
序
論

コ
ト
ダ
マ

日
本
の
古
代
社
会
に
は
、
言
語
に
言
霊
と
い
う
霊
的
な
存
在
者
（
言
語
精

霊
）
が
宿
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
言
語
内
容
が
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
考
え
、

す
な
わ
ち
、
言
霊
思
想
が
浸
透
し
て
い
た
。
通
説
は
、
古
代
文
献
中
の
「
言
」

と
「
事
」
と
の
通
用
例
に
基
づ
い
て
、
古
代
に
お
け
る
言
事
融
即
観
の
存
在
を

推
定
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
言
事
融
即
観
を
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定

す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
と
事
と
の
関
係
を
魔
術
的
な
等
式
を
以
て
把
握
す
る

思
惟
形
態
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
言
霊
思
想
の
存
在

を
認
知
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
、
通
説
の
基
本
的
な
論
調
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

記
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
多
数
の
呪
調
実
現
の
物
語
は
、
古
代
人
が
、
時
と
し

て
、
「
言
Ⅱ
事
」
と
い
う
等
式
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
行
為
し
た
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
。
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
を
生
の
全
次
元
に
お
い
て
信
奉
す
る
こ

と
は
、
通
常
の
生
活
を
無
み
す
る
こ
と
な
し
に
は
可
能
で
は
あ
り
え
な
い
。
し

二
一
口

霊
論

１
１
解
釈
の
転
回
Ｉ

た
が
っ
て
、
古
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
位
相
に
言
事
融
即
観
が
浸
透
し
て
い
た
と

は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
す
く
な
く
と

も
、
マ
ジ
カ
ル
な
位
相
に
お
い
て
、
広
範
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
た
こ
と

だ
け
は
否
定
で
き
な
い
。
言
事
融
即
観
は
、
位
相
的
に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
、
た

し
か
に
、
古
代
社
会
の
深
奥
に
定
着
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
こ
の
言
事
融
即
観
の
存
在
が
言
霊
思
想
の
存
在
を
証
示
す
る
と
断
ず

る
通
説
の
姿
勢
は
、
慎
重
を
欠
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
言
霊
の
力
に
よ
る

言
の
事
化
を
信
ず
る
態
度
が
、
「
言
Ⅱ
事
」
と
い
う
等
式
に
信
頼
を
寄
せ
る
態

度
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
言
霊
思
想
の
存
在
か
ら
言
事
融
即

観
の
存
在
を
類
推
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
言
と
事
と
を
同
一
視
す
る
思
考
が
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
が
マ
ジ

カ
ル
な
信
念
に
貫
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
霊
的
も
し
く
は
人
格
的
な
作
用
者
を

同
一
化
の
媒
介
と
し
て
想
定
す
べ
き
必
然
性
を
持
た
な
い
点
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
逆
に
、
言
事
融
即
観
の
存
在
か
ら
言
霊
思
想
の
そ
れ
を
導
出
す
る
こ
と

は
、
か
な
ら
ず
し
も
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す

伊
藤
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な
わ
ち
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
は
、
た
し
か
に
、
言
霊
思
想
に
よ
っ
て
も

そ
の
成
立
を
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
同
時
に
、
ト
コ

ヒ
、
カ
シ
リ
な
ど
の
言
語
呪
術
が
遂
行
さ
れ
る
過
程
で
、
自
存
的
か
つ
自
律
的

な
魔
術
等
式
と
し
て
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
性

に
留
意
す
る
か
ぎ
り
、
言
事
融
即
観
を
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定
す

る
通
説
の
論
理
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
・

こ
の
よ
う
に
、
言
事
融
即
観
が
、
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
は
、
十
全

な
機
能
を
果
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
っ
た
い
、
何
に
依
拠
し

つ
つ
言
霊
思
想
の
存
在
を
検
証
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
わ

れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
事
柄
や
事
態
を
、
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定

す
べ
き
な
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
模
索
し
て
ゑ
た

い
。

マ
ジ
カ
ル
な
位
相
に
お
け
る
言
事
融
即
観
の
存
在
と
は
別
の
、
あ
る
事
柄
や

事
態
を
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
こ
の
思

想
の
成
立
事
情
を
問
い
直
す
こ
と
な
し
に
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
言
事
融
即
観

を
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
裏
が
え
せ
ぱ
、
後
者
を
前
者
の
存

在
根
拠
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
場
合
、
後
者
は
、
前
者
の
成
立
期
と

