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一　

は
じ
め
に

◎
三
種
類
の
琴　
『
楽
器
の
考
古
学
』﹇
山
田
光
洋
、
二
〇
〇
一
、一
〇
一
〜
一
六
五

頁
﹈
に
よ
る
と
、
古
墳
時
代
の
琴
に
は
棒
作
り
の
琴
、
板
作
り
の
琴
、
共
鳴
槽
を

持
つ
槽お
け

作
り
の
琴
の
三
種
類
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
弥
生
時
代
後
期
あ
た
り
か
ら
急

速
に
出
土
例
が
増
え
、
し
か
も
こ
の
時
期
か
ら
完
成
さ
れ
た
形
が
多
い
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
琴
は
、
弥
生
時
代
後
期
あ
た
り
に
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た

ろ
う
と
い
う
。
こ
の
う
ち
棒
作
り
の
琴
は
古
墳
時
代
を
中
心
に
用
い
ら
れ
た
も
の

の
、
そ
れ
以
後
は
絶
え
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
的
に
は
、
板
作
り
の
琴
か
ら
槽お
け

作

り
の
琴
に
発
展
し
て
い
る
ら
し
い
。

　

ま
た
「
原
始
・
古
代
の
琴
」﹇
小
浜
成
、
二
〇
〇
五
、
六
六
〜
七
三
頁
﹈
に
よ
る
と
、

琴
の
絃
は
琴
尾
の
突
起
数
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
お
り
（
た
だ
し
弾
琴
埴
輪
は
絃
数
が

突
起
数
よ
り
少
な
い
）、
三
絃
琴
〜
八
絃
琴
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
、

主
流
に
な
る
槽
作
り
の
琴
の
場
合
、
六
絃
琴
の
出
土
例
が
最
多
だ
と
い
う
。

◎
琴
の
用
途　

こ
れ
ら
の
琴
の
用
途
と
し
て
、
⑴
神
霊
を
降
ろ
し
た
り
、
⑵
時し

化け

・
地
震
を
静
め
た
り
す
る
、
宗
教
的
呪
術
的
な
場
合
、
⑶
社
会（
世
）の
乱
れ

を
正
す
政
治
的
な
場
合
、
⑷
音
楽
に
す
る
芸
能
的
な
場
合
、
⑸
詩
歌
に
歌
う
文
学

的
な
場
合
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
⑴
⑵
⑶
に
は
、
弾
琴
に
よ
っ
て
対

象
（
神
霊
・
自
然
・
社
会
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑴
⑵
宗
教
的
呪
術
的
な
場
合
と
⑶
社
会
の
乱
れ
を
正
す
政
治
的
な
場
合
、
こ
れ
を

弾
く
者
は
男
の
神
人
＝
司
祭
者
（
同
時
に
族
長
・
リ
ー
ダ
ー
）
だ
っ
た
ろ
う
。

　
『
埴
輪
の
楽
器
│
楽
器
史
か
ら
み
た
考
古
資
料
│
』﹇
宮
崎
ま
ゆ
み
、一
九
九
三
、

八
四
・
八
五
頁
﹈
に
よ
る
と
、
古
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
る
弾
琴
埴
輪
の
ほ
ぼ
す
べ
て
は
、

支
配
者
層
の
男
性
で
正
装
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
小
浜
﹇
二
〇
〇
五
、
七
三
頁
﹈

は
、「
総
じ
て
琴
の
使
用
に
は
、天
皇
（
大
王
）
や
各
地
域
の
首
長
や
権
力
者
に
よ
る
、

弾
琴
行
為
を
含
む
祭
祀
の
運
営
や
直
接
的
な
弾
奏
な
ど
、
政
治
的
装
置
と
し
て
の

使
用
が
想
定
さ
れ
よ
う
。（
中
略
）
原
始
・
古
代
の
琴
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て

権
力
を
介
在
さ
せ
、
神
霊
を
迎
え
託
宣
を
き
く
神
事
を
政
治
的
な
意
図
の
も
と
に

執
り
行
い
、
あ
る
い
は
死
者
の
招
魂
や
鎮
魂
、
貴
伸
宴
遊
、
歌
垣
な
ど
の
た
め
に

使
用
さ
れ
、
八
世
紀
以
降
外
来
琴
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
変
容
を
重
ね
」
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
「
聖
な
る
琴
の
文
化
圏
」﹇
西
本
香
子
、
二
〇
〇
九
、
五
二
・
五
三

頁
﹈
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
（
漢
字
を
共
有
し
、
儒
教
・
律
令
・
漢
訳
仏
教

と
い
っ
た
中
国
に
起
源
す
る
文
化
を
受
容
し
た
地
域
）
で
は
、
琴
は
支
配
者
層
が

儀
式
に
用
い
た
特
化
さ
れ
た
楽
器
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

◎
枯
野
伝
承　

さ
て
、
上
代
の
琴
の
代
表
的
な
伝
承
と
し
て
枯か
ら

野の

伝
承
が
あ
り
、
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『
古
事
記
』
の
仁
徳
天
皇
の
条
＝
仁
徳
記
と
『
日
本
書
紀
』
の
応
神
天
皇
の
条
＝

応
神
紀
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
応
神
天
皇
は
河か
は

内ち
の

国く
に

を
本
拠
地
に
し
た
い
わ
ゆ
る

河
内
王
朝
の
始
祖
で
あ
り
、
仁
徳
天
皇
は
そ
の
子
で
あ
る
。

◎
原
義
と
そ
の
変
容　

こ
の
枯か
ら

野の

伝
承
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
枯
野
伝
承
の
背
景
に
は
何
ら
か
の
歴
史
的
な
事
実
が
あ
り
、
そ

れ
が
伝
承
化
さ
れ
、
次
い
で
そ
の
伝
承
が
宮
廷
に
入
り
、
さ
ら
に
宮
廷
人
に
よ
っ

て
歴
史
化
さ
れ
て
記
紀
に
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
は
、

か
か
わ
っ
た
集
団
（
職
能
集
団
や
宮
廷
人
な
ど
）
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば

仁
徳
記
で
述
べ
ら
れ
る
枯
野
琴
の
由
来
譚
や
記
紀
に
述
べ
ら
れ
る
枯か
ら

野の

琴
の
歌
は
、

河
内
王
朝
に
仕
え
た
淡あ
は

路ぢ

の
海あ

人ま

族
に
よ
っ
て
語
ら
れ
歌
わ
れ
、
そ
の
本
来
の
意

味
、
効
用
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
次
い
で
そ
の
伝
承
が
宮
廷
に
入
る
と
、
そ
の
原

義
が
宮
廷
人
に
よ
っ
て
転
用
・
拡
大
さ
れ
て
変
容
し
、
ま
た
造
船
技
術
集
団
の
伝

承
も
加
わ
り
、
さ
ら
に
仁
徳
記
や
応
神
紀
の
形
と
し
て
定
着
し
た
ろ
う
。

◎
本
論
の
ね
ら
い　

本
論
は
こ
の
枯か
ら

野の

伝
承
の
生
成
を
、
渡
海
安
全
・
服
属
・
社

会
の
調
和
を
主
な
視
点
に
し
て
述
べ
、
琴
の
あ
り
方
の
古
層
と
新
層
を
明
ら
か
に

す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
代
の
琴
に
⑴
⑵
宗
教
的
呪
術
的
な
役
割
が
あ
り
、
そ
れ
が

⑶
政
治
的
社
会
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
⑴
⑵
宗
教
的
呪
術
的

な
場
か
ら
、
⑷
芸
能
・
音
楽
と
⑸
文
学
が
生
成
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
る
。

二　

枯
野
伝
承
の
構
造

◎
歌
と
説
話　

枯か
ら

野の

伝
承
の
伝
え
る
歌
（
古
事
記
歌
謡
74
・
日
本
書
紀
歌
謡
41
）は
、

と
も
に
同
じ
本
文
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
結
合
し
て
い
る
説
話
は
、
か
な
り

共
通
し
つ
つ
も
相
違
が
あ
っ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

◎
記
紀
の
本
文
の
比
較　

ま
ず
、
仁
徳
記
と
応
神
紀
の
伝
承
を
本
文
に
即
し
て
各

プ
ロ
ッ
ト
毎
に
比
較
し
て
み
る
と
、「
記
紀
の
本
文
の
比
較
（
表
1
）」
の
よ
う
に

な
る
。

以
下
の
『
古
事
記
』
の
引
用
は
『
古
事
記　
上
代
歌
謡
』﹇
荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
、

一
九
七
九
﹈
に
よ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
『
日
本
書
紀　
上
』﹇
坂
本
太
郎
・
家

永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
、
一
九
六
八
﹈
に
よ
り
、『
風
土
記
』
の
引
用
は
『
風

土
記
』﹇
秋
本
吉
郎
、
一
九
六
八
﹈
に
よ
り
、『
万
葉
集
』
の
引
用
は
小
学
館
日
本
古

典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
一
〜
四
』﹇
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
﹈
に
よ
る
。

た
だ
し
以
下
の
古
代
歌
謡
の
引
用
は
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、古
事
記
歌
謡
は『
古

代
歌
謡
全
注
釈
│
古
事
記
編
│
』﹇
土
橋
寛
、
一
九
八
九
﹈、
日
本
書
紀
歌
謡
は
『
古

代
歌
謡
全
注
釈
│
日
本
書
紀
編
│
』﹇
土
橋
、
一
九
七
六
﹈、
風
土
記
歌
謡
・
東
あ
づ
ま

遊あ
そ
び

歌う
た

は
『
古
代
歌
謡
集
』﹇
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
、一
九
六
八
﹈
に
よ
り
、
琴き
ん

歌か

譜ふ

歌

謡
は
『
上
代
歌
謡
』﹇
高
木
市
之
助
、
一
九
六
七
﹈
に
よ
る
。
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番
号

