
み
。

神
は
神
に
し
て
、
人
の
修
し
得
て
神
と
な
る
に
あ
ら
ず
。『
易
』
云
ふ
。「
陰

陽

不
レ

ハ

ズ

測

謂
二

之

神
一

」
。
は
か
る
べ
か
ら
ず
の
事
明
ら
か
也
。
さ
れ
ば
こ
そ
人
の
善

ラ

フ

ヲ

ト

悪
邪
正
の
論
断
な
き
歟
。
我
に
よ
く
つ
か
ふ
る
者
に
は
よ
く
愛
す
。
我
に
お
ろ
そ
げ

か

な
れ
ば
罰
す
。
狐
狸
に
同
じ
き
に
似
た
り
。

西
天
竺
の
事
は
し
ら
ず
。
我
が
国
の
神
代
が
た
り
は
人
の
つ
く
り
そ
へ
し
も
の

さ
い
て
ん
じ
く

に
て
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
国
史
に
記
す
所
一
二
、
暗
記
な
が
ら
い
は
ん
。

欽
明
天
皇
在
位
ア
ラ
サ
セ
シ
始
め
に
、
秦
の
大
津
父
と
云
ふ
者
、
伊
勢
に
商

売

は
た

お
ほ

つ

ふ

あ
き
な
ひ

の
か
よ
ひ
し
て
、
常
に
往
来
す
。
今
日
又
出
で
て
、
飛
鳥
の
清
み
原
を
過
ぐ
る
に
、

き
よ

は
ら

二
狼
か
み
あ
ら
そ
ひ
て
吼
ゆ
る
事
お
そ
ろ
し
。
ふ
び
ん
な
り
と
て
、
是
を
あ
つ
か
い

て
（
仲
裁
し
て
―
山
本
注
。
以
下
同
様
）
、
二
狼
が
血
に
ま
み
れ
た
る
を
拭
い
て
帰

ら
し
め
た
り
。
天
皇
御
夢
有
り
。
神
来
た
り
て
、
「
秦
の
大
津
父
、
人
よ
し
。
召
し

て
つ
か
ふ
べ
し
」
と
。
さ
め
て
問
ふ
に
人
し
ら
ず
。
国
中
に
触
れ
な
が
せ
ば
、
何
が

し
の
里
人
に
て
、
め
し
つ
れ
来
た
り
。「
汝
何
わ
ざ
を
し
て
神
に
よ
く
つ
か
ふ
」
と
。

「
何
の
わ
ざ
し
ら
ず
。
こ
こ
に
一
日
清
み
原
に
二
狼
の
か
み
あ
ら
そ
ふ
に
行
き
あ
い

た
り
。
あ
つ
か
ひ
て
わ
か
れ
さ
ら
し
め
し
事
あ
り
」
と
。
天
皇
曰
く
「
是
が
む
く
い

よ
く
し
た
る
也
」
と
て
、
御
代
に
な
り
て
後
な
れ
ば
、
大
蔵
つ
か
さ
に
め
さ
れ
た
り
。

狼
の
性
暴
悪
、
文
人
の
筆
に
常
に
云
ふ
と
こ
ろ
也
。
し
か
れ
ど
も
、
我
に
よ
く
し
た

れ
ば
と
て
、
此
の
む
く
い
よ
く
し
た
り
き
。
清
み
原
を
一
の
名
、
真
神
が
原
と
哥
に

ま

が
み

は
よ
む
。
大

口
の
真
神
が
原
と
よ
む
也
。

お
ほ
く
ち
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又
貞
観
そ
れ
の
と
し
、
富
士
の
山
、
大
に
焼
け
て
、
峯
く
づ
れ
谷
を
う
め
、
海
を

