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「
石
龍
賣
命
」
と
「
石
比
賣
命
」

―
播
磨
国
風
土
記
に
お
け
る
神
名
と
説
話
―

宇
賀
神
　
裕

序
　

播
磨
国
風
土
記
揖
保
郡
の
中
に
は
、
出
水
の
里
・
広
山
の
里
に
ま
つ
わ

る
地
名
起
源
伝
承
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
存
す
る
唯
一
の
写
本

で
あ
る
三
条
西
家
本
に
お
い
て
、

「
石
龍
賣
命
」
（
出
水
の
里
）

「
石
比
賣
命
」
（
広
山
の
里
）

の
神
名
が
記
さ
れ
る
。
諸
注
釈
に
お
い
て
、
こ
の
二
柱
の
神
名
は
「
龍
」

「
比
」
字
の
脱
字
と
理
解
し
て
、
同
一
の
神
を
表
す
も
の
と
考
え
る
向
き

が
強
か
っ
た
（
注
１
）
。
八
木
毅
氏
も
「
分
離
説
話
」
―
元
々
一
つ
の
説
話

が
分
離
し
た
も
の
―
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
や
は
り
同
一
の
神
と
し
て

い
る
（
注
２
）
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
神
名
が
異
な
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
視

す
べ
き
問
題
と
考
え
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

Ａ
品
太
の
天
皇
の
み
世
、
出
雲
の
御
蔭
の
大
神
、
枚
方
の
里
の
神
尾
山

に
坐
し
て
、
毎
に
行
く
人
を
遮
へ
、
半
は
死
に
、
半
は
生
き
け
り
。

…
（
中
略
）
…
こ
こ
に
、
額
田
部
連
久
等
々
を
遣
り
て
、
禱
ま
し
め

た
ま
ひ
き
。
（
播
磨
国
揖
保
郡
意
此
川
）

Ｂ
佐
比
と
名
づ
く
る
所
以
は
、
出
雲
の
大
神
、
神
尾
山
に
在
し
き
。
此

の
神
、
出
雲
の
國
人
の
此
處
を
經
過
る
者
は
、
十
人
の
中
、
五
人
を

留
め
、
五
人
の
中
、
三
人
を
留
め
き
。
…
（
中
略
）
…
然
る
後
に
、

河
内
の
國
茨
田
の
郡
の
枚
方
の
里
の
漢
人
、
來
至
た
り
て
、
此
の
山

の
邊
に
居
り
て
、
敬
ひ
祭
り
て
、
僅
に
和
し
鎭
む
る
こ
と
を
得
た
り

き
。
（
播
磨
国
揖
保
郡
佐
比
岡
）

Ａ
に
は
「
出
雲
の
御
蔭
の
大
神
」
、
Ｂ
に
は
「
出
雲
の
大
神
」
と
い
う
神

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
神
名
は
、
神
尾
山
の
行
路
妨
害
神
と
い

う
共
通
点
か
ら
、
従
来
同
じ
神
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
両
説
話
を
比
較

す
る
と
、
神
の
祭
祀
者
、
ま
た
祭
祀
の
方
法
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
者
を
天
の
御
影
の
大
神
を
祖
と
す
る
額
田

部
氏
（
注
３
）
と
し
て
語
る
Ａ
で
は
、
祭
祀
す
る
対
象
で
あ
る
神
の
名
に
「
御

蔭
」
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
伝
承
者
（
祭
祀
方
法
）
に
対
応

す
る
形
で
神
名
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
扱
う
「
石
龍
賣
命
」
「
石
比
賣
命
」
と
い
う
神
名
の
違
い
も
、

説
話
内
容
に
関
わ
る
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
に

お
い
て
も
吉
野
裕
氏
（
注
４
）
、
植
垣
節
也
氏
（
注
５
）
は
両
神
名
を
別
の

神
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
両
氏
と
も
単
な
る
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
別
神
で

あ
る
こ
と
の
説
話
的
意
義
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
条
西
家
本
の
神
名
が
な
ぜ
異
な
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
両
記
事
の
説
話
的
な
意
義
の
違
い
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。
な
お
、
本
稿
で
引
用
し
た
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に

拠
っ
た
が
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
「
石
龍
賣
命
」
「
石
比
賣
命
」
に
つ
い

て
は
三
条
西
家
本
の
表
記
を
採
用
し
て
い
る
。

一　

出
水
の
里
の
「
石
龍
賣
命
」

出
水
里
【
土
は
中
の
中
な
り
。
】
此
の
村
に
寒
泉
出
づ
。
故
、
泉
に

因
り
て
名
と
爲
す
。

美
奈
志
川　

美
奈
志
川
と
號
く
る
所
以
は
、
伊
和
の
大
神
の
み
子
、

石
龍
比
古
命
と
妹
石
龍
賣
命
と
二
は
し
ら
の
神
、
川
の
水
を
相
競
ひ

ま
し
き
。
妋
の
神
は
北
の
方
越
部
の
村
に
流
さ
ま
く
欲
し
、
妹
の
神

は
南
の
方
泉
の
村
に
流
さ
ま
く
欲
し
き
。
そ
の
時
、
妋
の
神
、
山
の

岑
を
踰
み
て
流
し
下
し
た
ま
ひ
き
。
妹
の
神
見
て
、
非
理
と
爲
し
、

卽
て
指
櫛
を
以
ち
て
、
其
の
流
る
る
水
を
塞
き
て
、
岑
の
邊
よ
り
溝

を
闢
き
て
、
泉
の
村
に
流
し
て
、
相
格
ひ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
、
妋
の

神
、
復
、
泉
の
底
に
到
り
、
川
の
流
れ
を
奪
ひ
て
、
西
の
方
桑
原
の

村
に
流
さ
む
と
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
妹
の
神
、
遂
に
許
さ
ず
し

て
、
密
樋
を
作
り
、
泉
の
村
の
田
の
頭
に
流
し
出
し
た
ま
ひ
き
。
此

に
由
り
て
、
川
の
水
絶
え
て
流
れ
ず
。
故
、
无
水
川
と
號
く
。

　

出
水
の
里
条
は
、
寒
泉
が
湧
い
た
こ
と
に
よ
り
「
イ
ズ
ミ
」
と
名
付
け

た
と
い
う
、
簡
素
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
出
水
の
里
条
に
付
さ

れ
る
美
奈
志
川
条
に
「
石
龍
賣
命
」
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
条
は
石
龍