プ　

ロ　

ッ　

ト

仁　
　
　
　

徳　
　
　
　

記

応　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀

①

枯
野
船
の
出
自（
巨
木
伝
承
）

此こ

の
御み

世よ

に
、
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
西
に
一
つ
の
高た
か

樹き

有
り
き
。
其そ

の
樹
の
影
、
旦あ
さ

日ひ

に
当
れ

ば
淡あ
は

道ぢ

島し
ま

に
逮お
よ

び
、
夕
日
に
当
れ
ば
高た
か

安や
す

山や
ま

を
越
え
き
。

伊い

豆づ
の

國く
に

に
料ふ
れ
お
ほ

せ
て
、（
船ふ
ね

を
造つ
く

ら
し
む
）。（
②
の
一
節
）
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84

②

造
船
・
船
名

故か
れ

、
是こ

の
樹
を
切
り
て
船
を
作
り
し
に
、

甚い
と

捷は
や

く
行
く
船
な
り
き
。
時
に
其
の
船
を

号な
づ

け
て
枯か
ら

野の

と
謂い

ふ
。

五
年
の
秋あ
き

八は

月つ
き

の
庚か
の
え

寅と
ら

の
朔
壬み
づ
の
え

寅と
ら
の
ひ

に
、
諸く
に

國ぐ
に

に
令の
り
ご
と

し
て
、
海あ

人ま

及お
よ

び
山や
ま

守も
り

部べ

を
定さ
だ

む
。

冬
十
月
に
、
伊い

豆づ
の

國く
に

に
料ふ
れ
お
ほ

せ
て
、
船ふ
ね

を
造つ
く

ら
し
む
。
長な
が

さ
十と

丈つ
ゑ

。
船
旣す
で

に
成な

り
ぬ
。

試こ
こ
ろ
み

に
海う
み

に
浮う

く
。
便す
な
は

ち
輕か
ろ

く
泛う
か

び
て
疾と

く
行ゆ

く
こ
と
馳は
し

る
が
如ご
と

し
。
故か
れ

、
其そ

の
船
を

名な
づ

け
て
枯か
ら

野の

と
曰
ふ
。
船
の
輕か
ろ

く
疾と

き
に
由
り
て
、
枯
野
と
名な
づ

く
る
は
、
是こ
れ

義こ
と
わ
り

違た
が

へ
り
。
若も

し

は
輕か
る

野の

と
謂い

へ
る
を
、
後の
ち
の
ひ
と人
訛よ
こ
な
ば

れ
る
か
。

③

優
れ
た
官
船

故
、
是
の
船
を
以も

ち
て
旦あ
さ

夕ゆ
ふ

淡
道
島
の

寒し
み
づ泉
を
酌く

み
て
、
大お
ほ

御み

水も
ひ

献た
て
ま
つ

り
き
。

久ひ
さ

に
官お
ほ
や
け
も
の用
に
爲な

り
て
、
功い
た
は
り

忘わ
す

る
べ
か
ら
ず
。（
④
の
一
節
）

④

船
の
廃
材
に
よ
る
塩
焼
き

玆こ

の
船
破や

壊ぶ

れ
た
る
を
以
ち
て
塩
を
焼
き
、
三
十
一
年
の
秋
八は

月つ
き

に
、
群ま
へ
つ
き
み
た
ち卿
に
詔
み
こ
と
の
り

し
て
曰の
た
ま

は
く
、「
官み
や
け
の
ふ
ね船
の
、
枯か
ら

野の

と
名な
づ

く
る
は
、

伊い

豆づ
の

國く
に

よ
り
貢た
て
ま
つ

れ
る
船
な
り
。
是こ
れ

朽く

ち
て
用も
ち

ゐ
る
に
堪た

へ
ず
。
然し
か

れ
ど
も
久ひ
さ

に
官お
ほ
や
け
も
の用

と
爲な

り
て
、
功い
た
は
り

忘わ
す

る
べ
か
ら
ず
。
何い
か

で
か
其か

の
船
の
名な

を
絕た

た
ず
し
て
、
後の
ち
の
よ葉
に
傳つ
た

ふ
る
こ
と
得え

む｣

と
の
た
ま
ふ
。
群ま
へ
つ
き
み
た
ち卿
、
便す
な
は

ち
詔
を
被う

け
て
、
有つ
か
さ司
に
令の
り
ご
と

し
て
、
其そ

の
船
の
材き

を
取と

り
て
、
薪た
き
ぎ

と
し
て
鹽し
ほ

を
燒や

か
し
む
。

⑤

塩
の
働
き（
天
皇
へ
の
奉
仕
）

（
諸
国
の
貢
船
）

是こ
こ

に
、
五い

百ほ

籠こ

の
鹽
を
得え

た
り
。
則
ち
施ほ
ど
こ

し
て
周あ
ま
ね

く
諸く
に

國ぐ
に

に
賜
ふ
。
因よ

り
て
船
を
造つ
く

ら
し
む
。
是
を
以
て
、
諸
國
、
一も
ろ

時と
も

に
五い
ほ
の
ふ
ね

百
船
を
貢た
て
ま
つ上
る
。
悉ふ
つ
く

に
武む
こ
の
み
な
と

庫
水
門
に
集つ
ど

ふ
。

（
新
羅
王
の
大
工
貢
上
）

是こ

の
時
に
當あ
た

り
て
、
新
羅
の
調み
つ
き
の
つ
か
ひ使
、
共と
も

に
武む

庫こ

に
宿や
ど
り

す
。
爰こ
こ

に
新
羅
の
停や
ど
り

に
し
て
、

忽た
ち
ま
ち

に
失ひ
つ
き
や
け
う火
せ
ぬ
。
卽
ち
引ひ

き
て
、
聚つ
ど

へ
る
船
に
及お
よ

び
ぬ
。
而し
か
う

し
て
多さ
は

の
船
焚や

か
れ
ぬ
。

是こ
れ

に
由よ

り
て
、
新し
ら
き
ひ
と

羅
人
を
責せ

む
。
新し
ら
き羅
の
王こ
き
し

、
聞き

き
て
、

然お

ぢ
て
大お
ほ

き
に
驚お
ど
ろ

き
て
、

乃す
な
は

ち
能よ

き
匠た
く
み者
を
貢た
て
ま
つ

る
。
是こ
れ

、
猪ゐ

名な

部べ

等ら

の
始は
じ
め
の
お
や祖
な
り
。

⑥

琴
作
り
・
遠
く
に
響
く
琴
の

音

其
の
焼
け
遺の
こ

り
し
木
を
取
り
て
琴
に
作
り

た
り
し
に
、
其
の
音
七な
な
さ
と里
に
響ひ
び

き
た
り
き
。
初は
じ

め
枯か
ら
の
の
ふ
ね

野
船
を
、
鹽し
ほ

の
薪た
き
ぎ

に
し
て
燒や

き
し
日ひ

に
、
餘あ
ま
り
の
も
え
く
ひ燼
有あ

り
。
則す
な
は

ち
其そ

の
燒も

え
ざ
る

こ
と
を
奇あ
や
し

び
て
獻た
て
ま
つ

る
。
天す
め
ら
み
こ
と皇
、
異あ
や
し

び
て
琴こ
と

に
作つ
く

ら
し
む
。
其
の
音ね

、
鏗さ
や
か鏘
に
し
て
遠と
ほ

く
聆き
こ

ゆ
。

⑦

歌
の
歌
い
手

爾こ
こ

に
歌
ひ
て
曰い

は
く
、

是こ

の
時と
き

に
、
天
皇
、
歌
み
う
た
よ
みし
て
曰の
た
ま

は
く
、

⑧

枯
野
琴
の
歌

（
古
事
記
歌
謡
74
）

（
日
本
書
紀
歌
謡
41
）

枯か
ら

野の

を　

塩し
ほ

に
焼や

き
、

其し

が
余あ
ま

り　

琴こ
と

に
作つ
く

り

掻か

き
弾ひ

く
や
、

由ゆ

良ら

の
門と

の　

門と

中な
か

の
海い
く
り石
に

振ふ

れ
立た

つ　

浸な

漬づ

の
木き

の　

さ
や
さ
や
。

枯か
ら

野の

を　

塩し
ほ

に
焼や

き
、

其し

が
余あ
ま

り　

琴こ
と

に
作つ
く

り

掻か

き
弾ひ

く
や
、

由ゆ

良ら

の
門と

の　

門と

中な
か

の
海い
く
り石
に

振ふ

れ
立た

つ　

漬な
づ

の
木き

の　

さ
や
さ
や
。

⑨

歌
謡
名

と
う
た
ひ
き
。
此こ

は
志し

都つ

歌う
た

の
歌う
た
ひ
か
へ
し返
な
り
。
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◎
記
紀
の
プ
ロ
ッ
ト
の
比
較　

こ
れ
を
さ
ら
に
分
か
り
や
す
く
プ
ロ
ッ
ト
毎
に
整

理
す
る
と
、「
記
紀
の
プ
ロ
ッ
ト
の
比
較
（
表
2
）」
の
よ
う
に
な
る
。

83

記
紀
の
プ
ロ
ッ
ト
の
比
較
（
表
2
）

番
号

プ　

ロ　

ッ　

ト

仁　
　
　
　

徳　
　
　
　

記

応　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀

①

枯
野
船
の
出
自（
巨
木
伝
承
）
河
内
国
の
兔
寸
河
の
西
に
生
え
る
巨
木
で
あ
る
。

巨
木
の
影
が
淡
路
島
と
高
安
山
に
及
ぶ
。

伊
豆
国
の
木
で
あ
る
。

②

造
船
と
船
名

こ
の
巨
木
を
船
に
造
る
と
船
脚
が
速
い
。
枯か
ら

野の

と
名
づ
け
る
。

伊
豆
国
に
命
じ
て
造
ら
せ
た
船
が
貢
上
さ
れ
た
。
船
脚
が
速
い
の
で
枯
野
と
名

づ
け
る
（
軽
野
の
転
訛
と
も
）。

③

優
れ
た
官
船

朝
夕
、
淡
路
島
か
ら
清
水
を
運
搬
し
、
天
皇
に

奉
仕
し
た
。

長
い
間
、
官
船
と
し
て
用
い
ら
れ
、
功
績
が
あ
っ
た
。

④

船
の
廃
材
に
よ
る
塩
焼
き

船
の
廃
材
で
塩
を
焼
く
。

功
績
あ
る
枯
野
の
名
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
そ
の
廃
材
で
塩
を
焼
く
。

⑤

塩
の
働
き（
天
皇
へ
の
奉
仕
）

（
諸
国
の
貢
船
）

で
き
た
五
百
籠
の
塩
を
諸
国
に
配
り
、
そ
の
諸
国
か
ら
五
百
艘
の
船
が
貢
上
さ

れ
、
武
庫
の
港
に
集
結
し
た
。

（
新
羅
王
の
大
工
貢
上
）

武
庫
の
港
に
来
て
い
た
新
羅
の
使
節
の
宿
舎
か
ら
出
火
し
、
そ
れ
が
延
焼
し
て

諸
国
か
ら
貢
上
さ
れ
た
船
の
多
く
を
消
失
し
た
。
新
羅
王
が
恐
縮
し
、
有
能
な

大
工
を
貢
上
し
た
。
こ
れ
は
猪
名
部
等
の
祖
先
で
あ
る
。

⑥

琴
作
り
・
遠
く
に
響
く
琴
の

音

枯
野
船
の
焼
け
残
り
を
琴
に
作
っ
て
弾
い
た
と

こ
ろ
、
遠
く
ま
で
響
い
た
。

枯
野
船
の
焼
け
残
り
を
天
皇
の
命
令
で
琴
に
作
っ
て
弾
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
妙

音
が
遠
く
ま
で
響
い
た
。

⑦

歌
の
歌
い
手

応
神
天
皇
。

⑧

枯
野
琴
の
歌

本
文
の
と
お
り
。

本
文
の
と
お
り
。

⑨

歌
謡
名

志し

都つ

歌う
た

の
歌う
た
ひ
か
へ
し返
。
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◎
枯
野
伝
承
の
構
造　

こ
の
枯か
ら

野の

伝
承
は
、
前
半
の
説
話
（
散
文
）
の
部
分
（
①

〜
⑦
）
と
後
半
の
歌
（
韻
文
）
の
部
分
（
⑧
⑨
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
半
の

説
話
は
、
記
紀
が
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
が
不
即
不
離

の
部
分
（
①
②
③
④
⑥
）
と
無
記
載
の
部
分
（
⑤
⑦
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
後
半
の
歌
そ
の
も
の
（
⑧
）
は
記
紀
と
も
に
共
通
し
つ
つ
も
、
歌
謡

名（
⑨
）に
は
記
載
と
無
記
載
の
相
違
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
共
通
し
た
歌（
⑧
）

を
核
に
し
て
、
不
即
不
離
の
説
話
が
こ
れ
に
付
随
し
、
枯
野
琴
の
歌
の
由
来
を
語

る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
以
下
に
付
し
た
①
〜
⑨
は
、（
表
1
）・（
表
2
）
の
番
号
に
相
当
し
て
い
る
。

三　

伊
豆
国
軽
野
産
の
官
船

１　

海
運
を
重
視
し
た
河
内
王
朝

◎
史
実
と
伝
承　

仁
徳
記
は
枯か
ら

野の

船
の
出
自
を
河か
は
ち
の
く
に

内
国
の
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
西
に
生
え
る

巨
木
だ
と
伝
え
る
も
の
の
、
こ
れ
は
伝
承
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
史
実
と
捉
え
る
こ

と
は
元
よ
り
無
理
で
あ
る
。
史
実
と
し
て
の
枯
野
船
の
出
自
は
、
応
神
紀
が
説
く

よ
う
に
伊
豆
国
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

◎
海
運
を
重
視
し
た
河
内
王
朝　

河
内
王
朝
は
大
阪
湾
に
面
し
た
河
内
国
を
本
拠

地
に
し
、
海
運
（
水
運
）
を
重
視
し
て
い
た
。
例
え
ば
応
神
記
の
「
百
済
の
朝
貢

と
酒
の
歌
」
の
条
に
よ
る
と
、
こ
の
応
神
朝
は
新
羅
・
百
済
と
の
交
流
が
密
で
あ
り
、

渡
来
人
も
渡
来
物
も
激
増
し
て
い
る
。
ま
た
仁
徳
記
の「
后
妃
・
御
子
と
御
名
代
」

の
条
に
よ
る
と
、「
難
波
の
堀ほ
り

江え

を
堀ほ

り
て
海
に
通と
ほ

し
、
又
小を
ば
し
の椅
江え

を
堀
り
、
又

墨す
み
の

江え

の
津つ

を
定
め
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
仁
徳
朝
の
難な
に
は波
の
高た
か
つ
の
み
や

津
宮
の

周
辺
は
、
大
阪
湾
に
通
じ
る
よ
う
に
「
難
波
の
堀ほ
り

江え

」（
天
満
川
の
川
筋
）
や

「
小を
ば
し
の椅
江え

」（
天
王
寺
区
小
橋
町
あ
た
り
）
が
開
発
さ
れ
、「
墨
す
み
の

江え

の
津つ

」（
住
吉
区

住
吉
神
社
付
近
の
港
）
も
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
強
大
な
勢
力
を
、
例
え
ば

河
内
国
の
沿
岸
（
堺
市
百も

ず

の

舌
鳥
野
）
に
構
え
た
巨
大
な
天
皇
陵
群
（
仁
徳
陵
・
履

中
陵
・
反
正
陵
な
ど
）
で
誇
っ
て
い
る
。
こ
の
王
朝
の
都
を
訪
れ
た
国
内
の
諸
豪

族
や
外
交
使
節
た
ち
は
、
内
陸
か
ら
あ
る
い
は
海
上
か
ら
こ
の
巨
大
な
天
皇
陵
群

を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
圧
倒
さ
れ
た
ろ
う
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
ら
と
連
動
し
て
、
こ
の
王
朝
は
国
内
の
統
治

や
東
ア
ジ
ア
と
の
外
交
の
た
め
、
官
船
を
操
る
船
人
＝
海あ

人ま

を
重
用
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

2　

山
部
と
海
部
の
連
携

◎
山
海
の
政　

河
内
王
朝
の
海
運（
水
運
）重
視
は
、応
神
記
の「
三
皇
子
の
分
担
」

の
条
で
次
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
応
神
朝
の
国
内
政
治
は
「
山や
ま

海う
み

の
政
ま
つ
り
ご
と」

（
山
人
と
海あ

人ま

の
統
治
）
と
「
食を
す

国く
に

の
政
」（
農
耕
民
の
統
治
）
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
「
山
海
の
政
」
は
「
百
済
の
朝
貢
と
酒
の
歌
」
の
条
で
「
海あ
ま

部べ

・
山や
ま

部べ

・

山や
ま

守も
り

部べ

・
伊い

勢せ

部べ

を
定
め
賜
ひ
き
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
の
一
条
に
相
当
す
る

の
が
応
神
紀
五
年
八
月
の
条
の
「
諸く
に

國ぐ
に

に
令
の
り
ご
とし
て
、
海あ

人ま

及お
よ

び
山や
ま

守も
り

部べ

を
定さ
だ

む
」

で
あ
る
。「
山や
ま

部べ

・
山や
ま

守も
り

部べ

」
と
「
海あ
ま

部べ

・
伊い

勢せ

部べ

」
の
実
態
は
容
易
に
知
り
が
た

い
も
の
の
、『
古
事
記
』﹇
西
宮
一
民
、
一
九
七
九
、一
九
二
頁
﹈
の
頭
注
に
よ
る
と
、

山
部
・
山
守
部
は
山
林
の
管
理
・
生
産
に
従
事
し
、
朝
廷
に
奉
仕
し
た
部べ
の
た
み民
で
、

山
守
部
は
山
部
に
統
属
さ
れ
た
下
部
組
織
ら
し
く
、
海あ
ま

部べ

は
航
海
や
漁
撈
に
従
事

し
、
朝
廷
に
奉
仕
し
た
部
民
で
、
伊
勢
国
の
海
部
を
特
に
伊
勢
部
と
定
め
た
ら
し

い
。そ

し
て
こ
の
「
山
部
（
山
守
部
）」
と
「
海
部
（
伊
勢
部
）」
は
「
山や
ま

海う
み

の
政
ま
つ
り
ご
と」
の
下

に
統
括
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
両
者
は
強
力
に
連
携
し
て
い
た
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
山
部
（
山
守
部
）
が
山
林
か
ら
船
材
を
提
供
し
、
海
部
が
そ
の
造
船
と
運
輸

の
仕
事
を
担
当
し
、河
内
王
朝
は
こ
の
海
運
を
用
い
て
国
内
を
統
治
し
、海
外
（
東

ア
ジ
ア
）
に
も
雄
飛
し
え
た
ろ
う
。

◎
山
部
と
海
部
の
連
携　

山
部
（
山
守
部
）
と
海
部
の
連
携
の
手
順
を
想
像
し
て

82
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み
る
と
、
例
え
ば
山
部
の
提
供
し
た
船
材
を
山
中
で
乾
燥
さ
せ
た
後
に
船
大
工
が

船
に
仕
立
て
上
げ
、
そ
れ
を
川
に
引
き
下
ろ
し
て
水
に
浮
か
べ
た
だ
ろ
う
。

山
中
で
造
っ
た
官
船
を
川
の
水
辺
ま
で
引
き
下
ろ
す
作
業
は
、
次
の
よ
う
に

「
船
引
山
」
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
。

船ふ
な

引び
き

山や
ま　

近あ
ふ
み江
の
天す
め
ら
み
こ
と皇
の
み
世
、
道ち
も
り
の
お
み

守
臣
、
此
の
國
の
宰
み
こ
と
も
ちと
爲な

り
、
官み
や
け

の
船ふ
ね

を
此
の
山
に
造
り
て
、
引ひ

き
下お
ろ

さ
し
め
き
。
故か
れ

、
船ふ
な

引び
き

と
い
ふ
。

　
　
　
（
播
磨
國
風
土
記
、
讚さ

容よ

の
郡こ
ほ
り

）

ま
た
同
じ
作
業
が
、
東
あ
づ
ま

歌う
た

で
次
の
よ
う
に
恋
の
譬
喩
に
な
っ
て
い
る
。

足あ
し

柄が
り

の　

安あ

伎き

奈な

の
山
に　
　

足あ
し

柄が
ら

の　

安あ

伎き

奈な

の
山
で　

引
こ
舟
の　
　
　
　
　
　
　
　

下
ろ
す
舟
の
よ
う
に

後し
り

引ひ

か
し
も
よ　
　
　
　
　
　

後
ろ
か
ら
引
か
れ
る
思
い
が
す
る
よ　

こ
こ
ば
児こ

が
た
に　
　
　
　
　

こ
う
も
ひ
ど
く
あ
の
娘こ

の
た
め
に

　
　
　
（
万
、十
四
、3
4
3
1
、
譬
喩
歌
）

足
柄
の
安あ

伎き

奈な

の
山
（
所
在
不
詳
）
で
造
っ
た
刳
り
船
を
酒さ
か

匂わ

川が
わ

の
支
流
の
狩か
り

川か
わ

な
ど
の
水
辺
に
下
ろ
す
際
、
転
落
防
止
の
た
め
に
滑
り
止
め
の
綱
を
船
尾
に
か

け
て
引
き
止
め
る
姿
勢
を
取
る
の
で
、「
後し
り

引ひ

か
し
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
女
の
許

か
ら
帰
る
時
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
を
す
る
男
が
、
そ
の
「
後し
り