原
と
な
し
、
人
民
を
さ
へ
傷
害
し
て
、
災
隣
国
に
及
ぶ
事
数
日
。
甲
斐
国
司
後
に
奏

す
。「
富
士
の
山
頭
の
浅

間
名
神
の
祝

部
等
祭
祀
怠
る
を
、
神
い
か
り
て
こ
の
事
に

せ
ん
げ
ん

は
ふ
り
べ

及
ぶ
」
と
。
即
ち
勅
し
て
、
祝
部
等
を
い
ま
し
む
。
思
ふ
に
、
神
も
し
祝
部
を
の
み

罪
せ
ば
罪
せ
よ
。
こ
の
大
災
を
つ
と
め
て
何
ぞ
こ
こ
ろ
よ
し
と
す
る
や
。

そ
の
前
後
は
し
ら
ず
。
肥
後
の
国
の
阿
曾
が
嶽
に
二
つ
の
石
神
あ
り
。
ま
た
神

あ

そ

た
け

池
あ
り
。
一
日
神
火
燃
へ
て
池
水
涸
れ
、
ほ
と
ば
し
り
て
火
と
な
る
事
数
日
、
国
司

か

等
卜
部
を
召
し
て
占
は
し
む
。

卜

つ
て
云
ふ
。「
是
は
兵

燹
の
お
こ
る
べ
き
祥
瑞

う
ら

べ

う
ら
な

へ
い
せ
ん

さ

が

な
り
」
と
ぞ
。

帥

に
命
じ
て
九
国
を
よ
く
守
ら
し
む
。

い
く
さ

浅
間
名
神
は
お
の
が
た
め
に
国
を
損
な
ふ
。
石
神
は
国
の
た
め
に
祥
瑞
を
示
す
。

さ

が

神
と
し
て
か
く
の
ご
と
く
た
が
ふ
は
い
か
に
。

本
州
（
こ
の
国
、
こ
こ
で
は
京
都
）
北
野
村
に
菅

神
の
庿
あ
り
。
ま
た
客

人
の

社

か
ん
じ
ん

べ
う

ま
れ
び
と

や
し
ろ

（
御
旅
所
）
あ
り
。
村
中
わ
づ
か
に
一
丁
を
へ
だ
て
て
寺
院
の
内
に
あ
り
。
祭
祀
七

月
十
五
日
、
里
人
等
神
輿
を
ふ
り
担
い
、
物
を
捧
げ
て
神
を
な
ぐ
さ
む
。
お
の
れ
等

み

こ
し

道
の
わ
づ
か
な
る
に
な
ぐ
さ
ま
ず
ぞ
あ
る
。
寺
院
宗
門
の
事
に
よ
り
て
閉
戸
せ
ら
れ

た
り
。
神
輿
を
ふ
る
に
所
な
し
。
里
正
（
庄
屋
）
に
訴
へ
て
、
一
日
門
を
開
か
ん
事

う
た

を
い
ふ
。
里
人
等
欝
悒
し
く
て
楽
し
ま
ず
。
兼
ね
て
一
村
の
う
ち
十
丁
を
へ
だ
て
て
、

お
ぼ
ほ

堀
川
の
べ
に

夷

の
や
し
ろ
在
り
、
境
内
尤
も
（
甚
だ
）
広
し
。
こ
こ
に
改
め
ん
事

え
び
す

を
神
に
問
ふ
て
、
探

湯
を
奉
り
、
神
楽
を
奏
す
れ
ど
も
、
三
度
に
し
て
神
ゆ
る
さ

く
か
だ
ち

ず
。
今
度
の
閉
戸
に
乗
じ
て
、
神
輿
を
さ
さ
げ
て
、
夷
の
や
し
ろ
に
い
た
り
て
大
い

に
よ
ろ
こ
ぶ
。
忽
ち
に
喧
嘩
紛
擾
し
て
血
を
見
る
事
数
人
に
及
ぶ
。

（
４
）
現
在
備
前
国
の
吉
備
津
宮
は
「
吉
備
津
彦
神
社
」、
備
中
国
の
吉
備
津
宮
は
「
吉
備
津
神

社
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
『
延
喜
式
』
神
名

帳
で
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
両
社
が
、
吉
備
津
彦
命
が
埋
葬
さ
れ
た
と
さ
れ
る
吉
備