同
一
期
も
し
く
は
そ
れ
を
遡
っ
た
時
期
に
、
そ
の
成
立
期
を
持
つ
も
の
と
推
測

さ
れ
る
が
、
も
し
前
者
か
ら
直
ち
に
後
者
を
認
知
す
る
推
理
が
括
弧
の
中
に
封

じ
こ
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
成
立
期
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
推
測
も
、
当
然
、
棚

上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
思
想
の
成
立
事
情
を
問
い

直
す
こ
と
は
、
そ
の
思
想
を
成
立
せ
し
め
た
人
間
の
意
識
の
在
り
方
を
と
ら
え

直
す
こ
と
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
思
想
の
信
奉
者
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ

が
有
し
て
い
た
意
味
を
、
新
た
な
角
度
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

一
、
言
事
融
即
の
具
体
相

契
沖
は
、
古
代
文
献
中
に
多
数
あ
ら
わ
れ
る
「
言
」
と
「
事
」
と
の
通
用
例

ｌ
た
と
え
ば
、
「
言
霊
」
を
「
事
霊
」
と
表
記
す
る
よ
う
な
例
ｌ
に
着
目
し

て
、
「
古
登
者
與
二
事
字
一
訓
義
並
通
。
蓋
、
至
理
具
し
事
翼
輪
相
隻
。
有
し
事
必

（
１
入
）

有
し
言
。
有
し
言
必
有
し
事
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
今
日
、
諸
家
は
、
古
代
の
言

事
融
即
観
に
言
及
す
る
際
、
概
ね
３
契
沖
の
こ
の
指
摘
を
踏
襲
し
つ
つ
、
「
言
」

「
事
」
の
通
用
例
は
言
と
事
と
を
等
号
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
思
惟
の
存
在
を

証
示
す
る
、
と
説
く
。
し
か
し
、
「
言
」
「
事
」
の
通
用
例
の
具
体
相
を
検
討
し

て
承
る
と
、
そ
こ
に
、
あ
る
偏
向
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
、
契
沖
の
如
上
の
指

摘
に
と
っ
て
、
一
つ
の
障
碍
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
代
文
献
中
に
は
、
言

を
「
事
」
と
表
記
す
る
例
は
、
枚
挙
に
壜
が
な
い
ほ
ど
数
多
く
あ
ら
わ
れ
る

が
、
逆
に
、
事
を
「
言
」
と
表
記
す
る
例
は
、
ご
く
少
数
し
か
見
ら
れ
な
い
と

い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
萬
葉
集
の
倭
歌
を
検
討
し
て
み
る
と
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
「
事
」

が
言
を
表
わ
す
（
事
が
言
化
す
る
）
例
は
、
七
○
以
上
を
数
え
る
け
れ
ど
も
、

（
の
ど
）

反
対
に
、
「
言
」
が
事
を
表
わ
す
（
言
が
事
化
す
る
）
例
は
、
わ
ず
か
七
例
に
尽

き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
を
信
奉
す
る
際
の
萬
葉
人
の

思
惟
が
、
「
有
し
事
必
有
し
言
」
と
い
う
認
識
に
立
つ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
か

な
ら
ず
し
も
、
「
有
し
言
必
有
し
事
」
と
い
う
認
識
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
表
記
上
「
言
」
と
「
事
」
と
を
通
用
さ

て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
如
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
本
稿
の
考
察
は
、
言
霊
思
想

の
成
立
事
情
と
意
味
、
あ
る
い
は
、
そ
の
本
義
を
再
考
す
る
方
向
へ
展
開
し
て

ゆ
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

一
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せ
る
思
考
は
、
言
の
事
化
へ
の
確
信
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
事
の
言
化
へ
の
確
信

に
支
え
ら
れ
つ
つ
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
右
に
瞥
見
し
た
「
言
」
「
事
」
通
用
の
具
体
相
は
、
萬
葉
人
の

意
識
の
裡
で
、
事
は
つ
ね
に
言
と
な
り
え
た
け
れ
ど
も
、
言
は
か
な
ら
ず
し
も

事
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
、

言
に
対
す
る
事
の
優
位
を
前
提
と
し
て
、
言
と
事
と
の
関
係
が
把
握
さ
れ
る
と

い
う
事
態
を
予
想
さ
せ
る
。
以
下
に
掲
げ
た
数
首
の
萬
葉
歌
は
、
そ
う
し
た
事

態
の
存
在
を
証
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

す
ゑ
の
え
き
の
ふ

住
吉
に
行
く
と
い
ふ
道
に
昨
日
見
し
恋
忘
れ
貝
言
に
し
あ
り
け
り

（
巻
七
、
二
四
九
）

注
ぐ
さ
や
ま
ち
へ
ひ
と
へ

名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
我
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
慰
め
な
く
に