比
古
命
と
石
龍
賣
命
と
に
よ
る
河
川
争
奪
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
争
い
は
二
度
に
及
び
、
初
め
に
越
部
の
村
と
泉
の
村
と
に
分
か
れ
て

争
う
が
、
指
櫛
を
使
っ
た
石
龍
賣
命
に
よ
っ
て
川
は
泉
の
村
へ
と
流
さ
れ

る
。
次
に
桑
原
の
村
と
泉
の
村
と
に
分
か
れ
て
争
う
が
、
石
龍
賣
命
が
密

樋
を
使
う
こ
と
で
川
の
水
は
再
び
泉
の
村
へ
と
流
さ
れ
る
。
密
樋
と
は
「
地

下
に
埋
設
し
た
通
水
路
」
（
注
６
）
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
川
の
流
れ

は
な
く
な
り
、
水
無
し
川
に
な
っ
た
と
結
ば
れ
る
。
石
龍
賣
命
に
よ
っ
て

川
の
水
は
い
っ
た
ん
地
下
へ
流
さ
れ
、
そ
の
後
泉
の
村
へ
と
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
大
穴
持
命
、
見
て
悔
い
恥
ぢ
て
、
宿
奈
毗
古
那
命
を
活
か
さ
ま
く
欲

し
て
、
大
分
の
速
見
の
湯
を
、
下
樋
よ
り
持
ち
度
り
來
て
、
宿
奈
毗

古
那
命
を
漬
し
浴
し
し
か
ば
、
蹔
が
間
に
活
起
り
ま
し
て
、
居
然
し

く
詠
し
て
、
「
眞
蹔
、
寢
ね
つ
る
か
も
」
と
曰
り
た
ま
ひ
て
、
踐
み

健
び
ま
し
し
跡
處
、
今
も
湯
の
中
の
石
の
上
に
あ
り
。
（
伊
豫
国
風

土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
巻
十
四
・
万
葉
集
註
釈
巻
第
三
）　

湯
泉
）

Ｄ
粒
丘
と
號
く
る
所
以
は
、
天
日
槍
命
、
韓
國
よ
り
度
り
來
て
、
宇
頭

の
川
底
に
到
り
て
、
宿
處
を
葦
原
志
擧
乎
命
に
乞
は
し
し
く
、
「
汝

は
國
主
た
り
。
吾
が
宿
ら
む
處
を
得
ま
く
欲
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
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志
擧
、
卽
ち
海
中
を
許
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、
客
の
神
、
劒
を
以
ち

て
海
水
を
撹
き
て
宿
り
ま
し
き
。
主
の
神
、
卽
ち
客
の
神
の
盛
な
る

行
を
畏
み
て
、
先
に
國
を
占
め
む
と
欲
し
て
、
巡
り
上
り
て
、
粒
丘

に
到
り
て
、
飡
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
口
よ
り
粒
落
ち
き
。
故
、

粒
丘
と
號
く
。
其
の
丘
の
小
石
、
皆
能
く
粒
に
似
た
り
。
又
、
杖
を

以
ち
て
地
に
刺
し
た
ま
ふ
に
、
卽
ち
杖
の
處
よ
り
寒
泉
涌
き
出
で
て
、

遂
に
南
と
北
と
に
通
ひ
き
。
（
播
磨
国
揖
保
郡
粒
丘
）

さ
て
こ
の
「
樋
」
で
あ
る
が
、
説
話
内
で
「
樋
」
が
用
い
ら
れ
る
と
、
水

は
地
下
を
通
る
だ
け
で
な
く
、
温
泉
の
よ
う
に
湧
き
だ
す
状
態
を
も
示
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
Ｃ
）
。
つ
ま
り
美
奈
志
川
条
で
「
田
の
頭
に
流
し
出
」

さ
れ
た
水
も
同
様
に
湧
水
と
し
て
の
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本

来
「
川
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
湧
水
＝
イ
ズ
ミ
」
へ
と
変
わ
っ
た
、
と
読

め
る
で
あ
ろ
う
。
美
奈
志
川
条
は
、
出
水
の
里
条
に
お
け
る
「
寒
泉
」
の

由
来
を
示
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
石
龍
賣
命
に
よ
っ
て
湧
か
せ
ら
れ
た
泉

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
「
泉
を
湧
か
せ
る
」
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
「
自
然
に
湧
い
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
「
神
に
よ
っ
て
泉
を
湧

か
せ
る
」
と
い
う
話
の
意
義
で
あ
る
。
Ｄ
で
は
主
の
神
（
葦
原
志
擧
乎
命
）

の
行
為
と
し
て
杖
を
刺
し
、
泉
を
湧
か
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
行
為
は
「
先
に
國
を
占
め
む
と
欲
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
占

め
や
占
有
の
方
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
７
）
。
出
水
の
里
条
で
は
水

を
湧
か
せ
る
理
由
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
同
様
に
占
有
行

為
と
関
わ
り
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
出
水
の
里
条
は
石
龍
賣
命
が
泉
を
出
す

こ
と
で
、
こ
の
地
を
占
有
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
と
読
み
取
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
説
話
内
で
の
石
龍
賣
命
は
「
田
の
頭
」
に
水
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

い
う
な
れ
ば
、
生
活
を
支
え
る
用
水
に
か
か
わ
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
水
の
神
と
い
う
性
質
は
、

土
地
の
風
土
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
図
１　

出
水
の
里
周
辺
地
図
）

（
国
土
地
理
院
よ
り
）

　

図
１
は
出
水
の
里
周
辺
の
地
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
注
８
）
。
美
奈
志

川
条
と
中
垣
内
川
の
形
状
と
が
符
号
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
奈
志
川
は

現
在
の
中
垣
内
川
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
出
水
の
里
周
辺
の
土
地
柄
を
見

て
み
る
と
、
美
奈
志
川
上
流
に
あ
る
亀
の
池
、
新
池
を
は
じ
め
、
溜
池
が

多
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
９
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
辺
り
の
土

指櫛

新池

亀の池

桑原里
出水里

蜜
樋

美
奈
志
川
（
中
垣
内
川
）
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地
一
帯
が
水
に
困
窮
す
る
土
地
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。
ま
た
『
龍
野
市
史
』
で
は
、
実
際
に
農
業
用
水
を
め
ぐ
る
村
争
い
が

起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
注
10
）
。
こ
の
よ
う
に
実
際
の
土

地
柄
・
風
土
か
ら
も
、
や
は
り
出
水
の
里
は
水
を
欲
す
る
土
地
で
あ
っ
た
。

「
石
龍
賣
命
」
は
用
水
の
力
を
持
つ
神
（
水
を
も
た
ら
す
神
）
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