の
中
山
を
は
さ
ん
で
備
前
国
側
と
備
中
国
側
に
設
営
さ
れ
た
ほ
ぼ
二
社
同
機
能
の
両
国
一

宮
で
あ
る
こ
と
は
地
理
的
に
明
ら
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て

は
両
社
を
指
し
て
「
吉
備
津
宮
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
吉
備
津
宮
縁
起
」

は
「
吉
備
津
彦
神
社
縁
起
」
と
「
吉
備
津
神
社
縁
起
」
の
こ
と
で
あ
る
。

実
際
の
引
用
に
際
し
て
は
、
個
別
の
写
本
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
個
別
の
タ

イ
ト
ル
を
使
用
す
る
。

本
稿
で
引
用
し
た
吉
備
津
宮
縁
起
は
す
べ
て
『
神
道
大
系
』
神
社
編
三
十
八

美
作
・

備
前
・
備
中
・
備
後
国
（
財
団
法
人
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
六
十
一
年
）
に
よ
る
。

な
お
、
従
来
「
吉
備
津
宮
縁
起
」
の
諸
本
の
内
容
整
理
と
諸
本
相
互
の
関
係
把
握
は
、

佐
々
木
亨
「
「
吉
備
津
の
釜
」
と
温
羅
伝
説
―
「
鬼
ノ
城
縁
起
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
国

文
学
研
究
』
一
二
四
、
平
成
十
年
三
月
）
で
『
雨
月
物
語
』
「
吉
備
津
の
釜
」
と
関
連
づ

け
る
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
着
手
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
現
代
に
お
け
る
温
羅
の
盛
名

に
幻
惑
さ
れ
て
充
分
な
整
理
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
近
年
岡
山
文
庫

中
山
薫
『
温

284

羅
伝
説
―
史
料
を
読
み
解
く
―
』
（
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
、
平
成
二
十
五
年
）
に
諸

縁
起
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
著
者
が
日
本
史
分
野
の
人
で
、
諸
本
の
内
容
整
理
関
係

把
握
に
は
手
を
着
け
ら
れ
て
い
な
い
。

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）
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少
な
く
と
も
吉
備
津
神
社
に
伝
わ
る
「
吉
備
津
神
社
縁
起
」
諸
本
に
関
し
て
は
、
意
外

に
も
お
そ
ら
く
写
本
の
転
写
関
係
で
は
な
く
、
推
敲
的
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「
吉
備
津
宮
縁
起
」
の
諸
本
論
に
つ
い
て
は
や
が
て
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
５
）
「
神
」
の
語
源
に
関
す
る
考
察
「
語
源
―
―
「
神
」
の
語
源
を
中
心
に
」（
『
講
座
日
本
語

の
語
彙
』
一

語
彙
原
論
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
七
年
初
出
）
が
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
版
の
阪
倉
篤
義
『[

増
補]
日
本
語
の
語
源
』（
平
成
二
十
三
年
）
に
は
収
録
さ
れ
た
。『
語

構
成
の
研
究
』
で
知
ら
れ
た
、
さ
す
が
の
碩
学
の
考
察
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
考
察
さ
れ
る

こ
と
が
縹
渺
た
る
は
る
か
上
古
以
前
の
こ
と
で
、
遡
っ
て
そ
の
意
味
の
隔
絶
の
意
外
性
に

興
味
が
そ
そ
ら
れ
れ
ば
そ
そ
ら
れ
る
ほ
ど
、
現
代
の
日
本
語
の
言
語
生
活
に
も
は
や
何
ら

の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
も
ま
た
、
実
感
で
き
る
。

（
６
）
瞑
想
が
イ
ン
ド
の
宗
教
（
の
み
な
ら
ず
文
明
）
に
共
通
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
柳
田
聖
山
『
無
の
探
求
〈
中
国
禅
〉
』
仏
教
の
思
想
七
（
角
川
書
店
、