（
巻
七
、
一
二
一
三
）

家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
我
が
恋
ひ
来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に

（
巻
十
五
、
三
七
一
八
）

こ
れ
ら
の
歌
々
は
、
実
質
・
実
体
（
態
）
を
伴
わ
な
い
こ
と
ば
（
「
言
」
「
名
」
）

し
凸
岳

に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
を
表
出
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
評
価
を
成
立
せ

し
め
る
も
の
は
、
こ
と
ば
の
意
義
を
実
在
と
の
対
応
性
の
う
ち
に
見
出
す
思
考

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
歌
々
は
、
対
応
す
る
事
を
伴
う
か
否
か
に

よ
っ
て
言
の
価
値
を
判
定
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢

は
、
事
を
言
の
価
値
基
準
と
し
て
措
定
す
る
点
に
お
い
て
、
い
わ
ば
言
を
事
の

支
配
下
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
言
と
事
と
の
関
係

を
、
言
に
対
す
る
事
の
優
位
を
前
提
と
し
つ
つ
把
握
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

さ
て
、
右
の
歌
々
は
、
こ
と
ば
と
実
質
・
実
体
（
態
）
の
背
理
に
対
す
る
興

趣
を
作
歌
の
動
機
と
す
る
が
、
そ
の
背
理
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
作
者
た
ち

の
姿
勢
に
は
、
旧
来
の
発
想
に
対
し
て
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
よ
う
と
い

う
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
旧
来
の
発
想
と
は
、
「
恋
忘
れ
貝
」
を
見
る
こ

と
が
恋
の
忘
却
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
類
の
発
想
、
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
は
そ

れ
に
見
合
っ
た
実
態
（
体
）
を
随
伴
す
る
Ｉ
そ
れ
ゆ
え
実
質
を
持
つ
Ｉ
と
い

う
考
え
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
々
の
中
に
あ
ら
わ
れ

プ
（
ぜ
。

へ
の

あ
ら
た
ま
の
年
の
経
ぬ
れ
ば
今
し
は
と
ゆ
め
よ
我
が
背
子
我
が
名
告
ら
す

な
（
巻
四
、
五
九
○
）

せ

言
に
出
で
て
言
は
ぱ
ゆ
ゆ
し
ゑ
山
川
の
た
ぎ
つ
心
を
寒
か
へ
た
り
け
り

（
巻
十
一
、
二
四
三
二
）

こ
こ
で
は
、
心
情
や
名
を
言
い
立
て
る
こ
と
が
禁
忌
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
が
作
者
た
ち
の
念
頭
に
置
か
れ
、
彼
ら
の

あ
い
だ
で
、
言
の
事
化
の
可
能
性
が
畏
怖
を
以
て
配
慮
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
、
言
事
の
相
即
性
を
考
慮
す
る
歌
々
や
、
先
掲
の
、
言
と
事
の
背

理
を
つ
く
歌
々
と
に
留
意
し
、
か
つ
、
「
言
」
「
事
」
通
用
の
先
述
の
如
き
具
体

相
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
萬
葉
の
時
代
に
は
、
一
方
で
は
、
言
の
事
化
の
可
能

性
が
認
容
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
他
方
で
は
、
事
の
言
に
対
す
る
優
位
を
信

ず
る
考
え
の
も
と
で
、
「
言
Ⅱ
事
」
と
い
う
等
式
の
成
り
立
ち
う
る
位
相
が
、

次
第
に
狭
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。

お
そ
ら
く
、
萬
葉
人
の
日
常
的
思
惟
は
、
「
有
し
事
必
有
し
言
」
と
い
う
事
態

に
は
信
を
寄
せ
え
て
も
、
「
有
し
言
必
有
し
事
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
は
、
そ
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れ
を
た
だ
単
に
可
能
的
事
態
と
し
て
し
か
と
ら
え
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
り
に
、
前
代
を
、
言
に
内
在
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
実
在
化
の
力
が
、
自
然
現

象
を
、
人
間
の
望
み
通
り
に
左
右
し
う
る
と
確
信
す
る
マ
ジ
カ
ル
な
精
神
に
蔽

わ
れ
た
時
代
と
み
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
、
萬
葉
の
時
代
は
、

そ
う
し
た
精
神
が
、
現
代
に
も
通
じ
う
る
日
常
的
か
つ
常
識
的
な
精
神
の
中

に
、
溶
解
し
、
散
供
し
て
ゆ
く
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
も
と
で
も
、
な
お
、
時
と
し
て
、
「
言
Ｉ