」
を
「
引ひ

か
」

れ
る
刳
り
船
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
山
中
の
船
造
り
は
、
東
国
の

相さ
が
み
の
く
に

模
国
の
民
間
の
恋
歌
に
歌
わ
れ
る
ほ
ど
に
馴
染
み
深
い
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
河
口（
港
）ま
で
下
し
、
そ
れ
か
ら
「
難な
に
は
の
つ

波
津
」

（
大
阪
湾
の
港
）
ま
で
運
行
し
、
国
庫
に
納
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

◎
海
部
に
下
賜
さ
れ
た
官
船　

こ
う
し
て
官
船
に
な
っ
た
船
は
、
王
権
に
奉
仕
を

誓
う
「
海あ
ま

部べ

」
た
ち
に
下
賜
・
譲
渡
さ
れ
、
国
・
天
皇
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
だ

ろ
う
。
こ
の
「
海
部
」
た
ち
こ
そ
、
王
権
の
海
運
を
担
当
し
た
中
核
的
な
実
労
集

団
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
官
船
の
用
途
の
一
つ
が
、
例
え
ば
次
の
奈
良
朝
の
望
郷
歌
に
述
べ
る
よ
う

に
「
伊い

豆づ

手て

舟ぶ
ね

」
を
用
い
て
防さ
き
も
り人
を
難
波
の
堀ほ
り

江え

か
ら
北
九
州
に
輸
送
す
る
こ
と

だ
っ
た
。

防さ
き
も
り人
の　

堀ほ
り

江え

漕こ

ぎ
出づ

る　
　

防
人
が　

堀
江
を
漕こ

ぎ
出
る　

伊い

豆づ

手て

舟ぶ
ね　

　
　
　
　
　
　
　

伊い

豆ず

手て

舟ぶ
ね

の

梶か
じ

取
る
間ま

な
く　
　
　
　
　
　

梶か
じ

を
取
る
間
も
な
い
よ
う
に
絶
え
ず　

恋
は
繁し
げ

け
む　
　
　
　
　
　
　

故
郷
が
恋
し
か
ろ
う

　
　
　
（
万
、二
十
、4
3
3
6
、
大
伴
家
持
）

3　

伊
豆
国
軽
野
産
の
官
船

◎
軽
野
・
船
原
・
大
平　

山
林
の
多
い
伊
豆
国
は
船
の
産
地
だ
っ
た
。
そ
れ
で
船

材
の
出
自
地
と
造
船
地
を
冠
し
て
、前
述
の「
伊い

豆づ

手て

舟ぶ
ね

」（
万
、
二
十
・
4
3
3
6
）

と
か
「
伊い

豆づ

手て

の
舟
」（
万
、
二
十
・
4
4
6
0
）
と
か
称
さ
れ
て
い
る
。
同
類
の

例
と
し
て
足あ
し

柄が
ら

、
熊く
ま

野の

、
松ま
つ

浦ら

に
産
す
る
船
を
、「
足あ
し

柄が
ら

小を

舟ぶ
ね

」（
万
、
十
四
・

3
3
6
7
）、「
熊く
ま

野の

舟ぶ
ね

」（
万
、
十
二
・
3
1
7
2
）、「
ま
熊く
ま

野の

の
舟
」（
万
、
六
・

9
4
4
）、「
ま
熊く
ま

野の

の
小を

舟ぶ
ね

」（
万
、
六
・
1
0
3
3
）、「
松ま
つ

浦ら

舟ぶ
ね

」（
万
、
七
・

1
1
4
3
、
十
二
・
3
1
7
3
）
と
称
し
て
い
る
。
な
お
伊い

予よ
の

國く
に

風
土
記
逸
文
の

熊
野
岑
の
条
の
「
熊
野
と
云い

ふ
船
」
は
、『
風
土
記
』﹇
秋
本
、
一
九
六
八
、
四
九
七

頁
﹈
の
頭
注
に
よ
る
と
「
船
名
で
な
く
熊
野
船
型
の
船
の
意
か
」
と
あ
る
。

『
本
居
宣
長
全
集　
第
十
二
巻
』
の
「
古
事
記
傳　
四
」﹇
大
野
晋
、
一
九
七
四
、

一
四
一
頁
﹈
は
、
応
神
紀
に
枯
野
船
が
伊
豆
国
貢
上
の
船
だ
と
あ
り
、『
延
喜
式
』

「
神
名
帳
」
に
伊
豆
国
田
方
郡
軽か
ろ

野の

神
社
が
あ
り
、『
和
名
抄
』
に
同
郡
狩
野
郷
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
枯か
ら

野の

船
の
名
が
地
名
に
由
来
す
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
式
内
社

の
軽か
る

野の

神
社
は
天
城
湯
ケ
島
松
ケ
瀬
に
現
存
し
、
こ
の
神
社
の
近
く
を
「
狩か

野の

川
」
が
北
流
し
て
い
る
。

『
天
城
の
史
話
と
伝
説
』﹇
天
城
湯
ケ
島
町
文
化
財
保
護
審
議
委
員
会
、一
九
八
八
、

九
・
一
〇
頁
﹈
に
よ
る
と
、
軽か
る

野の

神
社
の
隣
里
（
南
方
）
に
「
船ふ
な

原ば
ら

」
と
い
う
村
名

が
あ
り
、「
大お
お

平だ
い
ら」（
修
善
寺
町
）
に
あ
る
大
木
橋
は
枯
野
船
の
材
の
梢
を
架
し
て

橋
に
し
た
と
い
う
伝
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
「
大お
お

平だ
い
ら」
は
『
続
日
本
後
紀
』
承

81
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和
四
年
（
八
三
七
）
の
条
に
載
る
「
大お
ほ

平ひ

良ら

」
船
の
出
自
地
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
大お
ほ

平ひ

良ら

船
は
、
船
材
の
出
自
地
と
造
船
地
を
冠
し
た
船
名
だ
、
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
船
は
遣
唐
使
船
で
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
従
五
位
下
の
位
階
を
授
け
ら

れ
て
い
る
。

◎
地
名
由
来
説
と
称
辞
由
来
説　

こ
の
よ
う
に
伊
豆
国
に
お
け
る
船
材
の
出
自
地

と
造
船
地
を
冠
し
て
、「
伊い

豆づ

手て

舟ぶ
ね

」、「
伊い

豆づ

手て

の
舟ふ
ね

」、「
大お
ほ

平ひ

良ら

」
船
な
ど
の
船

名
が
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
で
い
く
と
、
船
材
の
出
自
地
と
造
船
地
で
あ
る
伊

豆
国
「
狩
（
軽
）
野
」
を
も
っ
て
「
枯か
ら

野の

」
船
と
命
名
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
い
に
あ

り
う
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
「
枯か
ら

野の

」
船
の
名
は
地
名
の
「
軽か
る

野の

」
の
転
訛

だ
ろ
う
と
説
く
応
神
紀
の
細
注
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
狩
（
軽
）

野
」
の
読
み
と
し
て
「
か
る
の
・
か
ろ
の
・
か
ら
の
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
に
し
ろ
、

今
日
の
「
狩か

野の

」
に
通
じ
る
地
名
で
あ
り
、「
枯か
ら

野の

」
船
の
名
称
は
船
材
の
出
自
地

と
造
船
地
の
「
狩
（
軽
）
野
」
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
船
の
「
輕か
ろ

く
泛う
か

び
て
疾と

く
行ゆ

く
こ
と
馳は
し

る
が
如ご
と

し
」
か
ら

船
名
を
「
枯
（
＝
軽
）
野
」
と
称
し
た
と
い
う
応
神
紀
の
本
文
の
称
辞
由
来
説
は
、

応
神
紀
の
細
注
が
説
く
よ
う
に
後
人
の
訛
り
・
付
会
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
こ
の
称
辞
由
来
説
で
は
、「
枯
＝
軽
」
が
説
明
で
き
た
と
し
て
も
、「
野
」
の
説

明
が
苦
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
仁
徳
記
も
同
じ
で
、「
甚い
と

捷は
や

く
行
く
船
な

り
き
。
時
に
其
の
船
を
号な
づ

け
て
枯か
ら

野の

と
謂い

ふ
」
と
あ
る
の
は
、
や
は
り
称
辞
由
来

説
で
あ
り
、「
野
」
の
説
明
が
苦
し
い
。

◎
船
脚
の
軽
さ
を
賛
美
し
た
地
名　

し
か
し
、
船
材
を
出
す
土
地
の
名
（
地
名
）

と
そ
こ
に
産
す
る
船
の
船
脚
の
軽
さ
（
称
辞
）
は
し
ば
し
ば
相
関
的
に
と
ら
え
ら

れ
、
次
の
「
足
輕
山
」
＝
足
柄
山
の
由
来
の
よ
う
に
船
脚
の
軽
さ
が
そ
の
船
材
を

出
し
て
造
船
す
る
地
の
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
伝
承
の
出
典
の

「
參
考
」
と
は
風
土
記
の
逸
文
と
し
て
認
め
が
た
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の

の
、
地
名
の
つ
け
方
を
知
る
上
で
有
意
義
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

相
摸ノ
國ノ風
土
記
に
云イ
ハ
ク、
足ア
シ
カ
ラ輕
山
は
、
此
山
の
杉
の
木
を
と
り
て
舟
に
つ造く
る

に
、
あ脚
し
の
輕
き
事
、
他
の
材キ

に
て
作
れ
る
舟
に
こ異
と
な
り
。
よ
り
て

あ足

輕

し
か
ら
の
山
と
付ツ
ケ

た
り
と
云
々
。（
相
摸
國
風
土
記
逸
文
、足
輕
山
、參
考
）

し
た
が
っ
て
、「
枯か
ら

野の

」
船
の
由
来
が
そ
の
産
地
の
伊
豆
国
「
軽
野
」
だ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
「
軽
野
」
が
「
船ふ
な

原ば
ら

」
と
並
ん
で
船
脚
の
軽
い
船
を
造
る
地
＝
野
・

原
と
い
う
由
来
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
軽
野
」
と
い
う
造

船
地
の
地
名
自
体
が
、
既
に
船
脚
の
軽
さ
を
賛
美
し
た
称
辞
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
伝
で
い
く
と
「
大
平
」
も
同
様
で
、
海
上
を
大
い
に
平
ら
か
に
渡
る
船
を

造
る
地
と
い
う
由
来
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

◎
国
庫
へ
の
納
入　

以
上
の
よ
う
に
伊
豆
国
の
造
船
所
は
、「
狩（
軽
）野
」や「
船

原
」・「
大
平
」
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
船
の
数
が
あ
る
程

度
揃
う
と
こ
れ
ら
を
水
辺
ま
で
下
ろ
し
て
狩か

野の

川
に
浮
か
べ
、
河
口
の
沼ぬ
ま

津づ

あ
た

り
に
集
結
さ
せ
た
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
「
難な
に
は
の
つ

波
津
」
で
国
庫
に
納
め
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
狩
野
川
の
中
下
流
を
流
れ
下
る
程
度
の
船
な
の
で
、
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枯
野
船
は
基
本
的
に
刳
り
船
だ
っ
た
ろ
う
。

◎
刳
り
船
と
準
構
造
船　
『
日
本
の
船
』﹇
石
井
謙
治
、一
九
五
七
、一
〇
〜
一
四
頁
﹈

に
よ
る
と
、
刳
船
（
単
材
刳
船
・
複
材
刳
船
）
と
準
構
造
船
は
次
の
よ
う
に
定
義

さ
れ
て
い
る
。「
刳く
り

船ふ
ね

」と
は「
一
本
の
木
材
を
刳
り
抜
き
、中
を
空う
つ
ろ洞
に
し
た
も
の
」

で
、
船
体
構
造
の
相
違
か
ら
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

⑴
単
材
刳
船
＝
一
本
の
素
材
を
刳
り
抜
い
て
造
り
、
他
の
船
材
を
つ
け
加
え
な

い
船
。

〔
割
竹
型
〕‥
平
面
が
長
方
形
、
断
面
が
円
孤
状
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
、

割
竹
に
似
て
い
る
。

〔
鰹
節
型
〕‥
舳へ
さ
き・
艫と
も

が
と
も
に
細
く
な
っ
て
、
一
見
鰹
節
に
似
て
い
る
。

〔
箱　

型
〕‥
平
面
は
長
方
形
で
割
竹
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
断
面
を
角
型

と
し
た
点
に
相
違
が
あ
る
。

〔
折
衷
型
〕‥
以
上
の
三
型
式
の
い
ず
れ
に
も
入
ら
な

い
も
の
。

⑵
複
材
刳
船
＝
二
つ
以
上
の
刳
船
部
材
を
継
ぎ
合
わ
せ
て

造
っ
た
船
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
舷
ふ
な
べ
りに
棚

（
舷
側
板
）
を
設
け
ず
、
刳
船
部
材
の
み

で
構
成
さ
れ
た
も
の
。

⑶
準
構
造
船
＝
船
底
構
造
は
単
材
乃
至
複
材
刳
船
と
変
わ

り
が
な
い
が
、
舷
側
に
一
段
以
上
の
棚
を

設
け
て
い
る
点
に
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
⑵
複
材
刳
船
と
⑶
準
構
造
船
は
、
⑴
単
材
刳
船

と
比
較
す
る
と
大
型
船
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

◎
小
型
船
と
大
型
船　

こ
う
し
て
み
る
と
仁
徳
記
の
枯
野
船

は
、
そ
の
活
躍
の
場
が
大
阪
湾
中
心
な
の
で
、
ど
の
型
か
不

詳
な
が
ら
小
型
の
⑴
単
材
刳
船
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
応
神
紀
に
よ
る
と
、
枯
野
船
は
「
長な
が

さ

十と
つ
ゑ丈
」
と
あ
る
。
石
井
﹇
一
九
五
七
、 

五
六
〜
六
七
頁
﹈
に
よ
る
と
、
当
時
の
漢

尺
は
曲
尺
の
〇
、
七
六
尺
に
当
た
る
と
い
う
の
で
「
長な
が

さ
十と
つ
ゑ丈
」
の
船
は
七
六
尺

（
約
二
四
メ
ー
ト
ル
弱
）
の
大
型
船
に
な
り
、
⑵
複
材
刳
船
か
⑶
準
構
造
船
だ
っ

た
、
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
墳
時
代
（
三
世
紀
前
半
〜
六
世
紀
中
葉
）、

と
く
に
応
神
、
仁
徳
朝
の
枯
野
伝
承
や
速は
や

鳥と
り

伝
承
を
挙
げ
て
、
古
墳
時
代
に
は
⑶

準
構
造
船
型
式
の
航
洋
船
が
多
数
作
ら
れ
て
日
本
の
朝
鮮
進
出
を
容
易
に
し
た
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「『
仁
徳
記
』
の
枯
野
伝
承
の
形
成
」﹇
寺
川
真
知
夫
、

一
九
八
〇
、一
四
二
頁
﹈
に
よ
る
と
、
前
述
し
た「
防さ
き

人も
り
の
堀ほ
り

江え

漕こ

ぎ
出づ

る
伊い

豆づ

手て

舟ぶ
ね

」（
万
、
二
十
・
4
3
3
6
）が
官
船
と
し
て
防
人
を
載
せ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

も
大
量
輸
送
の
可
能
な
準
構
造
船
で
あ
り
う
る
と
い
う
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
伊
豆
の
山
中
で
造
っ
た
刳
り
船
を
狩
野
川
の
河
口
の
沼
津