昭
和
四
十
四
年
。
平
成
九
年
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
版
一
八
～
二
一
頁
）
が
述
べ
て
い
る
。

（
７
）
現
代
言
語
学
の
宗
祖
ソ
ス
ュ
ー
ル
自
体
へ
の
注
目
関
心
は
妙
に
高
ま
っ
て
い
る
と
見
え

て
、
バ
イ
イ
、
セ
シ
ュ
エ
の
編
集
再
構
築
作
業
に
よ
っ
て
三
回
の
講
義
が
『
一
般
言
語
学

講
義
』
と
い
う
一
冊
の
書
物
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
以
前
の
、
受
講
生
の
取
っ
た
ノ
ー
ト
そ

の
も
の
の
翻
訳
が
眼
に
つ
く
。『
言
語
学
序
説
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
四
十
六
年
）・
『
ソ
シ

ュ
ー
ル
講
義
録
注
解
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
平
成
三
年
）
・
『
ソ
シ
ュ
ー
ル

一
般
言
語

学
講
義

コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
の
ノ
ー
ト
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
十
九
年
）。

（
８
）
コ
セ
リ
ウ
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
静
態
的
構
造
を
持
つ
共
時
態
が
通
時
的
に
見
れ
ば
変
化

し
て
い
る
と
い
う
共
時
と
通
時
の
連
絡
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
難
問
で
あ
っ
た

こ
と
が
意
識
さ
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
文
一
文
の
漸
次
受
け
渡
し
に
よ
る
分
け
持

ち
拡
散
と
い
う
随
所
の
切
れ
続
が
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
９
）
引
用
は
平
成
十
一
年
創
元
ラ
イ
ブ
ラ
リ
版
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
『
幻
想
文
学
論
序

説
』
Ⅰ
「
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
」
一
二
ペ
ー
ジ
の
引
用
に
よ
る
。
昭
和
四
十
六
年
恒
星
社
厚

生
閣
版
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』
で
上
巻
第
１
章
「
若
干
の
基
本
的
諸
問
題
の
検
討
」
１

「
帰
納
の
問
題
」
三
〇
頁
に
相
当
す
る
が
、
恒
星
社
厚
生
閣
版
は
用
語
が
専
門
的
で
、
そ

の
点
厳
密
か
も
し
れ
ぬ
が
こ
の
部
分
だ
け
を
引
用
す
る
に
は
不
向
き
で
あ
る
。

〈
付
記
〉
稿
者
は
か
つ
て
「
文
学
史
用
語
「
読
本
」
の
拠
所
」
（
『
読
本
研
究
新
集
』
第
三
集
、

翰
林
書
房
、
平
成
十
三
年
）
に
お
い
て
日
本
文
学
史
上
の
用
語
「
読
本
」
の
江
戸
時
代

当
時
の
「
意
味
」
に
つ
い
て
考
え
た
。
本
稿
は
、
そ
の
時
い
ま
だ
明
確
な
形
を
取
ら
な

か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
萌
芽
と
し
て
は
あ
り
、
そ
の
執
筆
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
ば
の
使
用
に
関
す
る
考
え
の
整
理
と
そ
の
結
果
と
し
て
つ
か
ん
だ
あ
る
確
信

と
、
か
ら
発
展
さ
せ
た
、
上
記
論
文
に
と
っ
て
の
前
提
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
遡
源
し