事
」
と
い
う
魔
術
等
式
の
現
実
化
が
希
求
さ
れ
る
。
強
大
な
自
然
に
対
す
る
人

間
の
無
力
さ
、
脆
弱
さ
に
つ
い
て
の
自
覚
は
、
そ
の
無
力
さ
や
脆
弱
さ
を
マ
ジ

カ
ル
な
方
式
に
よ
っ
て
克
服
し
た
い
と
い
う
願
望
を
呼
び
起
こ
す
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
当
時
の
、
言
に
対
す
る
事
の
優
位
に
信
頼
を
寄
せ
る
日
常
的
思
惟

は
、
事
の
言
化
を
日
常
的
事
実
と
し
て
異
議
な
く
承
認
し
は
す
る
も
の
の
、
も

は
や
、
言
の
事
化
の
可
能
性
を
無
条
件
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
、
言
の
事
化
を
希
求
す
る
と
き
、
萬
葉
人
は
、

言
を
事
な
ら
し
め
る
働
き
を
担
う
非
日
常
的
な
因
子
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
非
日
常
的
な
因
子
と
目
さ
れ
た
も
の
は
、
言
霊
の

作
用
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
．

「
言
霊
」
と
い
う
語
は
、
萬
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
初
見
と
し
、
そ
れ
よ

り
も
古
層
に
属
す
る
文
献
に
は
見
当
ら
な
い
。
語
の
非
在
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
意
識
の
非
在
を
決
定
づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
だ
語
に
よ
っ
て
特
定
さ

れ
え
ぬ
意
識
が
、
未
明
性
の
う
ち
に
漂
う
と
い
う
事
態
も
想
定
で
き
る
。
し
か

し
、
意
識
が
語
を
伴
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
主
体
に
と
っ
て
、
い
ま
だ

意
識
を
自
覚
的
に
把
握
す
る
必
要
性
が
生
じ
来
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
「
言
霊
」
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
萬
葉
以
前
の
文
献
に
お
け
る
こ
の

語
の
非
在
は
、
か
り
に
、
萬
葉
以
前
の
時
代
を
生
き
た
人
々
が
、
言
の
う
ち
で

の
超
自
然
的
作
用
者
の
躍
動
に
つ
い
て
漠
た
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
彼
ら
の
精
神
の
う
ち
に
お
け
る
そ
の
意
識
の
自
覚
化

が
不
要
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

自
覚
化
を
不
要
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
言
と
事
と
が
等
価
な
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
、
事
の
言
化
の
み
な
ら
ず
、
言
の
事
化
も
ま
た
、
比
較
的
容
易
に
生
起

し
う
る
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
思
想
状
況
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
「
言
Ｎ
事
」
と
い
う
図
式
に
従
っ
て
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
を

成
り
立
た
せ
る
思
惟
が
疑
念
を
伴
う
こ
と
な
く
通
用
す
る
状
況
の
も
と
で
、
言

の
事
化
は
自
明
的
事
実
と
目
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
言
の
事
化
を
可
能
に
す
る
条

件
を
自
覚
的
に
検
証
す
る
思
考
も
不
要
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
萬
葉
集
に
「
言
霊
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

は
、
言
・
事
を
め
ぐ
る
思
惟
の
変
容
が
、
こ
う
し
た
思
想
状
況
に
変
化
を
も
た

ら
し
た
結
果
、
人
々
が
、
言
の
事
化
を
導
く
因
子
を
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
と
事
と
の
等
価

性
を
信
頼
す
る
前
代
的
思
惟
か
ら
離
れ
て
、
言
に
対
す
る
事
の
優
位
を
認
め
る

立
場
に
立
っ
た
萬
葉
人
は
、
言
の
事
化
の
可
能
性
に
疑
問
を
抱
く
に
至
っ
た

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
言
の
事
化
を
希
求
す
る
と
ぎ
、
彼
ら
は

「
言
↓
事
」
の
過
程
を
領
導
す
る
作
用
因
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
作
用
因

と
し
て
、
言
霊
の
存
在
を
要
請
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
推
定
が
け
っ
し
て
的
を
逸
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
「
言
霊
」
と
い
う
語

を
よ
み
こ
む
萬
葉
歌
の
中
で
、
言
霊
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
し
う
る
．

一
一
一
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一
二
、
要
請
と
し
て
の
言
霊

萬
葉
集
巻
十
三
「
相
聞
」
の
部
に
は
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
の
歌
に