79
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78

あ
た
り
で「
海
部
」が
大
型
船
に
仕
立
て
上
げ
、「
難な
に
は
の
つ

波
津
」で
国
庫
に
納
め
た
ろ
う
。

そ
し
て
応
神
紀
に
よ
る
と
、
朝
廷
は
五
年
に
こ
の
大
型
船
の
枯か
ら

野の

船
を
造
ら
せ

三
十
一
年
ま
で
「
官
お
ほ
や
け
も
の
用
」
に
し
て
い
る
の
で
、
官
船
と
し
て
奉
仕
し
た
期
間
は

二
六
年
の
長
き
に
亙
っ
て
い
る
。

◎
船
の
大
小
と
主
題
の
規
模
の
広
狭　

な
お
仁
徳
記
の
枯
野
船
が
刳
り
船
・
小
型

船
で
あ
り
、
応
神
紀
の
枯
野
船
が
航
洋
船
と
し
て
外
洋
を
渡
海
で
き
る
大
型
船
で

あ
る
こ
と
は
、
両
伝
承
の
語
る
場
の
広
狭
（
記
は
河
内
国
中
心
の
広
が
り
、
紀
は

全
国
と
東
ア
ジ
ア
へ
の
広
が
り
）
に
対
応
し
て
お
り
、両
伝
承
の
主
題
の
規
模
（
記

は
河
内
国
中
心
の
治
世
謳
歌
、
紀
は
全
国
統
治
と
東
ア
ジ
ア
へ
の
国
威
発
揚
）
に

も
対
応
し
て
い
る
。

◎
山
人
と
海
人
の
連
携
し
た
生
業　

こ
の
よ
う
に
、
応
神
紀
五
年
八
月
の
条
で

「
諸く
に

國ぐ
に

に
令の
り
ご
と

し
て
、
海あ

人ま

及お
よ

び
山や
ま

守も
り

部べ

を
定さ
だ

」
め
、
そ
の
法
令
一
つ
で
直
ち
に
そ

の
年
の
十
月
に
朝
廷
が
「
伊
豆
國
に
科ふ
れ
お
ほ

せ
て
」
枯か
ら

野の

船
を
造
ら
せ
、
そ
れ
が
四
半

世
紀
に
わ
た
っ
て
使
用
に
耐
え
得
た
の
は
、
既
に
民
間
に
お
い
て
山
人
と
海あ

人ま

の

間
に
船
材
の
提
供
・
造
船
・
運
輸
と
い
う
連
携
・
交
流
が
十
二
分
に
積
み
重
ね
ら

れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
既
に
民
間
に
生
業
と
し
て
あ
っ
た
山
人
と
海

人
の
連
携
し
た
船
の
生
産
と
使
用
の
サ
イ
ク
ル
を
、河
内
王
朝
が
巧
み
に
山や
ま

部べ（
山

守
部
）
と
海あ
ま

部べ

（
伊
勢
部
）
な
ど
に
制
度
化
し
て
海
運
力
を
強
化
し
、
富
の
確
保
、

全
国
統
治
、
外
交
に
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

◎
遠
江
の
貢
船　

仁
徳
紀
六
十
二
年
の
条
に
伝
え
る
「
遠と
ほ
つ
あ
ふ
み江
の
貢
船
」
も
、
そ
の

海
運
重
視
の
一
類
で
あ
る
。

六
十
二
年
の
夏
五
月
に
、
遠と
ほ
つ
あ
ふ
み
の江
國く
に
の

司み
こ
と
も
ち、
表ま

う
上
言
さ
く
、「
大お
ほ

き
な
る
樹き

有
り
て
、

大お
ほ

井ゐ

河が
は

よ
り
流な
が

れ
て
、
河か
は

曲く
ま

に
停と
ど
ま

れ
り
。
其
の
大
き
さ
十と
う

圍だ
き

。
本も
と

は
壹ひ
と
つ

に
し

て
末
は
兩
ま
た
ま
たな
り
」
と
ま
う
す
。
時
に
倭や
ま
と
の

直あ
た
ひ

吾あ

子ご

籠こ

を
遣つ
か
は

し
て
船ふ
ね

に
造つ
く

ら
し
む
。

而し
か
う

し
て
南
み
な
み
の

海み
ち

よ
り
運め
ぐ
ら

し
て
、
難な
に

波は
の

津つ

に
將ゐ

て
來き
た

り
て
、
御み

船ふ
ね

に
充あ

て
つ
。

　
　
　
（
仁
徳
紀
六
十
二
年
）

山
部
も
海
部
も
登
場
し
な
い
も
の
の
、
河
内
王
朝
が
官
人
を
派
遣
し
、
巨
大
な

二
俣
の
流
木
か
ら
船
を
造
ら
せ
、南
海
道
を
経
由
し
て
「
難な
に
は
の
つ

波
津
」（
大
阪
湾
の
港
）

で
国
庫
に
収
め
て
い
る
。
垂
仁
記
本ほ

牟む

智ち

和わ

気け
の

王み
こ

の
条
と
履
中
紀
三
年
の
条
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
二
俣
の
木
は
霊
木
な
の
で
、
こ
れ
で
造
っ
た
船
は
威
力
を
持
っ
て

い
た
ろ
う
。
こ
の
遠
江
の
二
俣
の
船
も
ま
た
枯
野
船
の
よ
う
に
、
官
船
と
し
て
天

皇
の
た
め
に
働
く
使
命
を
帯
び
て
い
た
。

四　

古
態
を
残
す
仁
徳
記

◎
説
話
と
歌
の
照
応
（
場
の
広
狭
）　

仁
徳
記
と
応
神
紀
に
お
け
る
枯か
ら

野の

伝
承
の

説
話
と
枯
野
琴
の
歌
の
照
応
関
係
を
場
（
舞
台
）
の
広
狹
を
視
点
に
し
て
比
較
し

て
み
る
と
、
仁
徳
記
の
方
が
本
来
の
形
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
仁
徳
記
の

説
話
に
よ
る
と
、
枯
野
船
は
仁
徳
天
皇
の
朝
夕
の
食
膳
に
「
大お
ほ

御み

水も
ひ

」
と
し
て
淡

路
島
の
「
寒し
み
づ泉
」
を
運
ん
で
い
る
。
そ
し
て
枯
野
琴
の
歌
の
「
由ゆ

良ら

の
門と

」
は
、『
本

居
宣
長
全
集　
第
十
二
巻
』﹇
大
野
、
一
九
七
四
、一
四
四
頁
﹈
が
説
く
よ
う
に
紀
淡

海
峡
（
由
良
海
峡
と
も
）
を
指
し
て
い
よ
う
。
紀
淡
海
峡
は
河
内
国
と
淡
路
島
の

間
に
あ
る
大
阪
湾
の
南
方
の
海
峡
で
、
友
ケ
島
と
由
良
港
の
間
の
水
道
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
は
、
潮
の
干
満
が
激
し
い
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
枯
野
船
が
淡
路
島
の
清
水
を
紀
淡
海
峡
を
渡
海
し
て
河
内
国
に
運
ん
で

い
る
と
わ
か
り
、
説
話
と
歌
の
場
（
舞
台
）
が
共
通
し
、
話
し
の
辻
棲
が
合
う
。

こ
の
点
、
応
神
紀
の
説
話
に
よ
る
と
、
枯
野
船
の
具
体
的
な
職
掌
と
活
躍
の
場

を
語
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
枯
野
琴
の
歌
で
は
大
阪
湾
の
南
方
の
「
由ゆ

良ら

の

門と

」＝
紀
淡
海
峡
を
提
示
し
、
枯
野
船
の
後
裔
・
分
子
と
も
い
え
る
五
百
艘
の
船

の
集
結
し
た
場
を
大
阪
湾
の
北
方
の
「
武む
こ
の
み
な
と

庫
水
門
」
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
応
神
紀
の
説
話
と
歌
は
枯
野
船
の
職
掌
が
整
合
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、

活
躍
の
場
も
大
阪
湾
の
南
と
北
に
あ
っ
て
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。

ま
た
仁
徳
記
の
説
話
の
場
は
歌
と
即
応
し
て
精
々
河
内
国
と
淡
路
島
の
範
囲
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（
大
阪
湾
）な
の
に
対
し
て
、応
神
紀
の
説
話
の
場
は
歌
に
登
場
す
る「
由ゆ

良ら

の
門と

」

＝
紀
淡
海
峡
を
無
視
し
、「
武む
こ
の
み
な
と

庫
水
門
」（
大
阪
湾
）
を
基
点
に
し
て
五
百
艘
の
船

を
貢
上
し
た
全
国
に
及
び
、
さ
ら
に
は
大
工
を
貢
上
し
た
新し
ら
ぎ
の
く
に

羅
国
に
ま
で
亙
り
、

飛
躍
的
に
拡
大
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
説
話
と
歌
の
照
応
関
係
を
見
る
と
、
仁
徳
記
の
伝
承
が
よ
り
シ
ン

プ
ル
で
明
快
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
仁
徳
記
の
伝
承
が
古
態
を
残
し
、
応
神
紀
の

伝
承
が
枯
野
琴
の
歌
を
核
に
し
て
新
た
な
解
釈
を
施
し
、
説
話
を
肥
大
化
さ
せ
て

い
る
ら
し
い
、
と
一
応
見
通
せ
よ
う
。

◎
淡
路
の
海
人
に
下
賜
さ
れ
た
枯
野
船　

と
す
る
と
古
態
を
残
す
仁
徳
記
の
伝
承

に
あ
る
よ
う
に
、
枯
野
船
は
仁
徳
天
皇
の
朝
夕
の
食
膳
に
淡
路
島
の
清
水
を
運
ん

で
い
る
の
で
、
国
庫
に
収
め
ら
れ
た
伊
豆
国
軽
野
出
自
の
枯
野
船
は
「
淡あ
は

路ぢ

の
海あ

人ま

」
に
下
賜
・
譲
渡
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
淡
路
の
海
人
」
は

応
神
記
の
「
百
済
の
朝
貢
と
酒
の
歌
」
の
条
の
「
海あ
ま

部べ

」
と
応
神
紀
五
年
の
条
の

「
海あ

人ま

」
の
典
型
例
で
、
枯
野
船
は
こ
の
淡
路
の
海あ

人ま

た
ち
に
よ
っ
て
操
ら
れ
、

「
由ゆ

良ら

の
門と

」
＝
紀
淡
海
峡
を
渡
海
し
な
が
ら
淡
路
島
と
河
内
国
を
往
復
し
、
河

内
王
権
に
奉
仕
し
た
、
と
想
定
で
き
よ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
古
態
を
残
す
仁
徳
記
の
伝
承
か
ら
検
討
す
る
の
が
順
当
だ

ろ
う
。

五　

巨
木
伝
承

１　

首
都
圏
を
示
す
巨
木
の
影

◎
巨
木
伝
承
の
有
無　

ま
ず
、
仁
徳
記
の
語
る
巨
木
伝
承
か
ら
見
て
い
く
。
枯か
ら

野の

船
の
出
自
の
モ
チ
ー
フ
は
、
仁
徳
記
と
応
神
紀
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
巨
木
伝
承
は
仁
徳
記
に
だ
け
あ
り
、
応
神
紀
に
な
い
。

◎
巨
木
の
影
は
生
活
圏
・
支
配
圏
・
安
全
圏　

仁
徳
記
は
枯
野
船
の
出
自
を
河
内

77
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国
の
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
西
（
高た
か

石い
し

市
冨と
の
き木
）
に
生
え
る
巨
木
だ
と
伝
え
、
そ
の
巨
木
の
影

が
淡
路
島
と
高た
か
や
す
や
ま

安
山
（
八や
つ

尾お

市
の
東
、
生い

駒こ
ま

山
系
の
山
）
に
及
ん
だ
と
い
う
。
そ

の
海
上
を
覆
う
影
は
お
よ
そ
大
阪
湾
を
カ
バ
ー
し
、
陸
上
を
覆
う
影
は
ほ
ぼ
河
内

国
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

枯
野
伝
承
に
限
ら
ず
こ
の
他
の
巨
木
伝
承
に
よ
る
と
、
巨
木
の
朝
夕
の
影
の
及

ぶ
範
囲
・
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
生
活
圏
・
支
配
圏
を
形
成
し
、
巨
木
の
生

え
る
地
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
巨
木
は
い
ず
れ
も
尋
常
な
ら
ざ

る
生
命
を
持
っ
て
霊
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
そ
の
巨
木
の
影
は
そ
の
霊
威
の
及

ぶ
範
囲
を
描
き
、
そ
の
圏
内
は
安
全
地
帯
に
な
ろ
う
。

◎
立
ち
寄
ら
ば
大
木
の
陰　

諺
の
「
立
ち
寄
ら
ば
大お
お

木き

の
陰か
げ

」・「
寄
ら
ば
大た
い

樹じ
ゅ

の

陰か
げ

」
は
、『
図
説
こ
と
わ
ざ
事
典
』﹇
時
田
昌
瑞
、
二
〇
〇
九
、三
八
一
・
七
四
五
頁
﹈

に
よ
る
と
庇
護
し
て
も
ら
う
相
手
は
勢
力
あ
る
人
の
方
が
安
全
だ
、
頼
り
と
す
る

の
は
有
力
者
が
頼
り
が
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
。
そ
の
心
意
は
、

巨
木
の
影
の
範
囲
が
巨
木
の
霊
威
の
及
ぶ
支
配
圏
・
安
全
圏
だ
と
い
う
考
え
方
に

通
じ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
大お
お

木き

・
大た
い

樹じ
ゅ

が
有
力
者
の
譬
え
に
な
る
の
は
、
巨
木
伝

承
を
管
理
す
る
者
が
そ
の
地
域
の
支
配
者
・
庇
護
者
で
あ
る
こ
と
を
背
景
に
し
て

い
よ
う
。

◎
淡
路
の
海
人
に
よ
る
造
船
伝
承　

し
た
が
っ
て
大
阪
湾
を
覆
う
巨
木
か
ら
造
ら

れ
た
枯
野
船
は
、「
由ゆ

良ら

の
門と

」
＝
紀
淡
海
峡
を
含
む
大
阪
湾
を
安
全
迅
速
に
渡
海

で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
を
産
み
出
す
。
か
く
し
て
枯
野
船
は
、
優
秀
な
高
速
船

に
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
巨
木
に
よ
る
造
船
伝
承
の
生
成
は
、
淡
路
の
海あ

人ま

族
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
ろ
う
。
淡
路
の
海
人
は
紀
淡
海
峡
を
安
全
迅
速
に
渡
っ
て
河
内
国
と
淡
路

島
を
往
来
し
て
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
た
の
で
、
影
の
及
ぶ
海
上
の
範
囲
＝
大
阪
湾

を
生
活
圏
、
安
全
圏
に
す
る
巨
木
を
設
定
し
、
そ
の
巨
木
か
ら
優
秀
な
高
速
船
を

造
っ
た
と
い
う
伝
承
を
持
ち
た
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
船
の
材
の
巨
木
の
所
在

地
を
大
阪
湾
の
海
岸
に
定
め
て
い
て
造
船
に
山
人
の
助
力
を
要
し
な
い
の
で
、
淡

路
の
海
人
だ
け
で
造
船
し
た
と
い
う
伝
承
を
作
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。

◎
河
内
国
に
生
え
る
巨
木　

し
か
し
、
も
し
彼
ら
の
乗
る
枯
野
船
が
自
前
の
船
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
渡
海
の
安
全
の
た
め
に
船
材
に
な
っ
た
巨
木
は
淡
路
の
海
人