広
山
の
里
の
「
石
比
賣
命
」

廣
山
の
里
【
舊
の
名
は
握
の
村
な
り
】
土
は
中
の
上
な
り
。
都
可
と

名
づ
く
る
所
以
は
、
石
比
賣
命
、
泉
の
里
波
多
爲
の
社
に
立
た
し
て

射
た
ま
ふ
に
、
此
處
に
到
り
て
、
箭
盡
に
地
に
入
り
、
唯
握
ば
か
り

出
で
た
り
き
。
故
、
都
可
の
村
と
號
く
。
以
後
、
石
川
の
王
、
總
領

た
り
し
時
、
改
め
て
廣
山
の
里
と
爲
す
。

　

で
は
次
に
広
山
の
里
条
「
石
比
賣
命
」
の
性
質
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。
広
山
の
里
条
は
、
石
比
賣
命
が
矢
を
射
る
こ
と
が
主
な
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
矢
」
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
氏
は
矢
が
神
意
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
り
、
矢
が
落
ち
た
所
は
霊
地
の
区
割
り
と
な
り
領
地
の
占
有

を
表
し
て
い
る
と
し
て
い
る
（
注
11
）
。
ま
た
松
村
武
雄
氏
も

古
き
代
の
我
が
国
人
は
、
、
射
放
っ
た
矢
の
中
る
か
中
ら
ぬ
か
を
神

の
意
慮
の
発
現
と
信
じ
て
い
た
。
か
く
し
て
わ
れ
等
は
、
串
を
刺
し

て
占
有
を
表
示
す
る
習
俗
が
、
す
で
に
原
始
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
知
る
が
、
そ
う
し
た
串
は
、
古
く
は
矢
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

と
し
て
い
る
（
注
12
）
。
両
者
の
論
は
矢
が
神
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
領
地
占
有
に
関
わ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
実
際
に

上
代
文
献
で
確
認
し
て
み
た
い
。

Ｅ
郡
家
の
東
北
の
か
た
一
十
里
一
百
一
十
六
歩
な
り
。
古
老
の
傳
へ
て

い
へ
ら
く
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
、
矢
を
殖
て
し
め
給
ひ
し
處
な

り
。
故
、
矢
内
と
い
ふ
。
【
神
龜
三
年
、
字
を
屋
裏
と
改
む
。
】

（
出
雲
国
大
原
郡
屋
裏
郷
）

Ｆ
是
に
、
麻
多
智
、
大
き
に
怒
の
情
を
起
こ
し
、
甲
鎧
を
着
被
け
て
、

自
身
仗
を
執
り
、
打
殺
し
駈
逐
ら
ひ
き
。
乃
ち
、
山
口
に
至
り
、
標

の
梲
を
堺
の
堀
に
置
て
、
夜
刀
の
神
に
告
げ
て
い
ひ
し
く
、
「
此
よ

り
上
は
神
の
地
と
爲
す
こ
と
を
聽
さ
む
。
此
よ
り
下
は
人
の
田
と
作

す
べ
し
。
今
よ
り
後
、
吾
、
神
の
祝
と
爲
り
て
、
永
代
に
敬
ひ
祭
ら

む
。
冀
は
く
は
、
な
祟
り
そ
、
な
恨
み
そ
」
と
い
ひ
て
、
社
を
設
け

て
、
初
め
て
祭
り
き
、
と
い
へ
り
。
（
常
陸
国
行
方
郡
椎
井
の
池
）

Ｇ
出
雲
の
國
は
、
狹
布
の
稚
國
な
る
か
も
。
初
國
小
さ
く
作
ら
せ
り
。
故
、

作
り
縫
は
な
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
…
（
中
略
）
…
「
今
は
、
國
は

引
き
訖
へ
つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
意
宇
の
社
に
御
杖
衝
き
立
て
て
、

「
お
ゑ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
意
宇
と
い
ふ
。
（
出
雲
国
意
宇
郡
）

　

Ｅ
で
は
神
が
「
矢
を
殖
て
」
た
こ
と
し
か
記
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

行
為
者
が
「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国

造
り
や
国
占
め
と
関
わ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
松

村
氏
の
述
べ
る
「
串
」
状
の
も
の
と
し
て
は
杖
立
て
説
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｆ
で
は
神
の
土
地
と
人
の
土
地
と
の
境
界
を
杖
を
立
て
る
こ
と
で
標
示
し
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て
お
り
、
Ｇ
で
は
国
造
り
の
最
終
段
階
と
し
て
杖
を
立
て
て
い
る
。
い
ず

れ
の
例
も
杖
立
て
が
国
造
り
や
国
占
め
と
の
関
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
広
山
の
里
条
に
戻
り
、
一
連
の
展
開
を
細
か
く
見
て
み
る
と
、
石
比

賣
命
が
【
①
矢
を
射
る
】
と
、
そ
の
矢
が
【
②
悉
く
】【
③
地
に
刺
さ
り
】、【
④

握
部
分
を
残
し
て
埋
ま
る
】、
と
な
る
。
こ
の
状
態
は
矢
、
あ
る
い
は
「
串
」
状

の
も
の
が
地
に
刺
さ
っ
て
立
っ
て
い
る
状
態
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
広
山
の

里
条
も
同
様
に
土
地
の
占
有
標
示
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
「
矢
」
と
「
杖
」
と
い
う
道
具
の
違
い
は
、
安
易
に
同
一
視

し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
広
山
の
里
条
は
「
矢
」
と
し
て
描
い

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
「
矢
」
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。

Ｈ
是
に
高
木
神
、
「
此
の
矢
は
、
天
若
日
子
に
賜
へ
り
し
矢
ぞ
。
」
と
告

り
た
ま
ひ
て
、
卽
ち
諸
の
神
等
に
示
せ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
或

し
天
若
日
子
、
命
を
誤
た
ず
、
惡
し
き
神
を
射
つ
る
矢
の
至
り
し
な

ら
ば
、
天
若
日
子
に
中
ら
ざ
れ
。
或
し
邪
き
心
有
ら
ば
、
天
若
日
子

此
の
矢
に
麻
賀
禮
。
【
此
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。
】
と
云
ひ
て
、
其