日
は
く
」
と
題
す
る
以
下
の
よ
う
な
長
・
反
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

⑧
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
神
な
が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
し
か
れ
ど
も

言
挙
げ
ぞ
我
が
す
る
言
幸
く
ま
幸
く
ま
せ
と
障
み
な
く
幸
く

あ
り
そ
な
み

い
ま
さ
ば
荒
磯
波
あ
り
て
も
見
む
と
百
重
波
千
重
波
し
き
に

言
挙
げ
す
我
れ
は
言
挙
げ
す
我
れ
は
（
三
二
五
三
）

￥
反
歌

⑧
磯
城
島
の
大
和
の
国
は
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ
ま
幸
く
あ
り
こ
そ

（
三
二
五
四
）

人
麻
呂
歌
集
の
歌
々
に
は
、
人
麻
呂
自
身
の
作
か
否
か
と
い
う
問
題
が
つ
き

ま
と
う
が
、
㈹
⑧
は
、
原
文
が
助
字
な
ど
を
比
較
的
て
い
ね
い
に
記
す
非
略
体

（
常
体
）
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
内
容
の
面
か
ら
、
人
麻
呂
自
身
の
手

（
Ｑ
Ｊ
）

に
成
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
㈹
⑧
は
、
幸
を
祈
る
た
め
の
媒
材
と
し

て
「
波
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
い
る
点
や
、
再
度
に
わ
た
っ
て
こ
と
さ
ら
に

（
４
）

日
本
国
の
特
徴
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
大
海
を
渡
っ
て
異
邦
に
赴
く

（
日
Ｊ
）

官
人
（
遣
外
国
使
）
に
贈
ら
れ
た
饅
の
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
賎

の
歌
に
お
い
て
、
作
者
人
麻
呂
は
、
言
挙
げ
を
通
じ
て
自
ら
の
歌
詞
に
言
霊
を

呼
び
込
承
、
そ
の
力
に
す
が
っ
て
、
歌
詞
通
り
の
事
態
（
官
人
の
無
事
）
を
実

現
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
。
反
歌
⑧
の
⑥
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
は
言
霊
の

助
く
る
国
ぞ
」
と
い
う
言
辞
は
、
そ
の
意
図
を
集
約
的
に
述
べ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
言
辞
は
、
⑧
冒
頭
部
の
言
辞
③
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
神
な

が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
」
と
の
あ
い
だ
に
、
論
理
上
の
棚
嬬
を
き
た
す
。
「
葦
原

の
瑞
穂
の
国
」
も
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
も
、
と
も
に
日
本
国
の
呼
称
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
⑧
は
、
日
本
国
を
神
意
の
ま
ま
に
言
挙
げ
な
ど
し
な
い
国

と
規
定
し
、
他
方
、
⑥
は
、
そ
れ
を
言
霊
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
国
と
規
定
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
元
来
「
開
口
発
声
儀
礼
」
に
関
わ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

（
虞
Ｕ
）

言
語
行
為
で
あ
り
、
い
わ
ば
言
霊
詞
章
発
声
の
方
法
で
も
あ
る
言
挙
げ
を
、
消

極
的
か
つ
否
定
的
に
と
ら
え
る
③
の
立
場
と
、
言
霊
の
力
に
よ
る
言
語
内
容
の

実
現
に
期
待
を
寄
せ
る
⑥
の
立
場
と
は
、
矛
盾
な
し
に
は
両
立
し
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
人
麻
呂
に
は
、
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
が
欠
落
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
人
麻
呂
の
考
え
で
は
、
③
と
⑥
と
は
、
何
の

棚
陥
も
な
く
両
立
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
麻
呂
の
言
霊
思
想
の
内
実
は
、

こ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
明
確
に
し
う
る
も
の
と
予

想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
③
と
⑥
と
に
お
い
て
日
本
国
の
呼
称
が
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
。

既
述
の
如
く
、
③
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
と
⑥
の
「
磯
城
島
の
大
和
の

国
」
と
は
、
と
も
に
日
本
国
の
呼
称
で
あ
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
両
者
は
同

じ
時
代
の
日
本
国
を
指
し
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」

よ

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
の
代
の
日
本
国
１
人
麻
呂
の
眼
前
に
存
在
す
る
現

実
の
日
本
国
Ｉ
を
指
す
が
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
実
は
、
人
の
代
の
日

本
国
の
称
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
神
代
の
日
本
国
の
称
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
古
代
文
献
に
お
け
る
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
の
用
法
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
う
る
。