の
生
活
の
拠
点
で
あ
る
淡
路
島
に
生
え
て
い
る
と
す
べ
き
で
、
そ
の
朝
夕
の
影
は

例
え
ば
播は
り

磨ま

灘な
だ

の
小し
ょ
う
ど
し
ま

豆
島
と
河
内
国
に
及
べ
ば
よ
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
枯
野
船
は
元
々
天
皇
の
所
有
物
で
、
淡
路
の
海
人
に
下
賜
・
譲
渡

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
官
船
の
用
途
が
河
内
王
朝
へ
の
奉
仕
に
あ
っ
た
の
で
、

淡
路
の
海
人
た
ち
は
枯
野
船
の
材
に
な
っ
た
巨
木
の
生
え
て
い
た
地
を
河
内
国
の

海
辺
に
定
め
た
の
だ
ろ
う
。

◎
史
実
と
伝
承
の
接
点　

こ
の
よ
う
に
淡
路
の
海
人
は
伊
豆
国「
軽
野
」産
の「
枯

野
」
船
を
下
賜
・
譲
渡
さ
れ
る
と
、
い
つ
し
か
自
分
た
ち
の
造
船
伝
承
を
作
り
上

げ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
に
想
定
し
な
い
限
り
、
伊
豆
国
「
軽
野
」
産

の
「
枯
野
」
船
と
い
う
史
実
と
河
内
国
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
巨
木
に
よ
る
「
枯
野
」
船
と
い
う

伝
承
の
接
点
は
、
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

◎
首
都
圏
の
中
心　

と
す
る
と
次
に
、
淡
路
の
海
人
た
ち
が
直
接
に
関
与
し
な
い

陸
上
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
河
内
国
の
高た
か
や
す
や
ま

安
山
へ
の
言
及
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
巨
木
が
海
岸
線
に
生
え
る
地

理
条
件
か
ら
、「
旦あ
さ

日ひ

」
と
「
夕
日
」
と
い
う
類
型
的
な
対
句
に
よ
っ
て
海
と
陸
と

い
う
対
が
生
じ
た
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
現
に
巨
木
の
生
え
る
富と
の
き木
を
中
心
に

見
る
と
、
春
分
と
秋
分
の
日
に
は
太
陽
が
高
安
山
か
ら
上
り
、
淡
路
島
に
入
る
と

い
う
。

し
か
し
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
い
は
表
現
上
の
類
型
と
太
陽
の
運
行
だ
け
で
は
解

決
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
海
を
生
活
の
場
に
す
る
海
人
に
し
て
も
河
内
王
朝
に
奉
仕

す
る
限
り
こ
の
王
朝
の
本
拠
地
で
あ
る
河
内
国
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
ゆ

え
に
巨
木
を
河
内
国
に
生
え
て
い
る
こ
と
に
し
、
そ
の
夕
日
の
影
が
高
安
山
に
及

ん
だ
こ
と
に
し
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
王
朝
の
本
拠
地
は
、
河
内
国
（
陸
上
）
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

76



―　 ―

弘前学院大学文学部紀要　第48号（2012） 40（ ）

大
阪
湾
に
面
し
た
河
内
国
に
起
こ
っ
た
王
権
は
、
国
内
（
国
土
）
の
統
治
は
も
と

よ
り
海
運
（
水
運
）
に
よ
っ
て
国
力
を
増
強
し
、
東
ア
ジ
ア
外
交
を
も
主
導
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
大
阪
湾
も
本
拠
地
に
含
め
た
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
河
内
王
朝
の
支
配
は
陸
上
の
み
な
ら
ず
、
海
運
を
も
視
野
に
入
れ
て

い
る
の
で
、
河
内
国
と
大
阪
湾
が
そ
の
お
膝
元
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
河
内
王
権

の
中
枢
で
あ
る
陸
海
の
お
膝
元
は
高
度
な
生
活
圏
で
あ
り
、
同
時
に
天
皇
の
強
力

な
支
配
圏
で
あ
り
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
安
全
圏
で
も
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
巨

木
の
朝
夕
の
影
の
範
囲
は
、
河
内
王
朝
の
陸
海
に
お
け
る
首
都
圏
を
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
首
都
圏
の
中
心
が
、
巨
木
の
生
え
る
地
・
兔と
の
き
が
は

寸
河
の

西
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
河
内
王
朝
に
奉
仕
す
る
淡
路
の
海
人
も
同
様
の
首
都
圏
の
観
念
を

持
ち
、
そ
の
首
都
圏
内
の
領
海
に
属
す
る
こ
と
を
誇
り
、
枯
野
船
の
材
を
首
都
圏

の
中
央
に
あ
る
巨
木
に
求
め
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

因ち
な
みに
、
こ
の
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
流
域
の
冨と
の
き木
は
百も

ず

の

舌
鳥
野
の
西
南
の
近
く
に
あ
る
の
で
、

百
舌
鳥
野
に
あ
る
河
内
王
朝
の
天
皇
陵
群
も
、
こ
の
巨
木
と
並
ん
で
首
都
圏
の
中

心
を
示
し
、
そ
の
勇
姿
は
王
朝
の
権
勢
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
ろ
う
。

◎
大
阪
湾
を
舞
台
に
す
る
仁
徳
記　

仁
徳
記
の
物
語
の
舞
台
が
首
都
圏
の
大
阪
湾

と
そ
の
水
系
を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
賛
美
の
方
法
│『
古
事
記
』「
枯
野
」

の
歌
謡
物
語
を
め
ぐ
っ
て
│
」﹇
石
田
千
尋
、
一
九
九
五
、九
・
一
二
頁
﹈
に
説
く
と

お
り
で
あ
る
。
ま
ず
難
波
周
辺
の
水
路
を
開
削
し
、
港
を
開
設
し
た
と
い
う
事
績

記
事
が
あ
る
。
次
に
黒く
ろ

日ひ

売め

と
の
色
好
み
譚
で
は
、
難
波
の
高た
か
つ
の
み
や

津
宮
か
ら
淡あ
は

道ぢ

島し
ま

、

吉き

備び
の

国く
に

へ
の
航
路
、
次
に
八や

田た
の

若わ
き

郎い
ら

女つ
め

と
の
色
好
み
譚
で
は
、
吉
備
国
の
児こ

島じ
ま

、

難
波
の
大お
ほ
わ
た
り渡
、
木き
の

国く
に

（
紀
伊
国
）
を
結
ぶ
航
路
、
次
に
大お
ほ

后き
さ
き

石い
は

之の

日ひ

売め

の
嫉
妬
物

語
で
は
、
難
波
の
堀ほ
り

江え

か
ら
山や
ま

代し
ろ

河が
は

（
木き

津づ

川
）
を
溯
っ
て
山や
ま

代し
ろ

に
至
る
航
路
が

あ
る
。
そ
し
て
雁か
り

の
卵こ

の
瑞
祥
が
、
日ひ

女め

島し
ま

（
淀
川
区
姫
島
町
）
と
い
う
難
波
の

島
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
枯
野
伝
承
の
巨
木
が
、
紀
淡
海
峡
を
含
む
大

阪
湾
を
覆
う
影
を
持
ち
、
淡
路
の
海
人
が
こ
の
海
域
を
安
全
迅
速
に
渡
海
し
て
い

る
。以

上
の
よ
う
に
、
仁
徳
記
の
登
場
人
物
が
い
と
も
安
々
と
こ
の
大
阪
湾
と
そ
の

水
系
を
舞
台
に
し
て
往
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大
阪
湾
が
河
内
王
朝
の
首
都

圏
の
半
分
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。

2　

巨
木
伝
承
の
展
開

◎
三
毛
の
郡
の
由
来　

以
下
で
、
巨
木
の
朝
夕
の
影
が
生
活
圏
・
支
配
圏
さ
ら
に

は
安
全
圏
を
示
し
、
こ
の
発
想
が
陸
と
海
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

次
に
挙
げ
る
二
例
は
、
大
地
に
根
差
し
た
巨
木
は
地
域
の
象
徴
、
地
霊
の
立
ち

現
れ
た
形
で
、
そ
れ
が
由
緒
あ
る
地
名
の
由
来
に
な
り
、
そ
の
巨
木
の
影
が
生
活

圏
を
示
し
、
そ
の
霊
威
に
守
ら
れ
た
安
全
圏
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
三み

毛け

の
郡
こ
ほ
り

の
由
来
を
挙
げ
る
。

公き
む

望も
ち

の
私し

記き

に
曰い

は
く
、
案あ
ん

ず
る
に
、
筑
つ
く
し
の
み
ち
の
し
り
後
の
國
の
風
土
記
に
云い

は
く
、
三み

毛け

の
郡こ
ほ
り

。
云
々
。
①
昔む
か
し者
、
楝あ
ふ
ち木
一ひ
と
も
と株
、
郡こ
ほ
り
の
み
や
け家
の
南
に
生お

ひ
た
り
き
。
其
の

高
さ
は
九
百
七
十
丈つ
ゑ

な
り
。
朝あ
さ

日ひ

の
影か
げ

は
肥ひ
の
み
ち
の
く
ち前
の
國く
に

藤ふ
ぢ

津つ

の
郡こ
ほ
り

の
多た

良ら

の
峯み
ね

を
蔽お
ほ

ひ
、
暮ゆ
ふ

日ひ

の
影か
げ

は
肥ひ
の
み
ち
の
し
り後
の
國
山や
ま

鹿か

の
郡こ
ほ
り

の
荒あ
ら

爪つ
め

の
山
を
蔽お
ほ

ひ
き
。
云
々
。

因よ

り
て
御み

木き

の
國
と
曰い

ひ
き
。
後の
ち

の
人
、
訛よ
こ
な
ま

り
て
三み

毛け

と
曰い

ひ
て
、
今
は
郡こ
ほ
り

の
名
と
爲な

す
。 

（
筑
後
國
風
土
記
逸
文
、
三
毛
郡
）

「
古
事
記
の
民
族
的
成
立
（
Ｇ
大
樹
説
話
）」﹇
倉
野
憲
司
、
一
九
二
七
、
二
一
七

〜
二
二
七
頁
﹈
に
よ
る
と
、
巨
木
伝
承
の
条
は
「
或
所
に
或
大
樹
が
あ
つ
て
、
其

の
樹
の
影
は
、
朝
日
に
當
れ
ば
×
×
に
及
び
、
夕
日
に
當
れ
ば
×
×
を
越
ゆ
と
い

ふ
話
」
の
類
型
で
、
大
樹
説
話
の
原
始
形
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
と
お

り
だ
ろ
う
。
な
お
三み

毛け

の
郡
の
由
来
は
、
御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

伝
承
と
し
て
景
行
紀
に

再
登
場
す
る
。

◎
佐
嘉
の
郡
の
由
来　

次
に
、
佐さ

嘉か

の
郡こ
ほ
り

の
由
来
を
挙
げ
る
。

①
昔む
か
し者
、
樟く
す
の
き樹
一ひ
と
も
と株
、
此
の
村む
ら

に
生お

ひ
た
り
き
。
幹も
と

枝え

秀た

高か

く
、
莖く
き

葉は

繁し

茂げ

り
て
、
朝あ
さ

日ひ

の
影か
げ

に
は
、
杵き

嶋し
ま

の
郡こ
ほ
り

の
蒲か
ま

川か
は

山や
ま

を
蔽お
ほ

ひ
、
暮ゆ
ふ

日ひ

の
影か
げ

に
は
、
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養や

父ぶ

の
郡こ
ほ
り

の
草く
さ

横よ
こ

山や
ま

を
蔽お
ほ

へ
り
き
。
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
、
巡め
ぐ

り
幸い
で
ま

し
し
時
、
樟く
す
の
き

の
茂し
げ

り
榮さ
か

え
た
る
を
覽み

ま
し
て
、
勅の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
此
の
國
は
榮さ
か

の
國く
に

と
謂い

ふ
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
因よ

り
て
榮さ
か

の
郡こ
ほ
り

と
い
ひ
き
。
後の
ち

に
改
め
て
佐さ

嘉か

の
郡こ
ほ
り

と
號な
づ

く
。 

（
肥
前
國
風
土
記
、
佐さ

嘉か

の
郡こ
ほ
り

）

こ
の
由
来
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
巨
木
の
「
莖く
き

葉は

繁し

茂げ

り
」「
茂し
げ

り
榮さ
か

え
」、
そ

れ
が
そ
の
土
地
の
繁
栄
を
祝
福
す
る
地
名
「
榮さ
か

の
郡こ
ほ
り」
＝
「
佐さ

嘉か

の
郡こ
ほ
り」
の
由
来
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
三
毛
の
郡
の
由
来
に
は
巨
木
の
枝
葉
が
茂
り

栄
え
て
い
る
と
は
記
さ
な
い
も
の
の
、
枝
葉
が
茂
り
栄
え
て
い
る
か
ら
巨
木
に
も

な
っ
て
そ
の
影
が
山
を
覆
え
、
霊
木
に
も
な
り
得
る
の
で
、
枝
葉
が
茂
り
栄
え
て

い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
よ
う
。
以
下
に
挙
げ
る
巨
木
も
ま
た
、
枝
葉
の
繁
茂

が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
枝
葉
を
繁
茂
さ
せ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

な
お
こ
の
伝
承
に
は
、
貴
人
・
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
の
巡
行
伝
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
地

名
の
命
名
者
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
巡
行
伝
承
は
、
素
朴
な
伝
承
の
形
式
、

す
な
わ
ち
神
が
巡
行
し
て
地
名
の
命
名
者
に
な
る
と
い
う
形
式
を
色
濃
く
残
し
、

巡
行
す
る
神
を
日
本
武
尊
に
す
げ
替
え
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

◎
浪
岡
の
大
銀
杏
（
津
軽
山
歌
）　

な
お
参
考
な
が
ら
、
青
森
県
の
民
謡
・
津つ

軽が
る

山や
ま

歌う
た

の
次
の
詞
章
は
、
巨
木
の
朝
夕
の
影
も
地
名
の
由
来
も
述
べ
て
い
な
い
け
れ

ど
も
、
巨
木
の
枝
の
及
ぶ
範
圍
が
生
活
圏
・
安
全
圏
・
支
配
圏
を
示
し
、
巨
木
の

花
に
よ
っ
て
そ
の
圏
内
が
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
祝
福
し
て
い
る
。

①
浪な
み

岡お
か

源げ
ん

常じ
ょ
う

林ば
や
し

の　

銀い
ち
ょ
う杏
の
木
の
花

北
は
浪な
み

岡お
か　

南
は
堀ほ
り

越こ
し

の
城
に
咲
く

浪な
み

岡お
か

の
源げ
ん

常じ
ょ
う

林ば
や
し

（
浪
岡
城
の
近
隣
）
に
大
銀い
ち
ょ
う杏
が
生
え
、
そ
の
花
が
浪
岡
の
城

か
ら
堀
越
の
城
ま
で
咲
い
て
い
る
と
い
う
。
津
軽
は
歴
史
的
に
古
い
内う
ち
さ
ん
ぐ
ん

三
郡
（
内

陸
部
）と
歴
史
的
に
新
し
い
外そ
と
さ
ん
ぐ
ん

三
郡
（
沿
岸
部
）
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
津
軽
の
中

心
地
は
近
世
か
ら
弘ひ
ろ

前さ
き

に
定
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
世
の
津
軽
の
中
心
地
は
内

三
郡
の
浪
岡
（
そ
の
中
核
が
浪
岡
城
）
だ
っ
た
。
そ
の
浪
岡
に
巨
木
が
生
え
、
そ

の
枝
が
北
の
浪
岡
城
か
ら
南
の
堀
越
城
に
至
り
、
花
ま
で
咲
か
せ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
巨
木
の
霊
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
内
三
郡
が
一
つ
の
生
活
圏
・
安
全
圏
を