の
矢
を
取
り
て
、
其
の
矢
の
穴
よ
り
衝
き
返
し
下
し
た
ま
へ
ば
、
天

若
日
子
が
朝
床
に
寢
し
高
胸
坂
に
中
り
て
死
に
き
。
【
此
れ
還
矢
の

本
な
り
。
】
（
神
代
記
）

Ｉ
又
一
時
、
天
皇
葛
城
の
山
の
上
に
登
り
幸
で
ま
し
き
。
爾
に
大
猪
出
で

き
。
卽
ち
天
皇
鳴
鏑
を
以
ち
て
其
の
猪
を
射
た
ま
ひ
し
時
、
其
の
猪
怒

り
て
、
宇
多
岐
依
り
來
つ
。【
宇
多
岐
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。】
故
、

天
皇
其
の
宇
多
岐
を
畏
み
て
、
榛
の
上
に
登
り
坐
し
き
。（
雄
略
記
）

Ｊ
古
老
の
傳
へ
て
云
へ
ら
く
、
昔
、
此
の
地
に
八
た
り
の
土
知
朱
あ
り

き
。
…
（
中
略
）
…
各
、
族
あ
り
て
、
八
處
の
石
室
に
屯
み
き
。
此
の
八

處
は
皆
要
害
の
地
な
る
に
因
り
て
、
上
命
に
順
は
ざ
り
き
。
國
造
、
磐

城
彦
が
敗
走
れ
し
後
は
、
百
姓
を
虜
し
掠
め
て
止
ま
ざ
り
き
。
纏
向

の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
（
景
行
天
皇
）
、
日
本
武
尊
に
詔

し
て
、
土
知
朱
を
征
討
た
し
め
た
ま
ひ
き
。
土
知
朱
等
、
力
を
合
せ
て

防
禦
ぎ
、
且
、
津
輕
の
蝦
夷
に
諜
げ
て
、
許
多
く
猪
鹿
弓
・
猪
鹿
矢
を

石
城
に
連
ね
張
り
て
、
官
兵
を
射
け
れ
ば
、
官
兵
え
進
歩
ま
ず
。
日
本

武
尊
、
槻
弓
・
槻
矢
を
執
り
執
ら
し
て
、
七
發
發
ち
、
八
發
發
ち
た
ま

へ
ば
、
則
ち
、
七
發
の
矢
は
電
如
す
鳴
り
響
み
て
、
蝦
夷
の
徒
を
追
ひ

退
け
、
八
發
の
矢
は
八
た
り
の
土
知
朱
を
射
貫
き
て
、
立
に
斃
し
き
。

（
陸
奥
国
風
土
記
逸
文
（
大
善
院
旧
記
）　

八
槻
郷
）

Ｈ
は
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て
、
高
木
神
が
ウ
ケ
ヒ
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
ウ

ケ
ヒ
は
「
Ａ
な
ら
ａ
」「
Ｂ
な
ら
ｂ
」
と
、
予
め
結
果
と
神
意
を
想
定
し
て
行
う

卜
占
儀
礼
で
あ
る
。「
中
る
／
中
ら
な
い
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
矢
は
、

ウ
ケ
ヒ
の
性
質
と
相
性
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
矢
に
は
神
意
を
表
す

も
の
と
し
て
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
で
も
流
鏑
馬
や
豊
作

占
い
に
矢
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
場
面
で
の
矢
は
天
若
日
子
の
胸
を
射
ぬ
い
て
い
る
。
当
然
な
が
ら

武
器
と
し
て
の
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
。
古
代
説
話
の
多
く
の
例
で
矢
が
武

器
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
葦
原
中
国
統
治
を
妨

げ
る
天
若
日
子
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
矢
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

記
紀
・
風
土
記
で
は
、
神
話
以
外
で
も
国
土
の
統
治
を
妨
げ
る
も
の
が

多
く
描
か
れ
、
実
際
に
そ
れ
ら
が
矢
に
よ
っ
て
排
除
、
圧
伏
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
の
猪
や
Ｊ
の
土
蜘
蛛
も
天
皇
・
国
家
に
反
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、

そ
の
よ
う
な
対
象
は
や
は
り
矢
で
も
っ
て
退
治
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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「
矢
」
に
は
国
家
や
そ
の
統
治
を
妨
げ
る
も
の
を
排
除
・
圧
伏
す
る
と
い
っ

た
、
統
治
平
定
に
ま
つ
わ
る
武
器
と
し
て
の
機
能
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
石
比
賣
命
は
国
造
り
や
国
占
め
を
神
意

に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
行
為
に
は
、
妨
げ
る
も
の

を
排
除
・
圧
伏
す
る
意
味
を
も
含
み
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
広
山
の
里
条
で
は
そ
の
排
除
・
圧
伏
さ
れ
る
対
象
が
描
か
れ
な

い
。
で
は
石
比
賣
命
は
何
を
排
除
・
圧
伏
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

出
水
の
里
の
石
龍
賣
命
が
土
地
の
風
土
に
根
ざ
し
た
信
仰
を
反
映
し
て
い

た
よ
う
に
、
広
山
の
里
条
も
土
地
の
風
土
に
根
ざ
し
た
信
仰
が
説
話
の
基

盤
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
広
山
の
里
の
風
土
、
ま
た

そ
こ
に
根
差
す
信
仰
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
図
２　

広
山
の
里
周
辺
地
図
）

（
国
土
地
理
院
よ
り
）

　

図
２
は
広
山
の
里
周
辺
を
示
し
て
い
る
。
広
山
の
里
は
現
在
の
た
つ
の

市
誉
田
町
広
山
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
は
左
右
に
揖
保
川
・
林

田
川
と
い
う
大
型
河
川
に
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な

土
地
で
は
、
出
水
の
里
の
よ
う
な
水
不
足
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
反
対
に
、
河
川
の
氾
濫
に
脅
か
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
つ
の
市
の
作
成
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
確
認
す

る
と
、
両
河
川
に
挟
ま
れ
た
広
山
の
里
周
辺
も
河
川
氾
濫
区
域
に
含
ま
れ

て
お
り
、
実
際
に
両
河
川
が
暴
れ
川
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
河
川
の
形
状
は
古
代
と
比
べ
て
多
少
の
変
化
は
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら

れ
る
が
、
広
山
の
里
の
土
地
柄
・
風
土
か
ら
見
る
と
、
河
川
氾
濫
地
域
一

帯
で
は
水
を
防
ぐ
治
水
が
大
き
な
関
心
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
説
話
記
事
と
土
地
の
風
土
と
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る

と
、
石
比
賣
命
に
は
水
を
防
ぐ
堤
防
と
し
て
の
性
質
が
読
み
取
れ
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
治
水
と
い
う
性
質
と
、
先
に
見
た
排
除
・
圧
伏
に
ま