日
本
書
紀
と
同
様
に
歴
史
を
神
々
の
時
代
（
神
代
）
と
人
間
の
そ
れ
（
人

（
７
）

代
）
と
に
大
別
す
る
歴
史
観
に
立
つ
古
事
記
は
、
こ
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
、

一

四



⑦
「
葦
原
の
中
つ
国
」
と
④
「
豊
葦
原
の
水
（
瑞
）
穂
の
国
」
お
よ
び
⑥
「
天

の
下
」
の
三
語
を
、
厳
密
に
使
い
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
事
記
で
は
、

⑦
と
④
が
、
神
代
の
地
上
界
の
称
と
し
て
、
⑫
が
、
天
皇
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

る
人
代
の
地
上
界
の
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
⑦
と
④
と
の
あ
い
だ

に
も
明
確
な
区
別
が
設
け
ら
れ
、
⑦
は
、
天
つ
神
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
以
前

の
地
上
界
を
指
す
語
と
し
て
、
④
は
、
天
つ
神
の
統
治
と
い
う
視
点
か
ら
見
た

（
８
）

地
上
界
を
指
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

古
事
記
が
、
他
の
二
語
と
の
区
別
意
識
に
立
っ
て
④
に
対
し
て
付
与
す
る
右

の
如
き
意
味
は
、
萬
葉
集
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

萬
葉
集
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
先
掲
の
㈲
を
除
く
と
、
以
下
の
五
例

ｌ
「
瑞
穂
の
国
」
を
含
む
ｌ
に
尽
き
る
。

①
天
地
の
初
め
の
時
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
に
八
百
万
千
万
神

の
神
集
ひ
集
ひ
い
ま
し
て
神
分
ち
分
ち
し
時
に
天
照
ら
す

日
女
の
命
天
を
ぱ
知
ら
し
め
す
と
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
地

の
寄
り
合
ひ
の
極
み
知
ら
し
め
す
神
の
命
と
天
雲
の
八
重
か

き
別
け
て
神
下
し
い
ま
せ
ま
つ
り
し
高
照
ら
す
日
の
御
子
は

き
よ
ゑ

明
日
香
の
清
の
宮
に
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
す
め
る
き
の

敷
き
ま
す
国
と
天
の
原
岩
戸
を
開
き
神
上
り
上
り
い
ま
し
ぬ
．
：

（
巻
二
、
一
六
七
）

わ
た
ら
ひ
い
つ

②
：
や
：
・
渡
会
の
斎
き
の
宮
ゆ
神
風
に
い
吹
き
惑
は
し
天
雲
を
日
の

と
こ
や
み
お
ほ

目
も
見
せ
ず
常
闇
に
覆
ひ
た
ま
ひ
て
定
め
て
し
瑞
穂
の
国
を

神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
．
…
：
（
巻
二
、
一
九
九
）

み
こ
と

⑥
父
母
が
成
し
の
ま
に
ま
に
箸
向
ふ
弟
の
命
は
朝
露
の
消
や
す

い
の
ち
む
た

き
命
神
の
共
争
ひ
か
れ
て
葦
原
の
瑞
穂
の
国
に
家
な
ゑ
や

ま
た
帰
り
来
ぬ
遠
つ
国
黄
泉
の
境
に
延
ふ
蔦
の
お
の
が
向
き
向

き
天
雲
の
別
れ
し
行
け
ば
．
：
，
：
（
巻
九
、
一
八
○
四
）

あ
も

④
草
原
の
瑞
穂
の
国
に
手
向
け
す
と
天
降
り
ま
し
け
む
五
百
万

き
た

千
万
神
の
神
代
よ
り
言
ひ
継
ぎ
来
る
神
な
び
の
ゑ
も
ろ
の
山
は

（
巻
十
三
、
三
二
二
七
）

‐
あ
ま
く
だ

⑥
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
下
り
知
ら
し
め
し
け
る
す
め
る
き
の

ひ
つ
ぎ

神
の
命
の
御
代
重
ね
天
つ
日
継
と
知
ら
し
来
る
君
の
御
代
御
代

み
つ
ぎ

敷
き
ま
せ
る
四
方
の
国
に
は
山
川
を
広
み
厚
象
と
奉
る
御
調

宝
は
数
へ
え
ず
尽
し
も
か
れ
つ
：
：
．
．
（
巻
十
八
、
四
○
九
四
）

側
と
⑥
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
い
ず
れ
も
、
天
つ
神
が
降
臨
す
る
神