た
原
論
的
位
置
に
立
つ
。

上
記
論
文
は
実
は
、
元
来
、
中
村
幸
彦
氏
が
行
っ
た
「
風
流
読
本
」
の
語
に
関
す
る
、

そ
の
用
例
か
ら
の
帰
納
で
は
な
く
、
作
品
が
持
つ
性
質
か
ら
の
帰
納
を
、
語
の
「
意
味
」

と
す
る
手
法
に
関
す
る
違
和
感
と
、
方
法
・
理
論
の
欠
如
を
そ
の
長
所
と
し
て
唱
え
る

氏
の
作
業
は
、
や
は
り
方
法
・
理
論
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
な
け
れ
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ば
、
そ
の
誤
り
も
ま
た
明
ら
か
に
な
ら
な
い
、
と
の
思
い
を
、
そ
の
思
索
の
出
発
点
と

し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
理
論
と
い
う
も
の
は
事
実
か
ら
抽
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

事
実
と
の
往
還
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
鍛
え
上
げ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
破
棄
さ
れ
、

新
し
く
作
り
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
場
当
た
り
主
義
は
、
場
当
た

り
主
義
を
背
後
で
支
え
る
背
景
理
論
が
形
成
さ
れ
な
い
限
り
、
単
な
る
場
当
た
り
か
ら

発
生
す
る
誤
り
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

コ
セ
リ
ウ
が
言
語
学
と
科
学
の
関
係
に
関
し
て
言
う
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
文
学
と

理
論
と
か
唯
物
論
と
か
に
適
宜
置
き
か
え
て
理
解
し
て
み
れ
ば
い
い
と
思
う
。

ほ
ん
と
う
は
、
科
学
的
説
明
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
あ
り
の
ま
ま
の
研
究
対
象
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
な
が
ら
か
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
に
そ
う
言
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
化
的
事
象

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
唯
物
的
に
説
明
す
る
の
は
科
学
的
で
は
な
く
し
て
神
秘
主
義
で
あ
る
。
自
然
科

学
は
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
呪
術
か
ら
解
放
さ
れ
て
そ
の
成
熟

期
に
達
し
、
物
理
的
な
事
物
を
物
理
的
に
、
つ
ま
り
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
し
か
た

で
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
大
な
推
進
力
を
身
に
そ
な
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
文

化
の
事
象
を
物
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
い
う
願
望
の
中
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
、
こ

れ
と
は
反
対
の
呪
術
の
方
は
、
文
化
の
諸
科
学
か
ら
追
放
さ
れ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ

か
、
じ
つ
は
し
ば
し
ば
科
学
性
の
証
左
で
あ
り
、
模
範
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
文
化
の
諸
科
学
（
言
語
学
も
そ
の
一
つ
）
を
厳
密
科
学
に
変
え
よ
う

と
い
う
熱
望
が
じ
つ
に
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
る
の
を
耳
に
す
る
。
そ
し
て
、「
厳

密
科
学
」
と
は
自
然
科
学
の
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
し
か
な

こ
と
は
、
あ
る
科
学
が
厳
密
な
の
は
、
そ
れ
が
物
理
学
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
そ
れ
が
扱
う
そ
の
対
象
の
真
実
に
か
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
の
原
則
こ
そ
自
然
科
学
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
の

諸
科
学
は
そ
れ
独
自
の
厳
密
さ
の
型
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
自

然
科
学
（
こ
れ
は
別
の
型
の
厳
密
さ
を
も
っ
て
い
る
）
に
同
調
さ
せ
る
こ
と
は
、

文
化
の
諸
科
学
を
厳
密
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
反
対
に
非
厳
密
科
学
、
つ
ま

り
虚
妄
の
科
学
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。（
前
掲
書
一
五
二
頁
。
傍
点
山

本
）

稿
者
の
考
察
と
し
て
は
、
ひ
き
つ
づ
い
て
、
ふ
た
た
び
「
風
流
読
本
」
の
語
の
考
察

に
向
か
う
べ
き
を
感
じ
る
。

日
本
語
の
「
神
」
、
そ
の
言
語
論
的
考
察
に
関
す
る
覚
書
―
名
詞
使
用
の
意
味
論
・
上
田
秋
成
・
吉
備
津
宮
縁
起
―
（
山
本
秀
樹
）