示
し
、
浪
岡
城
主
の
北
き
た
ば
た
け畠
氏
の
統
治
す
る
支
配
圏
が
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
賛
美

し
て
い
よ
う
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
浪
岡
城
を
拠
点
に
し
た
内
三
郡
を
賛
美
し
た

歌
詞
は
、
堀
越
城
が
築
か
れ
た
中
世
末
期
に
歌
い
出
さ
れ
た
ろ
う
。

◎
球
珠
の
郡
と
直
入
の
郡
の
由
来　

次
の
二
例
も
、
地
域
の
巨
木
が
地
域
の
地
名

の
由
来
に
な
っ
て
い
る
。

昔む
か
し者
、
①
此
の
村
に
洪お
ほ

き
樟く
す

の
樹き

あ
り
き
。
因よ

り
て
球く

珠す

の
郡こ
ほ
り

と
い
ふ
。

 

（
豊
後
國
風
土
記
、
球く

珠す

の
郡こ
ほ
り

）

昔む
か
し者
、
①
郡こ
ほ
り

の
東ひ
む
が
し

の
桑く
は

木き

の
村む
ら

に
桑く
は

生お

ひ
た
り
き
。
其
の
高
さ
、
極き
は

め
て
陵た
か

く
、
枝え
だ

も
幹も
と

も
直な
ほ

く
美う
る
は

し
。
俗く
に
ひ
と

、
直な
ほ
く
は桑
の
村む
ら

と
い
ひ
き
。
後の
ち

の
人
、
改
め
て

直な
ほ

入り

の
郡こ
ほ
りと
い
ふ
は
、
是こ
れ

な
り
。 

（
豊
後
國
風
土
記
、
直な
ほ

入り

の
郡こ
ほ
り）

右
の
二
例
は
共
に
巨
木
の
影
を
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
前
の
二
例
（
三み

毛け

の

郡こ
ほ
りと
佐さ

嘉か

の
郡こ
ほ
り

の
由
来
）
の
よ
う
に
巨
木
の
朝
夕
の
影
の
叙
述
が
あ
っ
て
も
い
い

伝
承
で
あ
る
。

◎
御
木
の
さ
小
橋　

最
初
に
挙
げ
た
筑
後
國
風
土
記
逸
文
の
三み

毛け

の
郡こ
ほ
り

の
由
来
は
、

別
の
様
相
を
呈
し
て
景
行
紀
に
次
の
よ
う
に
再
登
場
す
る
。

（
十
八
年
）
秋あ
き

七ふ
み

月づ
き

の
辛
か
の
と

卯の
う

の
朔つ
い
た
ち

甲き
の
え

午う
ま
の
ひ

に
、
筑
つ
く
し
の
く
に
の紫
後み
ち
の
し
り
の
く
に
國
の
御み

木け

に
到い
た

り
て
、

高た
か
た
の
か
り
み
や

田
行
宮
に
居ま

し
ま
す
。
時
に
僵た
ふ

れ
た
る
樹き

有
り
。
長な
が

さ
九こ
こ
の
ほ
つ
ゑ
あ
ま
り
な
な
そ
つ
ゑ

百
七
十
丈
。

百つ
か
さ
つ
か
さ寮
、
其
の
樹き

を
蹈ほ

み
て
往か

來よ

ふ
。
時と
き
の
ひ
と人
、
歌う
た
よ
み

し
て
曰い

は
く
、

朝あ
さ

霜し
も

の　

御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

。　
　
　
（
朝
霜
の
）
御
木
の
橋
。

侍ま
へ
つ
き
み臣　

い
渡わ
た

ら
す
も
。　
　
　
　
　
大
宮
人
た
ち
が
渡
っ
て
お
い
で
に
な
る
よ
、

御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

。（
紀
歌
謡
2
4
）　 

そ
の
御
木
の
橋
を
。 

爰こ
こ

に
天す
め
ら
み
こ
と皇
、
問と

ひ
て
曰の
た
ま

は
く
、「
是こ
れ

何な
に

の
樹き

ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
一ひ
と
り

の
老お
き
な夫
有あ

り
て
曰ま
う

さ
く
、
①
「
是こ

の
樹
は
歴く
ぬ

木ぎ

と
い
ふ
。
嘗む
か
し

、
未い
ま

だ
僵た
ふ

れ
ざ
る
先さ
き

に
、

朝あ
さ

日ひ

の
暉ひ
か
り

に
當あ
た

り
て
、則す
な
は

ち
杵き
し
ま
の
や
ま

嶋
山
を
隱か
く

し
き
。
夕ゆ
ふ

日ひ

の
暉ひ
か
り

に
當
り
て
は
、亦
、

阿あ

蘇そ
の

山や
ま

を
覆か
く

し
き
」
と
ま
う
す
。
天
皇
の
曰の
た
ま

は
く
、「
是こ

の
樹
は
、
神あ
や

し
き
木き
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な
り
。
故か
れ

、
是こ

の
國く
に

を
御み

木け
の

國く
に

と
號よ

べ
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
景
行
紀
十
八
年
の
条
）

こ
の
例
も
後
半
に
お
い
て
、
巨
木
・
神
木
が
そ
の
地
域
の
地
名
の
由
来
に
な
り
、

巨
木
の
影
が
生
活
圏
・
安
全
圏
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
筑
後
國
風
土
記
と
景
行

紀
は
巨
木
の
高
さ
（
九
百
七
十
丈つ
ゑ

）
が
一
致
す
る
も
の
の
、
樹
木
の
種
類
と
影
の

及
ぶ
山
名
が
一
致
し
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
の
伝
承
に
は
、
今
ま
で
の
素
朴
な
原
初
形
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
巨
木
伝
承
の
展
開
と
定
着
」﹇
青
木
周
平
、
一
九
九
四
、三
二
九
頁
﹈
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
濃
密
に
「
巨
木
伝
承
が
貴
人
の
巡
行
伝
承
に
取
り
入
れ
ら
れ
」

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
前
半
に
窺
わ
れ
、
こ
の
巨
木
が
行か
り

宮み
や

の
橋

と
し
て
景
行
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
三み

毛け

の
郡こ
ほ
りを
象
徴
す
る
巨
木
が
橋
と
し
て
天
皇
・
朝
廷
に
奉
仕
し
て
い
る

こ
と
は
、
こ
の
三
毛
の
郡
が
王
権
に
服
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
地
霊
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
巨
木
が
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
、
そ

の
巨
木
（
巨
木
伝
承
）
と
と
も
に
あ
る
地
域
の
支
配
者
が
天
皇
に
服
属
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

伝
承
に
は
巨
木
伝
承
の
原

初
形
に
支
配
・
被
支
配
の
関
係
が
介
入
し
、
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

◎
三
重
の
釆
女
の
勧
酒
歌　

次
に
挙
げ
る
雄
略
記
の
巨
木
伝
承
は
か
な
り
難
解
な

が
ら
、
そ
の
影
の
範
囲
＝
世
界
は
そ
の
巨
木
と
と
も
に
あ
る
天
皇
の
支
配
圏
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
長
大
な
歌
（
天あ
ま
が
た
り
う
た

語
歌
）
は
、
地
域
を
超
越
し
て
世
界
全
体
を
覆

う
宇
宙
木
の
範
囲
が
生
活
圏
な
ら
ぬ
全
世
界
を
圏
内
と
し
、
こ
の
宇
宙
木
の
葉
の

持
つ
霊
力
が
御み

酒き

に
籠
も
り
、
そ
の
御
酒
は
国
生
み
＝
陸
海
の
生
成
を
も
た
ら
す

始
原
の
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
天
皇
が
飲
む
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
上
略
）①
真ま

木き

栄さ

く　

檜ひ

の
御み

門か
ど

。（
真
木
栄
く
）檜
の
木
の
御
殿
で
ご
ざ

い
ま
す
。

新に
ひ
な
へ
や

嘗
屋
に　

生お

ひ
立だ

て
る　
　
　
　

そ
の
新
嘗
を
召
上
が
る
御
殿
に
生
え

て
い
る

百も
も

足だ

る　

槻つ
き

が
枝え

は
、　
　
　
　
　

枝
葉
の
茂
っ
た
槻
の
木
の
枝
は
、

上ほ

つ
枝え

は　

天あ
め

を
覆お

ヘ
り
。　
　
　

上
の
枝
は
天
を
覆
い
、

中な
か

つ
枝え

は　

東あ
づ
ま

を
覆お

ヘ
り
。　
　
　

中
の
枝
は
東
の
国
を
覆
い
、

下し

づ
枝え

は　

鄙ひ
な

を
覆お

ヘ
り
。　
　
　

下
の
枝
は
田
舎
の
国
を
覆
う
て
お
り

ま
す
。

上ほ

つ
枝え

の　

枝え

の
末う
ら

葉ば

は　
　
　
　

そ
の
上
枝
の
先
の
葉
は
、

中な
か

つ
枝え

に　

落お

ち
触ふ

ら
ば
へ
、　
　

中
枝
に
落
ち
触
れ
、

中な
か

つ
枝え

の　

枝え

の
末う
ら

葉ば

は　
　
　
　

中
枝
の
先
の
葉
は
、

下し
も

つ
枝え

に　

落お

ち
触ふ

ら
ば
へ
、　
　

下
枝
に
落
ち
触
れ
、

下し

づ
枝え

の　

枝え

の
末う
ら

葉ば

は　
　
　
　

下
枝
の
先
の
葉
は
、

蚕あ
り

衣ぎ
ぬ

の　

三み

重へ

の
子こ

が　
　
　
　
　
（
蚕
衣
の
）
三
重
の
乙
女
が

捧さ
さ

が
せ
る　

瑞み
づ

玉た
ま

盞う
き

に　
　
　
　
　

捧
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
め
で
た
い
酒

杯
に
、

浮う

き
し
脂あ
ぶ
ら　

落お

ち
な
づ
さ
ひ
、　
　

浮
い
た
脂
の
よ
う
に
、
落
ち
浸
り
、

水み
な

こ
を
ろ　

こ
を
ろ
に
。　
　
　
　

水
を
こ
お
ろ
こ
お
ろ
に
（
か
き
鳴
ら

し
て
で
き
た
国
土
の
よ
う
に
浮
か
ん

で
お
り
ま
す
）。

是こ

し
も　

あ
や
に
畏か
し
こ

し
。（
下
略
） 

こ
れ
こ
そ
、
ま
こ
と
に
め
で
た
い
こ

　
　
　
　
　
　
（
記
歌
謡
1
0
0
） 

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

槻
の
木
の
影
が
「
天あ
め

・
東あ
づ
ま・
鄙ひ
な

」
を
覆
う
こ
と
は
、
巨
木
伝
承
の
原
初
形
の
変

形
で
あ
る
。
こ
の
勧
酒
歌
に
述
べ
ら
れ
る
「
槻つ
き

」
は
巨
大
な
宇
宙
木
で
、
こ
の
枝

葉
の
繁
茂
す
る
巨
木
の
下
で
新に
ひ
な
め
さ
い

嘗
祭
を
執
り
行
う
者
・
天
皇
が
、
こ
の
宇
宙
木
の

霊
力
を
御み

酒き

の
形
で
体
内
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
こ
の
巨
木
の
影
の
範
囲
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
木
の
影
の
範
囲
が
世
界
で
あ

り
、
そ
の
世
界
と
は
陸
海
を
含
む
「
大お
ほ
や
し
ま
く
に

八
嶋
国
」（
大
和
朝
廷
の
支
配
地
）
を
中
核

に
し
て
お
り
、
こ
の
宇
宙
木
と
と
も
に
あ
っ
て
そ
の
霊
力
を
身
に
帯
び
る
者
が
そ

の
世
界
の
王
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
宇
宙
木
の
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影
の
範
囲
は
、
そ
の
世
界
の
生
活
圏
・
安
全
圏
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
宇
宙

木
と
と
も
に
あ
る
天
皇
の
支
配
圏
で
も
あ
る
。

◎
支
配
者
と
被
支
配
者
の
巨
木　

天
皇
の
管
理
す
る
宇
宙
木
に
比
べ
る
と
規
模
が

小
さ
い
な
が
ら
、
三み

毛け

の
郡こ
ほ
り

の
支
配
者
も
そ
の
地
域
を
象
徴
す
る
巨
木
を
管
理
し
、

そ
の
巨
木
の
影
の
圏
内
を
支
配
し
て
い
た
ろ
う
。
し
か
し
大
和
朝
廷
か
ら
服
属
を

迫
ら
れ
て
三み

毛け

の
郡こ
ほ
り

の
首
領
が
服
属
を
誓
う
と
、
被
支
配
者
の
管
理
す
る
巨
木
は

「
御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

」と
し
て
卑
小
化
さ
れ
、
朝
廷
の「
百つ
か
さ
つ
か
さ寮
」に
「
踏
」
ま
れ
る
存
在

と
し
て
天
皇
・
朝
廷
に
奉
仕
す
る
、
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
支
配
す
る
者
の

語
る
巨
木
は
宇
宙
大
に
巨
大
化
し
、
支
配
さ
れ
る
者
の
語
る
巨
木
は
そ
の
地
域
に

見
合
っ
た
大
き
さ
を
見
せ
つ
つ
も
矮
小
化
さ
れ
る
。

3　

速
鳥
の
巨
木

◎
巨
木
が
船
に
な
っ
た
伝
承　

次
に
、
巨
木
の
朝
夕
の
影
が
海
に
も
及
び
、
そ
の

巨
木
が
船
に
な
っ
て
そ
の
影
の
範
囲
を
渡
海
し
、
王
権
に
奉
仕
し
た
伝
承
に
つ
い

て
述
べ
る
。
そ
の
典
型
が
枯
野
伝
承
で
あ
り
、
そ
れ
に
酷
似
す
る
伝
承
が
播
磨
國

風
土
記
逸
文
に
載
る
速は
や

鳥と
り

伝
承
で
あ
る
。

こ
の
他
に
類
似
し
た
記
事
と
し
て
、
前
述
し
た
仁
徳
紀
六
十
二
年
の
条
の
「
遠
と
ほ
つ

江あ
ふ
みの
貢
船
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
大お
ほ

き
な
る
樹き

」
か
ら
船
を
造
り
、
難な
に

波は

津つ

で

官
船
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
伝
承
と
い
う
よ
り
は
史
実
に
近
く
、
巨
木

は
流
木
と
あ
る
だ
け
で
生
活
圏
・
安
全
圏
・
支
配
圏
と
し
て
の
地
域
の
広
が
り
を

持
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
地
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
、 「
遠
江
の
貢
船
」
の
条
を
除
く
。

◎
速
鳥
伝
承　

速
鳥
伝
承
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

播は
り

磨ま

の
國
の
風
土
記
に
曰い

は
く
、
①
明あ
か
し石
の
驛う
ま

家や

。
駒こ
ま

手で

の
御み

井ゐ

は
、
難な
に

波は

の
高た
か

津つ

の
宮み
や

の
天す
め
ら

皇み
こ
と

の
御み

世よ

、
楠く
す
の
き

、
井ゐ

の
上う
へ

に
生お

ひ
た
り
き
。
朝
日
に
は
淡あ
は

路ぢ

嶋し
ま

を
蔭か
く

し
、
夕
日
に
は
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
を
蔭か
く

し
き
。
仍す
な
は

ち
、
②
其
の
楠く
す
の
き

を
伐き

り

て
舟
に
造
る
に
、
其
の
迅は
や

き
こ
と
飛
ぶ
が
如
く
、
一ひ
と

檝か
ぢ

に
七な
な

浪な
み

を
去ゆ

き
越こ

え

き
。
仍よ

り
て
速は
や

鳥と
り

と
號な
づ

く
。
③
こ
こ
に
、
朝あ
し
た

夕ゆ
ふ
べ

に
此
の
舟
に
乘
り
て
、
御み

食け

に
供そ
な

へ
む
と
し
て
、
此
の
井ゐ

の
水
を
汲く

む
に
、
一あ
る
ひ旦
、
御み

食け

の
時
に
堪た

へ
ざ

り
き
。
故か
れ

、
歌う
た

作よ

み
し
て
止や

め
き
。
唱う
た

に
曰い

は
く
、

住す
み

吉の
え

の　

大お
ほ

倉く
ら

向む

き
て　
　

墨
江
の
津
の
大
倉
に
向
か
っ
て

飛と

ば
ば
こ
そ　
　
　
　
　
　

飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
た
ら

速は
や

鳥と
り

と
言い

は
め　
　
　
　
　

速
鳥
と
も
言
お
う
が
、

何な
に

か
速は
や

鳥と
り　

　
　
　
　
　
　