代
の
地
上
界
、
す
な
わ
ち
神
代
の
日
本
国
を
指
す
。

い
と
②
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
草
壁
皇
子
（
①
）
と
高
市
皇
子
（
③
）
の
摺
宮
に

際
し
て
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
挽
歌
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
「
（
葦
原
の
）

瑞
穂
の
国
」
は
、
皇
子
の
父
天
武
天
皇
の
統
治
す
る
領
域
を
指
す
。
し
か
し
、

近
来
、
萬
葉
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
武
天
皇
を
、

天
上
の
神
々
（
「
八
百
万
千
万
神
」
）
が
合
議
の
も
と
に
地
上
に
下
し
た
神
と
し

て
描
く
い
は
、
後
に
記
紀
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
官
製
の
神
話
、
と
り
わ

け
、
そ
の
基
軸
を
な
す
天
孫
降
臨
神
話
を
意
識
し
つ
つ
、
あ
え
て
、
そ
れ
を

天
武
天
皇
の
治
世
に
適
用
し
よ
う
と
企
図
す
る
作
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
作

者
人
麻
呂
は
、
天
武
天
皇
と
官
製
神
話
の
降
臨
神
一
一
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
を
故
意

（
９
）

に
同
一
視
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑩
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の

国
」
は
、
神
代
の
降
臨
神
と
し
て
振
舞
う
天
武
天
皇
の
統
治
す
る
国
、
言
い
か

え
れ
ば
、
天
つ
神
介
Ⅱ
天
武
天
皇
）
の
統
治
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
神
代
の
日

本
国
の
称
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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③
に
お
い
て
も
ま
た
、
①
と
同
様
の
意
識
的
同
一
視
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
⑨
の
冒
頭
に
近
い
部
分
で
は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
天
皇
の
進
撃

そ
と
も

こ
ま
つ
る
ぎ

が
、
「
き
こ
し
め
す
背
面
の
国
の
真
木
立
つ
不
破
山
越
え
て
高
麗
剣

わ
ざ
み
か
り
み
や
あ
も

和
射
見
が
原
の
行
宮
に
天
降
り
い
ま
し
て
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
中

の
「
天
降
り
い
ま
し
て
」
と
い
う
語
を
通
じ
て
、
天
武
天
皇
が
神
代
の
降
臨
神

と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑨
が
天
武
天
皇
の
支
配
域
の
呼
称

と
し
て
措
定
す
る
「
瑞
穂
の
国
」
は
、
⑩
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
Ｌ
と
同
様

に
、
神
代
に
お
け
る
天
つ
神
介
Ⅱ
天
武
天
皇
）
の
統
治
と
い
う
視
点
を
前
提
と

す
る
日
本
国
の
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

残
る
⑧
は
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
が
人
代
の
日
本
国
を
指
す
一
例
で
あ
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
③
に
お
い
て
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
の
前
後

み
こ
と

で
、
「
弟
の
命
」
「
神
の
共
」
「
黄
泉
」
な
ど
の
神
に
関
わ
る
語
が
多
用
さ
れ
て

い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
作
者
は
、
弟
の
死
を
荘
重
な
ら
し
め
る
た
め

（
、
）

に
、
彼
を
神
域
へ
移
し
入
れ
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
も
解
し
う
る
。
こ
う
解

し
た
場
合
、
③
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
端
的
に
地
上
界
そ
の
も
の
を
指

す
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
た
地
上
界
を

指
す
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
⑧
は
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」

が
人
代
の
日
本
国
（
地
上
界
）
の
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
確
例
と

は
な
り
に
く
い
。

㈹
１
⑤
を
め
ぐ
る
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
萬
葉
集
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の

国
」
は
、
古
事
記
の
そ
れ
と
同
様
に
、
概
ね
、
天
つ
神
の
統
治
と
い
う
視
点
か

ら
見
た
神
代
の
地
上
界
（
日
本
国
）
の
称
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
①
②
の
作
者
が
人
麻
呂
で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、

同
じ
人
麻
呂
の
手
に
成
る
㈲
の
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
も
ま
た
、
当
然
そ
う
し

た
機
能
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
推
断
し
う
る
。

そ
う
す
る
と
、
同
じ
日
本
国
を
一
方
（
⑧
）
で
「
神
な
が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ

国
」
と
規
定
し
、
も
う
一
方
（
⑧
）
で
は
「
言
霊
の
助
く
る
国
」
と
規
定
す
る

人
麻
呂
の
論
理
に
、
矛
盾
が
見
ら
れ
る
と
い
う
本
稿
の
主
張
は
、
訂
正
を
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
言
霊
の
助
く
る
国
」
が
、
現
実
の
（
人
代
の
）
日
本
国