つ
わ
る
矢
の
性
質
を
合
わ
せ
る
と
、
治
水
の
た
め
に
土
地
の
荒
ぶ
る
も
の

を
排
除
・
圧
伏
す
る
説
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

Ｋ
唯
し
衫
子
の
み
は
全
匏
兩
箇
を
取
り
て
、
塞
き
難
き
水
に
臨
む
。
乃

ち
兩
箇
の
匏
を
取
り
て
、
水
の
中
投
れ
て
、
請
ひ
て
曰
は
く
、「
河
神
、

祟
り
て
、
吾
を
以
て
幣
と
せ
り
。
是
を
以
て
、
今
吾
、
來
れ
り
。
必

ず
我
を
得
む
と
欲
は
ば
是
の
匏
を
沈
め
て
な
泛
せ
そ
。
則
ち
吾
、
眞

の
神
と
知
り
て
、
親
ら
水
の
中
に
入
ら
む
。
若
し
匏
を
沈
む
る
こ
と

得
ず
は
、
自
づ
か
ら
に
僞
の
神
と
知
ら
む
。
何
ぞ
徒
に
吾
が
身
を
亡

広山里

林
田
川

揖
保
川
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さ
む
」
と
い
ふ
。
是
に
、
飄
風
忽
に
起
り
て
、
匏
を
引
き
て
水
に
沒

む
。
匏
、
浪
の
上
に
轉
ひ
つ
つ
沈
ま
ず
。
則
ち
潝
潝
に
汎
り
つ
つ
遠

く
流
る
。
是
を
以
て
、
衫
子
、
死
な
ず
と
雖
も
、
其
の
堤
亦
成
り
ぬ
。

（
仁
徳
紀
十
一
年
冬
十
月
）

Ｌ
是
に
、
笠
臣
の
祖
縣
守
、
爲
人
勇
捍
し
く
し
て
強
力
し
。
派
淵
に
臨
み

て
、
三
の
全
瓠
を
以
て
水
に
投
れ
て
曰
は
く
、「
汝
屡
毒
を
吐
き
て
、

路
人
を
苦
び
し
む
。
余
、
汝
虬
を
殺
さ
む
。
汝
、
是
の
瓠
を
沈
め
ば
、

余
避
ら
む
。
沈
む
る
こ
と
能
は
ず
は
、
仍
ち
汝
が
身
を
斬
さ
む
」
と
い

ふ
。
時
に
水
虬
、
鹿
に
化
り
て
、
瓠
を
引
き
入
る
。
瓠
沈
ま
ず
。
卽

ち
劒
を
擧
げ
て
水
に
入
り
て
虬
を
斬
る
。
（
仁
徳
紀
六
十
七
年
十
月
）

Ｋ
・
Ｌ
は
、
治
水
事
業
を
妨
害
す
る
荒
ぶ
る
神
を
全
瓠
を
用
い
て
排
除
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
治
水
に
ま
つ
わ
る
事
業
が
説
話
化

さ
れ
る
と
、
荒
ぶ
る
水
の
神
を
鎮
め
た
り
、
排
除
し
た
り
す
る
と
い
う
話

型
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
広
山
の
里
条
も
こ
の
話
型
の
一
例
と
し
て
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
注
13
）
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
広
山
の
里
条
は
石
比
賣
命
が
神
意
に

よ
っ
て
占
有
を
行
う
説
話
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
矢
に
は
土
地
の
占
有

標
示
だ
け
で
な
く
、
統
治
を
妨
害
す
る
も
の
を
排
除
・
圧
伏
す
る
と
い
っ

た
武
器
と
し
て
の
要
素
を
持
ち
、
治
水
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
話
型
を
な
し

て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
広
山
の
里
の
石
比
賣
命
は
治
水
に

よ
っ
て
土
地
を
治
め
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
（
注
14
）
。

　

出
水
の
里
・
広
山
の
里
の
両
説
話
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
国
を
占
め

る
行
為
が
描
か
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
両
者
と
も
水
を
自
在
に
操
作
す
る
こ

と
、
と
い
う
共
通
項
目
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
水
を
ど
の
よ

う
に
操
作
す
る
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
操
作
能
力
に
つ
い
て
は
、
神
の

性
質
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
水
の
里
の
石
龍
賣
命

は
田
に
水
を
も
た
ら
す
「
用
水
」
の
力
を
持
ち
、
広
山
の
里
の
石
比
賣
命

は
水
を
防
ぐ
「
治
水
」
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
里
の
土
地
柄
・

風
土
に
基
づ
い
た
性
質
が
特
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
在
地
信

仰
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
現
在
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、

た
と
え
信
仰
的
に
同
じ
神
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
風
土
記
に
描
か
れ
る
説

話
を
み
る
限
り
、
両
説
話
で
は
別
個
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

神
の
性
質
と
名
称

　

こ
れ
ま
で
に
、
出
水
の
里
と
広
山
の
里
の
説
話
は
別
個
の
も
の
と
し
て

あ
り
、
神
の
描
か
れ
方
も
異
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
説
話
内

容
の
違
い
は
、
神
の
名
が
異
な
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
連
動
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
述
の
よ

う
に
神
名
は
説
話
内
容
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
石
龍

賣
命
と
石
比
賣
命
の
共
通
点
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
「
石
」
字
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
相
違
点
は
「
龍
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
両
神
名
の
う
ち
、
「
メ
（
賣
）
・
ヒ
メ
（
比
賣
）
」
と

い
う
性
別
（
女
性
）
を
表
す
語
以
外
の
「
石
」
字
と
「
龍
」
字
は
、
説
話

に
描
か
れ
た
神
の
資
質
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に

「
龍
」
字
の
有
無
を
単
純
な
脱
字
だ
と
す
る
に
は
問
題
が
大
き
す
ぎ
る
で
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あ
ろ
う
（
注
15
）
。
で
は
、
「
石
」
「
龍
」
字
か
ら
ど
の
よ
う
な
性
質
が
読
み

取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｍ
爾
に
大
山
津
見
神
、
石
長
比
賣
を
返
し
た
ま
ひ
し
に
因
り
て
、
大
く
恥

ぢ
て
、
白
し
送
り
て
言
ひ
し
く
、「
我
が
女
二
た
り
並
べ
て
立
奉
り
し
由

は
、
石
長
比
賣
を
使
は
さ
ば
、
天
つ
神
の
御
子
の
命
は
、
雪
零
り
風
吹

く
と
も
、
恒
に
石
の
如
く
に
、
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
。
亦
木