御
食
事
に
間
に
合
わ
ぬ
よ
う
な
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
う
し
て
速
鳥
と
言
え
る
か
。

　
　
　
　
（
播
磨
國
風
土
記
逸
文
、
風
土
記
歌
謡
18
）

播
磨
国
の
「
明あ
か
し石
の
駅う
ま
や家
の
御み

井ゐ

」
の
傍
ら
に
楠く
す
の
き

の
巨
木
が
生
え
、
そ
の
朝
夕

の
影
が
「
淡あ
は
ぢ
し
ま

路
嶋
」
と
「
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
」
に
及
ん
だ
と
い
う
。
も
と
よ
り
こ
の
巨
木
の

影
の
範
囲
・
地
域
は
、
一
つ
の
生
活
圏
・
安
全
圏
を
形
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
巨
木
を
伐
っ
て
造
っ
た
丸
木
船
は
、
こ
の
圏
内
を
安
全
迅
速
に
渡
海
で

き
、
称
辞
で
あ
る
「
速は
や

鳥と
り

」
と
い
う
船
名
ま
で
与
え
ら
れ
た
。
速
鳥
船
は
枯
野
船

と
同
様
に
、
優
秀
な
高
速
船
に
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
。
そ
し
て
、
仁
徳
天
皇
の

飲
む
清
水
を
運
ん
だ
。
し
か
し
、
途
中
で
遅
刻
し
て
「
速
鳥
」
の
船
名
に
悖も
と

る
で

は
な
い
か
、
と
歌
で
罵
倒
さ
れ
、
仕
事
を
止
め
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
河
内
王
朝
の
天
皇
に
清
水
を
運
ぶ
の
が
淡
路
の
海
人
だ
け

に
限
定
さ
れ
た
奉
仕
で
な
く
、
類
似
し
た
部
族
が
競
う
奉
仕
だ
っ
た
。

◎
地
域
の
巨
木
の
奉
仕　

速
鳥
伝
承
は
素
朴
な
地
域
の
巨
木
伝
承
で
な
く
、
地
域

の
巨
木
が
王
権
に
奉
仕
す
る
と
い
う
点
で
支
配
・
被
支
配
の
論
理
が
介
入
し
、
御み

木け

の
さ
小を

橋ば
し

伝
承
と
同
じ
位
相
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
元
々
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
巨
木
が
、
一
方
が
船
と
し
て
、
他
方
は
橋
と
し
て
、
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
る

点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
巨
木
と
と
も
に
あ
る
地
域

の
支
配
者
が
天
皇
に
服
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

◎
住
吉
の
大
倉
の
所
在　

こ
の
歌
の
前
三
句
「
住す
み

吉の
え

の
大お
ほ

倉く
ら

向
む
き
て
飛と

ば
ば
こ

そ
」
の
解
釈
に
は
三
説
あ
る
。
一
つ
目
の
説
は
『
古
代
歌
謡
集
』﹇
土
橋
・
小
西
、

72
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一
九
六
八
、二
三
四
頁
﹈
の
説
で
、「
住
吉
の
大
倉
」
は
大
阪
の
「
住
吉
に
あ
る
宮
廷

の
倉
。「
墨す
み
の
え江
の
津つ

」（
仁
徳
天
皇
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
）
か
」
と
し
、
清
水
を
そ

こ
に
運
ぶ
と
説
く
。
二
つ
目
の
説
は
『
風
土
記
』﹇
秋
本
、一
九
六
八
、四
八
四
頁
﹈

の
説
で
、「
住す
み

吉の
え

の
大お
ほ

倉く
ら

」
は
播
磨
国
明
石
郡
住
吉
の
郷
（
明
石
川
の
東
流
、
伊
川

の
流
域
地
）
の
大
倉
で
、
そ
こ
は
現
在
の
兵
庫
県
明
石
市
大お
お

蔵く
ら

谷だ
に

付
近
で
あ
り
、

そ
こ
に
あ
る
「
駒こ
ま

手で

の
御み

井ゐ

」
に
清
水
を
汲
み
に
行
く
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、「
難な
に

波は

の
高た
か

津つ
の

宮み
や

」
の
あ
る
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
（
河
内
国
）
の
港
か
ら
、
播
磨
国
明
石
郡
住す
み
の
え吉

の
郷
の
大
倉
に
清
水
を
汲
み
に
行
く
、
と
解
し
て
い
る
。
三
つ
目
の
説
は
寺
川

﹇
一
九
八
〇
、一
四
八
頁
﹈
の
説
で
、
播
磨
国
の
明あ
か
し
の
う
ま
や

石
駅
家
と
駒
手
の
御
井
は
明

石
川
の
西
岸
に
あ
り
、「
住す
み
の
え吉
の
大お
ほ

倉く
ら

」
は
そ
の
東
岸
の
海
岸
に
あ
り
、
住
吉
の
大

倉
に
行あ
ん

宮ぐ
う

が
営
ま
れ
た
時
に
、
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ造
だ
っ
た
「
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
の
配
下
の
海あ

人ま

た
ち

が
明
石
川
の
西
岸
の
「
駒こ
ま

手で

の
御み

井ゐ

」
か
ら
東
岸
の
住
吉
の
大
倉
に
清
水
を
運
ん

で
天
皇
に
奉
仕
し
た
史
実
に
基
づ
い
た
伝
承
だ
ろ
う
と
説
く
。

筆
者
は
一
つ
目
の
説
が
適
切
だ
と
考
え
る
。「
駒こ
ま

手で

の
御み

井ゐ

」
の
清
水
を
飲
む
の

は
「
難
波
の
高た
か
つ
の
み
や

津
宮
の
天
皇
」
＝
仁
徳
天
皇
な
の
で
、
伝
承
者
の
関
心
は
清
水
を

必
要
と
し
て
い
る
天
皇
の
い
る
河
内
国
の
難
波
（
墨す
み
の
え江
の
津つ

）
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に

向
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
、
二
つ
目
の
説
は
御
井
に
清
水
を
汲
み
に
行
っ
て
い

る
の
で
、
方
向
が
逆
に
な
る
。

ま
た
、
巨
木
の
影
の
範
囲
が
安
全
迅
速
を
保
証
す
る
圏
内
だ
と
す
る
と
、
明あ
か
し石

の
駅う
ま
や家
の
御
井
の
傍
ら
の
巨
木
の
影
が
「
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
」
に
ま
で
及
ん
だ
意
味
を
有

効
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
「
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
」
が
河
内
王
権

の
中
枢
の
所
在
す
る
地
域
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
速
鳥
船
の
渡
海
先
を
河

内
国
の
「
墨す
み
の
え江
の
津つ

」
に
す
る
の
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
三
つ
目

の
説
で
は
速
鳥
船
の
渡
海
が
明
石
川
の
西
岸
か
ら
東
岸
の
海
岸
へ
向
け
た
も
の
で
、

そ
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
狭
く
、「
大や
ま
と
し
ま
ね

倭
嶋
根
」
に
及
ぶ
巨
木
の
影
を
持
ち
出
す
ま
で

も
な
い
距
離
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
一
つ
目
の
説
の
よ
う
に
、
速
鳥
船
は
播
磨
国
の
明あ
か
し
の
う
ま
や

石
駅
家
の

近
く
に
あ
る
駒
手
の
御
井
の
清
水
を
、
河
内
国
の
「
墨す
み

江の
え

の
津つ

」
に
あ
る
「
大
倉
」

に
運
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
陸
揚
げ
さ
れ
て
、「
難な
に

波は

の

高た
か
つ
の
み
や

津
宮
」
に
運
ば
れ
た
ろ
う
。
な
お
明あ
か
し
の
う
ま
や

石
駅
家
と
駒
手
の
御
井
の
所
在
は
、
今
の

と
こ
ろ
明
石
川
の
東
岸
か
西
岸
か
判
然
と
し
て
い
な
い
。

◎
海
直
の
奉
仕　

前
述
し
た
よ
う
に
寺
川
﹇
一
九
八
〇
、一
四
八
頁
﹈
は
、
速
鳥
伝

承
の
背
後
に
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
だ
っ
た
「
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
の
配
下
の
海あ

人ま

た
ち
に
よ
る
天
皇
の
大お
ほ

御み

食け

へ
の
奉
仕
が
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
推
定
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。

と
す
る
と
「
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
の
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
は
、
河
内
王
朝
の
制
定
し
た
「
海あ
ま

部べ

」
の
一
類

だ
ろ
う
。
そ
の
彼
ら
の
管
理
す
る
速
鳥
船
は
、「
明
石
の
駒こ
ま

手で

の
御み

井ゐ

」
と
河
内
国

の
「
墨す
み
の
え江
の
津つ

」
を
安
全
迅
速
に
往
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
彼
ら
は
影

の
及
ぶ
海
上
の
範
囲
を
生
活
圏
、
安
全
圏
に
す
る
巨
木
を
設
定
し
、
そ
の
巨
木
か

ら
優
秀
な
高
速
船
を
造
っ
た
と
い
う
伝
承
を
持
ち
た
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

巨
木
の
朝
夕
の
影
の
範
囲
が
安
全
圏
で
あ
る
と
い
う
信
仰
は
、
陸
の
民
の
み
な
ら

ず
海
の
民
に
も
流
布
し
て
い
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
石
の
駅う
ま
や家
の
御
井
の
傍
ら
の

巨
木
が
刳
り
船
の
速
鳥
船
に
な
っ
て
天
皇
に
奉
仕
す
る
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
巨
木（
巨
木
伝
承
）と
と
も
に
あ
る
地
域
の
支
配
者
＝
「
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
の
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」

が
河
内
王
朝
に
服
属
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
巨
木
と
そ
れ
か
ら
造
っ
た
刳
り
船
が
地
方
の
支
配
者

の
側
に
あ
り
、
そ
の
巨
木
に
よ
る
造
船
伝
承
の
生
成
が
「
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
の
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
ま
た
船
材
の
巨
木
の
所
在
地
を
「
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
の
直
轄

す
る
海
岸
に
定
め
、
造
船
に
山
人
の
助
力
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
、
彼
ら
だ

け
で
造
船
し
た
と
い
う
伝
承
を
作
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。

◎
労
働
歌
か
ら
罵
倒
の
歌
へ　

速
鳥
船
は
王
権
へ
の
奉
仕
を
懸
命
に
し
な
が
ら
も
、

た
っ
た
一
度
失
敗
し
た
ば
か
り
に
「
速
鳥
」
と
は
名
ば
か
り
で
名
前
負
け
し
て
い

る
と
罵
ら
れ
、
仕
事
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
罵
倒
の
歌
を
貰
っ

た
と
い
う
不
名
誉
も
、
王
権
に
畏
ま
る
と
い
う
点
で
服
属
伝
承
た
り
得
る
か
も
し

れ
な
い
。



―　 ―

枯野伝承の生成（上）　─史実と巨木伝承─45（ ）

70

し
か
し
説
話
を
除
い
て
こ
の
歌
を
独
立
歌
謡
と
し
て
み
る
と
、
別
の
意
味
が
立

ち
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
速
鳥
船
の
漕
ぎ
手
た
ち
が
「
一ひ
と

檝か
じ

に
七な
な

浪な
み

を
去ゆ

き
越こ

え
」
る
と
い
う
誇
り
・
自
負
を
持
ち
、
檝か
ぢ

を
操
作
す
る
時
に
自
分
た
ち
を
叱
咤
激

励
す
る
、
い
わ
ゆ
る
労
働
歌
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
気

概
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
実
績
か
ら
、
自
ら
の
船
を
速
く
飛
ぶ
水
鳥
の
よ
う
な
高
速

船
＝
「
速
鳥
」
船
と
称
し
た
ろ
う
。

と
す
る
と
こ
の
海
人
た
ち
の
誇
ら
か
な
労
働
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
天
皇
に
奉
仕

し
た
と
い
う
服
属
伝
承
が
あ
っ
て
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
伝
承
の
過
程

で
第
三
者
の
批
評
的
な
罵
倒
の
意
味
に
す
り
替
わ
り
、
こ
れ
が
説
話
に
も
及
び
、

清
水
の
運
搬
に
遅
刻
し
た
と
い
う
話
し
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

◎
歪
な
伝
承　

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
要
素
は
、
巨
木
の
朝
夕
の
影
の
範
囲
に
も

い
え
る
。
寺
川
﹇
一
九
八
〇
、一
六
四
頁
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
朝あ
さ

日ひ

に
は
淡あ
は

路ぢ

嶋し
ま

を
蔭か
く

し
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、淡
路
島
は
明
石
市
の
南
方
に
あ
る
。「
淡
路
嶋
」

に
及
ん
だ
影
は
朝
夕
の
影
の
単
な
る
類
句
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
ま
る
で
理
屈
に

合
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
速
鳥
伝
承
の
朝
夕
の
影
の
対
句
は
枯
野
伝
承
か
ら
受
容
し

た
ろ
う
、
と
の
推
論
も
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
枯
野
船
を
語
る
淡
路
の
海
人
の

伝
承
を
「
明あ
か
し
の石
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
の
海
あ
ま
の

直あ
た
ひ」
が
彼
ら
な
り
に
導
入
し
、
朝
夕
の
影
の
範
囲
を
事

実
に
反
し
て
ま
で
模
倣
し
て
渡
海
安
全
の
威
力
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
失
敗

し
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
速
鳥
伝
承
に
は
伝
承
上
の
乱
れ
が
あ
る
ら
し
く
、
い
さ
さ
か
歪い
び
つ

で
あ
る
。

4　

枯
野
の
巨
木

◎
王
権
の
巨
木　

こ
の
点
、
枯か
ら

野の

伝
承
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
枯か
ら

野の

の
巨
木

伝
承
を
見
直
し
て
み
る
。
河
内
国
の
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
西
に
巨
木
が
生
え
、
そ
の
朝
夕
の

影
が
淡
路
島
と
高た
か
や
す
や
ま

安
山
に
及
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
の
巨
木
を
伐
っ
て
造
っ
た
刳

り
船
は
、
安
全
迅
速
に
渡
海
し
た
の
で
こ
れ
を
称
え
て
枯か
ら

野の

船
と
名
付
け
た
。
そ

し
て
、
仁
徳
天
皇
の
た
め
に
清
水
を
運
ん
で
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
速
鳥
伝
承
と

同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
展
開
が
ま
る
で
違
う
。
速
鳥
伝
承
の
場
合
は
速
鳥
船
の