花
之
佐
久
夜
毘
賣
を
使
は
さ
ば
、
木
の
花
の
榮
ゆ
る
が
如
榮
え
坐
さ

む
と
宇
氣
比
弖
【
宇
よ
り
下
の
四
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。】
貢
進
り
き
。
此

く
て
石
長
比
賣
を
返
さ
し
め
て
、
獨
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
を
留
め
た

ま
ひ
き
。
故
、
天
つ
神
の
御
子
の
御
壽
は
、
木
の
花
の
阿
摩
比
能
微
【
此

の
五
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。】
坐
さ
む
。」
と
い
ひ
き
。
故
、是
を
以
ち
て
今

に
至
る
ま
で
、
天
皇
命
等
の
御
命
長
く
ま
さ
ざ
る
な
り
。（
神
代
記
）

Ｎ
最
後
に
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、
身
自
ら
追
ひ
來
り
き
。
爾
に
千
引
の

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

各
對
ひ
立
ち
て
、
事
戸
を
度
す
時
、
伊
邪
那
美
命
言
ひ
し
く
、
…
（
中

略
）
…
其
の
黄
泉
の
坂
に
塞
り
し
石
は
、
道
反
之
大
神
と
號
け
、
亦

塞
り
坐
す
黄
泉
戸
大
神
と
も
謂
ふ
。
（
神
代
記
）

Ｏ
故
是
に
天
照
大
御
神
見
畏
み
て
、
天
の
石
屋
戸
を
開
き
て
刺
許
母
理

【
此
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。
】
坐
し
き
。
爾
に
高
天
の
原
皆
暗
く
、

葦
原
中
國
悉
に
闇
し
。
此
れ
に
因
り
て
常
夜
往
き
き
。
（
神
代
記
）

Ｐ
伊
和
の
大
神
、
娶
誂
せ
む
と
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、
此
の
神
、
固
く

辭
び
て
聽
か
ず
。
こ
こ
に
、
大
神
、
大
く
瞋
り
ま
し
て
、
石
を
以
ち

て
川
の
源
を
塞
き
て
、
三
形
の
方
に
流
し
下
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
此

の
川
は
水
少
し
。
（
播
磨
国
宍
禾
郡
安
師
里
）

「
石
」
字
が
用
い
ら
れ
る
神
名
の
代
表
は
石
長
比
賣
（
Ｍ
）
で
あ
ろ
う
。
石
長
比

賣
の
資
質
は
「
恒
に
石
の
如
く
に
、
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
」
と
あ
る

よ
う
に
、
恒
常
性
・
堅
固
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
神
名
以
外
の
例
に

目
を
向
け
れ
ば
、
あ
る
空
間
と
空
間
と
の
境
界
に
あ
っ
て
、
境
界
を
挟
む
両

空
間
の
通
行
・
往
来
を
妨
害
す
る
（
Ｎ
・
Ｏ
）。
こ
れ
が
河
川
に
用
い
ら
れ
る
と

水
の
流
れ
を
塞
き
止
め
る
（
Ｐ
）
機
能
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
Ｍ
に
見

ら
れ
る
恒
常
性
・
堅
固
性
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
石
龍
比
古
命
が
変
え

よ
う
と
す
る
「
其
流
る
る
水
を
塞
」
ぐ
石
龍
賣
命
も
、
河
川
氾
濫
を
防
ご
う
と

す
る
石
比
賣
命
も
、
と
も
に
「
石
」
と
相
通
ず
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
「
龍
」
字
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
龍
を
は
じ
め
、
蛇
体
を
持
つ

も
の
が
水
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
注

16
）
。
先
に
挙
げ
た
Ｌ
の
「
虬
」
も
川
の
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

Ｑ
或
る
は
旱
災
の
時
に
遭
へ
ば
、
己
が
田
の
口
を
塞
が
使
め
て
、
水
を
百

姓
の
田
に
施
す
。
田
に
施
す
水
既
に
窮
ま
れ
ば
、
諸
天
感
應
し
て
、
龍

神
雨
を
降
ら
す
。
唯
卿
の
田
の
み
に
〔
澎
〕
き
て
餘
の
地
に
落
ら
不
。

尭
雲
更
に
靄
リ
、
舜
雨
還
霈
ク
。（『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
十
五
）

Ｒ
其
ノ
時
ニ
、
天
下
旱
魃
シ
テ
雨
不
降
ズ
シ
テ
、
五
穀
皆
枯
レ
失
ナ
ム

ト
ス
。
貴
賎
ノ
人
、
皆
、
此
レ
ヲ
歎
キ
悲
ム
事
无
限
シ
。
此
レ
ニ
依
テ
、

人
、
天
皇
ニ
奏
シ
テ
云
ク
、
「
大
安
寺
ノ
南
ニ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ニ

住
ム
僧
、
年
来
、
龍
ト
心
ヲ
通
シ
テ
、
親
眤
ノ
契
ヲ
結
ベ
リ
。
然
レ

バ
、
彼
ノ
僧
ヲ
召
シ
テ
、
『
龍
ニ
雨
ヲ
可
降
キ
由
ヲ
可
語
シ
』
ト
可

被
宣
下
也
」
ト
。
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
第
卅
三
）
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Ｑ
・
Ｒ
も
ま
さ
に
龍
が
水
（
雨
）
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
Ｑ
の
雨
は
特
に
田
・
農
耕
と
の
関
わ
り
で
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
Ｒ
も
旱
魃
で
五
穀
が
枯
れ
る
危
難
に
際
し
て
龍

に
雨
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
農
作
地
に
お
け
る
水
神
信
仰
と
し
て

の
龍
は
、
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
石
龍
賣
命
も
「
田
の
頭
」

に
水
を
も
た
ら
す
神
で
あ
っ
た
。
や
は
り
田
・
農
耕
に
ま
つ
わ
る
水
神
と

し
て
の
龍
の
イ
メ
ー
ジ
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
水
を
防
ぐ
と
い
う
性
質

を
持
つ
両
者
に
は
同
じ
く
「
石
」
字
が
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
水
を
も
た

ら
す
性
質
を
持
つ
石
龍
賣
命
に
の
み
「
龍
」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

説
話
記
事
に
描
か
れ
る
神
の
性
質
（
用
水
、
水
を
も
た
ら
す
力
）
と
合
致

す
る
の
で
あ
る
。

結
　

出
水
の
里
・
広
山
の
里
両
説
話
は
別
個
の
説
話
内
容
を
持
ち
、
石
龍
賣

命
・
石
比
賣
命
の
性
質
も
説
話
の
目
的
に
基
づ
き
、
異
な
る
記
述
が
な
さ

れ
て
い
た
。
た
と
え
同
じ
神
で
あ
っ
て
も
、
別
の
土
地
で
説
話
化
す
る
と
、

神
の
性
質
は
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
。
風
土
記
編
纂
者
は
、
そ
の
違
い
を

了
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
龍
」
字
の
有
無
と
い
う
神
名
の
違
い
を
通

し
て
、
各
々
の
性
質
を
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
神

の
性
質
と
名
称
の
関
係
は
記
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
風
土
記
独
自
の
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
記
紀
に
描
か
れ
る
大
国
主
は
各
地
に
伝
わ
る
多
く
の
大
国
主

神
話
を
統
合
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
注
17
）
。
そ
れ
に
対
し
、
風
土
記

は
た
と
え
同
じ
神
で
あ
ろ
う
と
、
土
地
ご
と
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
風
土
記
編
纂
の
目
的
と
し
て
、
土
地
ご
と
に
分
け
て
情

報
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

大
国
主
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
神
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
は
反
対

の
志
向
性
が
風
土
記
で
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

八
木
氏
の
「
分
離
説
話
」
は
原
伝
承
を
考
え
る
上
で
は
有
効
な
考
え
方

で
あ
る
。
だ
が
、
出
水
の
里
・
広
山
の
里
を
読
み
解
く
と
、
風
土
記
記
事

は
一
つ
の
原
伝
承
か
ら
単
純
に
分
離
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
里
ご
と
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
編
纂
者
の
意
識
が
、

在
地
の
信
仰
と
は
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
を
特
化
し
、
風
土
記
記
事
と

い
う
新
た
な
記
述
世
界
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風

土
記
記
事
の
性
質
を
捉
え
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
記
記
事
は
一
つ
の

独
立
し
、
完
結
し
た
世
界
観
を
持
つ
も
の
と
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
、
出
水
の
里
・
広
山
の
里
条
は
如
実
に

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注１　

神
名
に
注
を
付
し
て
い
る
諸
注
釈
の
態
度
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
に
な

る
。

・
同
一
神
…�

『
標
注
古
風
土
記
』（
栗
田
寛
）、『
播
磨
風
土
記
物
語
』（
松
岡

静
雄
）、
日
本
古
典
全
集
『
古
風
土
記
集
』（
正
宗
敦
夫
）、『
播

磨
国
風
土
記
新
考
』（
井
上
通
泰
）、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風

土
記
』（
秋
本
吉
郎
）、
日
本
古
典
文
学
全
書
『
風
土
記
』（
久

松
潜
一
）、
角
川
文
庫
『
風
土
記
』（
小
島
瓔
禮
）、『
図
説
播
磨



― 64 ―

国
風
土
記
へ
の
招
待
』（
浅
田
芳
朗
）、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集　

風
土
記
』（
植
垣
節
也
）、『
播
磨
国
風
土
記
』（
沖
森
卓

也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
）、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
風
土
記
』（
中

村
啓
信
・
橋
本
雅
之
・
谷
口
雅
博
・
飯
泉
健
司
）

・
別
神　

…�
東
洋
文
庫
『
風
土
記
』（
吉
野
裕
）、「
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
」『
風

土
記
研
究
』（
植
垣
節
也
）

・
保
留　

…
神
道
大
系
『
風
土
記
』（
田
中
卓
）

２　

八
木
毅
「
播
磨
国
風
土
記
に
お
け
る
分
離
説
話
に
つ
い
て
」（『
古
風
土
記
・

上
代
説
話
の
研
究
』
昭
和
六
三
年
三
月
初
版
第
一
刷　

和
泉
書
院
）

３　

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
「
額
田
部
湯
坐
連　

天
津
彦
根
命
子
明
立
御
蔭
命
之
後

也
」
と
あ
る
。

４　

「
後
出
の
石
龍
比
売
（
出
水
の
里
）
と
同
人
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
古
墳

の
石
室
関
係
の
神
と
み
て
よ
か
ろ
う
。」（『
風
土
記
』
昭
四
六
年
七
月
一
日

三
版　

東
洋
文
庫
）

５　

「
こ
の
見
方
（
稿
者
注
＝
吉
野
説
）
は
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。」（「
播
磨

国
風
土
記
注
釈
稿
（
七
）」『
風
土
記
研
究
』
平
成
二
年
五
月
一
日　

風
土
記

研
究
会
）

６　

「
地
下
に
埋
設
し
た
木
製
の
通
水
路
。
暗
渠
。」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上

代
編
』【
密
樋
】
項
上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会　

昭
和
四
二
年
十
月　

三
省
堂
）

７　

景
行
紀
十
八
年
夏
四
月
壬
申
条
に
「
海
路
よ
り
葦
北
の
小
嶋
に
泊
り
て
、
進

食
す
。
時
に
、
山
部
阿
弭
古
が
祖
小
左
を
召
し
て
、
冷
き
水
を
進
ら
し
む
。

是
の
時
に
適
り
て
、
嶋
の
中
に
水
無
し
。
所
爲
知
ら
ず
。
則
ち
仰
ぎ
て
天
神

地
祇
に
祈
み
ま
う
す
。
忽
に
寒
泉
崖
の
傍
よ
り
湧
き
出
づ
。
乃
ち
酌
み
て
獻

る
。」
と
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
頭
注
で
は
「
こ

こ
で
は
天
皇
の
御
稜
威
を
も
暗
に
物
語
る
。」
と
し
、
占
有
行
為
と
関
わ
ら

せ
て
理
解
し
て
い
る
。

８　

国
土
地
理
院
発
行
の
地
図
を
利
用
し
た
。

９　

旧
龍
野
市
で
２
５
０
以
上
の
溜
池
が
存
在
す
る
。
美
奈
志
川
条
で
描
か
れ
る

泉
の
村
、
越
部
の
村
、
桑
原
の
村
周
辺
で
も
多
数
確
認
で
き
る
。

10　

『
龍
野
市
史　

第
一
巻
』（
龍
野
市
史
編
纂
専
門
委
員
会　

昭
和
五
三
年
九
月
）

で
は
、
中
垣
内
川
が
人
工
の
石
垣
に
よ
っ
て
強
制
的
に
向
き
が
変
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
河
川
争
奪
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