挫
折
と
罵
倒
の
歌
が
続
く
の
に
対
し
て
、
枯
野
船
は
職
務
を
全
う
し
、
老
朽
化
し

た
後
、
塩
を
生
産
し
た
ば
か
り
か
、
渡
海
安
全
を
呪
祷
す
る
琴
・
呪
具
に
な
り
、

渡
海
安
全
の
呪
祷
歌
と
一
組
に
な
っ
て
、
後
裔
た
ち
の
渡
海
安
全
を
保
証
し
て
い

る
。
ま
た
枯
野
船
の
元
に
な
っ
た
巨
木
は
、
河
内
王
朝
の
首
都
圏
の
陸
海
の
境
目

（
中
央
）
に
聳
え
立
ち
、
そ
の
あ
り
方
は
王
権
の
中
枢
に
あ
る
宇
宙
木
＝
「
新に
ひ

嘗な

屋へ
や

に
生お

ひ
立だ

て
る
百も
も

足だ

る
槻つ
き

」（
記
歌
謡
1
0
0
）
と
同
じ
位
相
に
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
青
木
﹇
一
九
九
四
、三
二
七
頁
﹈
が
、「
古
事
記
が
河
内
の
樹
を
用
い
、
そ
の
影

が
淡
路
島
か
ら
高
安
山
に
至
る
の
は
、
難
波
に
都
し
た
仁
徳
天
皇
の
支
配
地
の
縮

図
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
「
天
語
歌
」
の
詞
章
と
、
同
様
の
意
義
を
見
い
だ
せ
る

で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
巨
木
は
王
権

側
の
巨
木
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
伝
承
的
に
は
、
こ
の
巨
木
か
ら
造
ら
れ
た
枯
野

船
は
絶
大
な
力
を
発
揮
す
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
枯
野
船
を
王
権
側
か
ら
与
え
ら

れ
た
形
の
淡
路
の
海
人
は
、
当
初
か
ら
こ
れ
を
用
い
て
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
を

運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
現
に
歴
史
的
に
も
、
枯
野
船
は
王
権
側
か
ら
下

賜
・
貸
与
さ
れ
て
お
り
、
伝
承
と
史
実
は
対
応
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
枯
野
伝
承
が
速
鳥
伝
承
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
枯

野
伝
承
の
原
初
形
は
淡
路
の
海
人
の
伝
承
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
伝
え
る
巨
木
伝

承
は
決
し
て
素
朴
な
も
の
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
河
内
王
権
を
強
く
意
識
し
、
王

権
と
の
上
下
関
係
が
調
和
を
も
っ
て
適
切
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

◎
河
内
王
朝
の
海
陸
の
基
地　

巨
木
の
生
え
て
い
た
場
所
が
「
兔と
の
き
が
は

寸
河
の
西
」
と

い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
熟
さ
な
い
言
い
方
で
あ
る
。
し
か
し
「
兔
寸
河
の
西
」
が

奈
良
時
代
の
「
大お
ほ

伴と
も

の
御み

津つ

」
に
も
近
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
両
地
は
ほ
ぼ
同
一

地
で
、「
住す
み

吉の
え

の
大お
ほ

倉く
ら

」
＝
「
墨す
み

江の
え

の
津つ

」（
大
阪
府
東
成
区
住
吉
村
）
と
並
ぶ
河
内

王
朝
の
海
の
玄
関
口
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
速
鳥
船
が
清
水
を

「
住
吉
の
大
倉
」
に
陸
揚
げ
し
て
難
波
の
高た
か

津つ
の

宮み
や

に
届
け
た
よ
う
に
、
枯
野
船
は
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清
水
を
「
兔
寸
河
の
西
」＝「
大お
ほ

伴と
も

の
御み

津つ

」
に
陸
揚
げ
し
て
高
津
宮
に
届
け
た
ろ

う
。
ま
た
速
鳥
船
も
枯
野
船
も
仁
徳
朝
の
事
績
に
し
て
い
る
の
で
清
水
の
届
け
先

が
高
津
宮
に
な
る
け
れ
ど
も
、
河
内
王
朝
の
歴
代
の
天
皇
た
ち
も
同
じ
く
清
水
を

飲
ん
だ
は
ず
な
の
で
、「
住す
み
の
え吉
の
大お
ほ

倉く
ら

」
や
「
兔
寸
河
の
西
」
が
河
内
王
朝
の
各
都

に
清
水
を
運
ぶ
基
地
に
な
っ
た
ろ
う
。

　

そ
し
て
更
に
速
鳥
船
や
枯
野
船
が
運
ん
だ
も
の
は
、
清
水
に
限
ら
ず
そ
の
他
の

献
上
物
も
含
む
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
住
吉
（
墨
江
）
の
津
」
に
は
清

水
や
献
上
物
を
収
納
す
る
「
大
倉
」
が
あ
っ
て
「
住
吉
の
大
倉
」
と
称
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
兔
寸
河
の
西
」
が
河
内
王
朝
の
首
都
圏
の
中
枢

に
選
ば
れ
た
の
は
、
こ
こ
を
河
内
王
朝
が
海
陸
を
統
治
す
る
時
の
代
表
的
な
基
地

の
一
つ
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
「
大
倉
」
が
あ
っ
て
そ
れ
を
と
く

に
淡
路
の
海
人
が
利
用
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
淡
路
の
海
人
族
と
明
石
の
海
人
族
は
河
内
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
港
を
基
地

に
し
て
、
よ
き
好
敵
手
と
し
て
大
阪
湾
を
南
北
に
二
分
し
て
渡
海
し
、
河
内
王
朝

に
仕
え
た
だ
ろ
う
。

六　
「
枯
野
」
の
名
義
の
展
開

1　

地
名
由
来
か
ら
称
辞
由
来
へ

◎
枯
野
の
名
称
の
由
来　
「
枯か
ら

野の

」
船
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
多
少
は
前
述

し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
枯か
ら

野の

」
の
名
義
を
め
ぐ
る
展
開
に
つ
い
て
述
べ
る
。

◎
地
名
由
来
か
ら
称
辞
由
来
へ　
「
枯か
ら

野の

」
船
の
当
初
の
名
義
は
、
伊
豆
国
「
狩

（
軽
）
野
（
か
る
の
・
か
ろ
の
・
か
ら
の
）」
出
自
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
に
基
づ

く
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
「
狩
（
軽
）
野
」
と
い
う
地
名
は
、
既
に
船
脚
の
軽
い
船
を

産
出
す
る
地
＝
野
を
意
味
す
る
称
辞
だ
っ
た
。

こ
の
「
狩
（
軽
）
野
」
船
が
河
内
王
朝
の
官
船
に
な
っ
て
淡
路
の
海
人
の
手
に
譲

渡
さ
れ
る
と
、
そ
の
船
脚
が
軽
く
速
か
っ
た
こ
と
か
ら
船
名
に
対
す
る
海あ

人ま

た
ち

の
解
釈
が
加
わ
り
、「
枯か
ら

野の

」
船
に
名
を
替
え
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。『
日
本
書
紀

上
』﹇
一
九
六
八
、六
二
四
頁
﹈
は
「
枯か
ら

野の

」
の
注
と
し
て
「
カ
ラ
は
軽
を
意
味
」
し

「
ノ
は
去（
ヌ
）の
転
」
で
、「
枯か
ら

野の

」
は
「
速
く
走
る
意
」
と
も
説
明
で
き
る
、
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
枯か
ら

」
に
は
乾
く
、
乾
燥
す
る
と
い
う
義
が
あ
る
の

で
、よ
く
船
材
を
乾
燥
し
た
＝
枯
ら
し
た
軽
い
船
、良
船
と
い
う
義
の「
枯か

ら

の

（
軽
）去
」

船
と
理
解
さ
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
類
い
の
解
釈
が
、
枯
野
船
を
操
る

淡
路
の
海あ

人ま

た
ち
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
海
人
の
解
釈
が
応
神
紀
の
「
輕か
ろ

く

泛う
か

び
て
疾と

く
行ゆ

く
こ
と
馳は
し

る
が
如ご
と

し
。
故か
れ

、
其そ

の
船
を
号な
づ

け
て
枯か
ら

野の

と
曰
ふ
」
で

あ
り
、
こ
れ
に
準
じ
る
の
が
仁
徳
記
の
「
甚い
と

捷は
や

く
行
く
船
な
り
き
。
時
に
其
の
船

に
号な
づ

け
て
枯か
ら

野の

と
謂い

ふ
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
は
出
自
地
（
地
名
）
を
示

す
「
狩
（
軽
）
野
（
か
る
の
・
か
ろ
の
・
か
ら
の
）」
船
と
い
う
一
般
的
な
船
名
が
、

こ
れ
を
走
ら
せ
る
淡
路
の
海
人
に
よ
っ
て
「
枯か
ら

野の

」
船
と
い
う
称
辞
・
固
有
名
に

格
上
げ
さ
れ
た
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
船
名
の
称
辞
説
は
、「
枯か
ら

野の

」
船
の
焼
け
残
り
と
し
て
不
死
鳥
の
よ

う
に
蘇
生
し
、
よ
り
乾
燥
し
た
＝
枯
ら
し
た
「
枯
野
」
琴
に
な
っ
て
渡
海
安
全
の

呪
具
・
名
琴
の
称
辞
に
も
な
り
、
後
裔
の
高
速
船
の
元
祖
の
地
位
を
得
る
と
、
さ

ら
に
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
。『
後
漢
書
』
蔡さ
い

邕よ
う

伝で
ん

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
桐

を
焼
い
て
作
っ
た
琴
が
美
音
を
発
し
た
と
い
う
「
焦
尾
琴
」
の
例
や
、
妙
音
を
出

す
た
め
に
わ
ざ
と
火
で
焼
い
て
焦
が
す
と
い
う
琴
の
製
法
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

琴
は
乾
燥
さ
せ
る
＝
枯
ら
す
こ
と
が
肝
要
だ
っ
た
。

◎
史
実
と
伝
承
の
齟
齬　

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
称
辞
由
来
説
は
二
次
的

な
解
釈
で
あ
り
、
や
は
り
「
枯か
ら

野の

」
船
の
「
野の

」
は
前
身
で
あ
る
地
名
の
「
野の

」
を

化
石
的
に
残
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
齟
齬
は
、
史
実
と
伝
承
が
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

2　

称
辞
由
来
か
ら
新
た
な
地
名
由
来
へ

69
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◎
新
た
な
地
名
由
来　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
枯か
ら

野の

」
船
と
い
う
伝
承
的
な
称
辞
・

固
有
名
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
新
た
な
出
自
地
（
地
名
）
を
求
め
て
も
い
た
よ

う
で
あ
る
。「
兔と
の
き寸
」
は
播
磨
國
風
土
記
讃さ

容よ

の
郡こ
ほ
り

の
「
中な
か
つ
が
は川
の
里さ
と

」
の
条
に
「
河

内
の
國
兔と
の
き寸
の
村
」
と
あ
り
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
和
泉
国
大
島
郡
等と

乃の

伎き

神
社

と
あ
り
（
大
島
郡
は
も
と
河
内
国
）、
今
の
高
石
市
富と
の
き木
に
あ
た
る
。
そ
し
て
「
兔

寸
河
」
は
ト
ノ
キ
河
と
読
む
べ
き
で
、
今
の
芦
田
川
の
上
流
の
冨と
の
き木
川
に
あ
た
る
。

そ
し
て
こ
の
川
の
西
は
高
石
市
や
和
泉
大
津
市
で
あ
り
、
古
代
の
「
大お
ほ

伴と
も

の
御み

津つ

」
で
あ
る
。
こ
の
「
大お
ほ

伴と
も

の
御み

津つ

」
は
、
遣
唐
使
船
を
送
迎
し
た
難
波
の
代
表

的
な
港
で
、「
好か
う

去き
ょ

好か
う

来ら
い

の
歌
」（
万
、
五
、
8
9
4
・
8
9
5
）
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

寺
川
﹇
一
九
八
〇
、
一
三
八
・
一
三
九
頁
﹈
に
よ
る
と
、
こ
の
「
大
伴
の
御
津
」

の
地
に
「
軽
部
加
留
倍

」（
二
十
巻
本
『
倭
名
類
聚
鈔
』
巻
六
、
七
ウ
）、「
加
里
乃
里
」

（『
新
撰
姓
氏
録
』
和
泉
国
皇
別
、
軽
部
の
条
）
が
あ
り
、
こ
こ
が
「
加
里
乃
里
」

あ
る
い
は
「
軽
部
郷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
と
す
る
と
、「
軽
部
加
留
倍

郷
」
は

「
カ
ル
ベ
の
郷
」
と
読
め
、「
加
里
乃
里
」
は
「
カ
リ
ノ
の
郷
」
と
読
め
る
の
で
、

こ
の
兔
寸
河
の
西
の
カ
ル
ベ
・
カ
リ
ノ
の
郷
の
巨
木
か
ら
船
を
造
り
、
そ
の
地
名

を
由
来
と
し
て
「
枯か
ら

野の

」
船
と
称
し
た
ろ
う
。
元
々
、
伊
豆
国
「
狩
（
軽
）
野
」
産

の
船
で
は
あ
る
も
の
の
、「
そ
の
船
名
を
取
り
こ
む
に
相
応
し
い
土
地
」
と
し
て
こ

の
地
が
選
ば
れ
た
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
寺
川
説
は
正
鵠
を
射
て
い
る
だ
ろ
う
。
伝
承
の
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
け

れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
伝
承
化
さ
れ
た
称
辞
・
固
有
名
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て

新
た
な
出
自
地
を
求
め
、
歴
史
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
枯か
ら

野の

」
船
の
出
自
を
淡

路
の
海
人
に
縁ゆ
か
りあ
る
地
名
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
自
ら
の
伝
承
に
信

憑
性
を
与
え
て
い
る
。

◎
伝
承
と
史
実
の
接
点　

当
初
、
伊
豆
国
「
狩
（
軽
）
野
」
で
造
ら
れ
た
「
枯
野
」

船
と
い
う
史
実
が
、
淡
路
の
海
人
に
そ
の
船
が
譲
渡
さ
れ
る
と
河
内
国
の
兔
寸
河

の
西
の
巨
木
で
造
ら
れ
た
官
船
と
い
う
伝
承
に
す
げ
替
え
ら
れ
、「
枯
野
」
船
が
船

材
を
枯
ら
し
た
軽
い
船
・
高
速
船
と
い
う
称
辞
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
伝
承
が
逆

に
歴
史
化
を
求
め
、「
枯か
ら

野の

」
船
の
材
の
巨
木
の
生
え
て
い
る
地
を
河
内
国
の
大お
ほ
と
も伴

の
御み

津つ

の
「
カ
ル
ベ
・
カ
リ
ノ
の
郷さ
と

」
に
定
め
、
こ
の
郷さ
と

出
自
の
船
と
い
う
地
名

由
来
を
説
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
伝
承
と
史
実
が
接
点
を
持
と
う
と
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
「
枯
野
」
船
の
由
来
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
複
雑
な
様
相

を
呈
し
て
い
る
。
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枯
野
伝
承
の
形
成
」　
『
日
本
古
代
論
集
』
所
収　

笠
間
書
院

時
田
昌
瑞　

二
〇
〇
九　
『
図
説
こ
と
わ
ざ
事
典
』　

東
京
書
籍

西
宮
一
民　

一
九
七
九　
『
古
事
記
』　

新
潮
社

平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
九　
『
兵
庫
県
の
地
名
Ⅱ
』　

平
凡
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
〇　
『
静
岡
県
の
地
名
』　

平
凡
社

宮
崎
ま
ゆ
み　

一
九
九
三　
『
埴
輪
の
楽
器
│
楽
器
史
か
ら
み
た
考
古
資
料
│
』　

三
交
社

山
田
光
洋　

二
〇
〇
一　
『
楽
器
の
考
古
学
』　

同
成
社
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