11　

柳
田
国
男
「
伝
説
と
習
俗
」（『
柳
田
国
男
全
集
』
平
成
十
年
八
月
二
五
日　

筑
摩
書
房
）

12　

松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』（
昭
和
四
六
年
五
月
二
〇
日　

培
風
館
）

13　

石
比
賣
命
が
「
泉
の
村
の
波
多
為
の
社
」
か
ら
矢
を
射
て
い
る
点
に
も
圧
伏

す
る
神
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
他
所
の
地
か
ら
土
地
の
荒
ぶ
る
も
の
を
鎮
め

る
神
に
は
、
折
口
信
夫
の
言
う
と
こ
ろ
の
精
霊
を
圧
伏
す
る
〈
客
人
神
〉
と

し
て
の
姿
が
読
み
取
れ
る
。
松
田
浩
氏
も
「
鹿
の
古
代
伝
承
と
水
神
と
―
日

本
武
尊
の
鹿
狩
り
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
三
田
国
文
』
三
〇
号　

平
成
一
一
年

九
月
三
〇
日
）
に
お
い
て
水
神
支
配
に
よ
る
治
水
説
話
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。

14　

矢
が
【
②
悉
く
】【
④
握
部
分
を
残
し
て
埋
ま
る
】
の
は
堤
防
補
強
と
関
わ
る

よ
う
で
あ
る
。
広
山
の
里
は
揖
保
川
・
林
田
川
に
挟
ま
れ
、
河
川
氾
濫
の
危

難
に
遇
い
や
す
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
で
は
人
工
乃
至
自

然
の
堤
防
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
堤
防
に
関
し
て
、
古
代
人
は
そ

の
堅
固
さ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
『
律
令
』
か
ら
う
か
が
え
る
。
営

膳
令
に
は

凡
そ
大
水
近
う
し
て
、
堤
防
有
ら
む
処
は
、
国
郡
司
、
時
を
以
て
検
行

せ
よ
。（
16
）
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凡
そ
提
の
内
外
、
并
せ
て
提
の
上
に
は
、
多
く
楡
、
柳
、
雑
の
木
を
植

ゑ
て
、
堤
堰
の
用
に
充
て
よ
。（
17
）

（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
〇
日
）

と
、
堤
防
の
用
に
根
の
強
い
樹
木
を
植
え
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は

り
堤
防
に
対
し
て
補
強
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
矢
が
深
く
刺
さ
っ
た
と
い
う
描
写
は
、
こ
の
よ
う
な
治
水
に
関
わ
る
堤

防
の
堅
固
さ
を
表
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

15　

両
神
名
に
は
「
比
」
字
に
お
い
て
も
相
違
が
あ
る
が
、「
比
」
字
の
考
察
に
関

し
て
は
判
断
保
留
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
比
」
字
は
性
別
を
表
す

ヒ
コ
・
ヒ
メ
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単
純
な
脱
字
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
同
一
説
話
内
で
ヒ
コ
・
ヒ
メ
が

並
列
的
に
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、片
方
の
神
名
に
「
比
」
字
が
な
い
例
が
「
伊

勢
都
古
命
」「
伊
勢
都
比
賣
命
」（『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
伊
勢
野
）
に

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
比
」
字
の
有
無
が
神
の
性
質
と
関
わ
っ
て
区

別
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
、
単
純
な
脱
字
の
可
能
性
も
あ
る
以
上
、
本
稿
で

は
判
断
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

16　

「
も
う
一
つ
の
竜
神
の
重
要
な
側
面
は
、
荒
ぶ
る
龍
蛇
の
伝
説
の
あ
る
も
の
が

嵐
を
起
こ
し
雨
を
も
た
ら
す
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
雨
師
、
水
神

と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
稲
作
耕
作
民

た
る
日
本
人
に
と
っ
て
雨
水
を
司
る
竜
王
信
仰
は
き
わ
め
て
自
然
に
農
民
の

間
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。」『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』【
竜
神
伝
説
】

項
（
編
集
…
乾
克
己
・
小
池
正
胤
・
志
村
有
弘
・
高
橋
貢
・
鳥
越
文
蔵
、
項

目
執
筆
…
荒
木
博
之　

昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
〇
日　

角
川
書
店
）

17　

津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究　

上
』（
昭
和
二
三
年
八
月
二
〇
日
第
一
刷

　

岩
波
書
店
）

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
命
を
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
と
稱
す
る
こ
と
は
、
舊
辭
の

諸
本
に
お
い
て
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
後
の
潤
色

を
經
た
、
古
事
記
の
も
と
に
な
つ
て
ゐ
る
、
も
の
に
於
い
て
始
め
て
現

は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
古
事
記
の
物
語
に
見
え
る

こ
の
名
の
起
源
説
話
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
命

を
イ
ヅ
モ
の
國
造
の
祭
る
キ
ヅ
キ
の
社
の
神
の
名
と
し
て
作
ら
れ
た
オ

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

青
木
紀
元
「
大
国
主
の
成
立
」（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
日
本
神
話
Ⅰ
』

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会　

昭
和
五
三
年
七
月
二
〇
日
五
版　

有
精
堂
）

右
の
や
う
に
大
国
主
神
に
種
々
の
別
名
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り

も
な
ほ
さ
ず
大
国
主
神
の
成
立
事
情
を
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と

言
ふ
の
は
、
大
国
主
神
と
い
ふ
名
は
、
こ
れ
ら
別
名
の
神
々
の
綜
合
さ

れ
た
も
の
の
上
に
つ
け
ら
れ
た
神
名
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

吉
井
巌
「『
ヌ
シ
』
を
名
に
も
つ
神
々
」『
日
本
古
典
の
研
究　

上
』（
平
成

四
年
一
一
月
五
日
第
一
版
第
二
刷　

塙
書
房
）

大
国
主
神
が
、
出
雲
を
中
心
に
そ
の
信
仰
圏
を
広
げ
て
い
た
大
汝
神
を

中
心
に
、
亦
名
に
よ
っ
て
連
接
さ
れ
る
八
千
矛
神
、
葦
原
醜
男
神
、
顕

国
魂
神
、
大
国
魂
神
、
大
物
主
神
を
統
合
し
て
作
ら
れ
た
神
で
あ
る
こ

と
、
し
か
も
、
記
紀
の
大
国
主
神
の
物
語
が
、
こ
れ
ら
統
合
の
あ
と
を

あ
ら
わ
に
見
せ
る
記
述
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
出
雲
国
風
土
記
、

万
葉
集
に
お
い
て
大
国
主
神
の
名
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
大

国
主
神
の
成
立
が
き
わ
め
て
新
し
く
、
し
か
も
中
央
に
お
け
る
記
紀
編

集
者
の
造
作
に
よ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。