（
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
）
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
神
な
が

ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
」
は
、
天
つ
神
の
統
治
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
神
代
の
日
本

国
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑧
⑧

の
人
麻
呂
は
、
日
本
国
の
呼
称
を
巧
み
に
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
神

な
が
ら
」
の
道
の
浸
透
を
前
提
と
し
て
言
挙
げ
が
消
極
的
か
つ
否
定
的
に
と
ら

え
ら
れ
る
状
況
（
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
Ｉ
神
代
の
日
本
国
ｌ
の
状
況
）

か
ら
、
そ
の
前
提
が
崩
れ
た
が
ゆ
え
に
言
挙
げ
を
通
じ
て
言
霊
を
躍
動
さ
せ
る

こ
と
が
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
状
況
（
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
１
人
代
の

日
本
国
ｌ
の
状
況
）
へ
と
い
う
、
神
代
１
人
代
間
に
お
け
る
時
代
状
況
の
変

遷
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
本
稿
が
指
摘
し
た
よ
う
な
矛

盾
は
認
め
ら
れ
な
い
。
人
麻
呂
は
、
彼
な
り
の
論
理
的
一
貫
性
を
保
ち
つ
つ
⑧

⑧
を
詠
ん
で
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
⑧
の
人
麻
呂
は
、
③
の
「
し
か
れ
ど
も
」
以
下
の
部
分
に
お
い
て
、
自
己

の
立
場
を
転
換
す
る
。
す
な
わ
ち
、
㈲
の
冒
頭
部
で
、
言
挙
げ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
言
語
行
為
と
み
な
す
立
場
に
立
っ
た
人
麻
呂
は
、
「
し
か
れ
ど
も
」
と
詠
じ

た
の
を
契
機
に
、
一
転
し
て
、
言
挙
げ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
立
場
に
立
つ
。

立
場
の
転
換
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
神
代
１
人
代
間
に
上
述
の
如
き
時
代
状

況
の
変
移
を
見
出
す
思
考
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
代
を
神
意
貫
流
す
る
が
ゆ

え
に
言
挙
げ
の
不
要
な
時
代
と
承
な
し
、
他
方
、
人
代
を
神
意
貫
流
せ
ざ
る
が

一
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ゆ
え
に
言
挙
げ
の
必
要
な
時
代
と
と
ら
え
る
考
え
の
も
と
に
、
人
麻
呂
は
自
己

の
立
場
を
転
換
し
た
も
の
と
推
断
し
う
る
。
具
体
的
に
は
、
神
代
の
日
本
国

（
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
）
は
、
「
神
な
が
ら
」
の
道
が
浸
透
す
る
国
、
貫
流
す

る
神
意
に
よ
っ
て
人
間
の
願
望
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
国
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
こ
で
は
、
こ
と
さ
ら
な
る
言
挙
げ
は
不
要
と
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
方
、
人

代
の
日
本
国
（
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
）
は
、
か
な
ら
ず
し
も
神
意
の
ま
ま
に

人
間
の
願
望
が
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ

で
は
、
時
と
し
て
こ
と
さ
ら
な
る
言
挙
げ
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
認
識
が
、

自
ら
を
人
の
代
に
生
き
る
人
草
と
観
ず
る
人
麻
呂
に
対
し
て
、
立
場
の
転
換
を

迫
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
㈹
⑧
を
貫
く
人
麻
呂
の
言
霊
思
想
に
着
目
し
、
か

つ
、
そ
の
内
実
を
問
う
な
ら
ば
、
人
麻
呂
に
と
っ
て
、
言
霊
と
は
、
人
代
の
神

意
貫
流
せ
ざ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
人
間
の
切
な
る
願
望
を
実
現
す
る
た
め
に
、

そ
の
存
在
を
要
請
さ
る
べ
き
作
用
者
で
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
換
言
す
れ

ば
、
神
々
へ
の
祈
り
の
こ
と
ば
、
そ
れ
も
、
こ
と
さ
ら
な
る
言
い
立
て
（
言
挙

げ
）
に
よ
ら
な
い
、
独
語
的
な
心
情
の
吐
露
が
、
神
々
の
威
令
に
よ
っ
て
そ
の

ま
ま
直
ち
に
実
現
さ
れ
る
ｌ
言
が
事
化
さ
れ
る
ｌ
状
態
（
神
代
）
か
ら
、
そ
う

し
た
、
い
わ
ば
静
か
な
る
内
的
な
祈
り
が
、
神
意
に
達
し
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、

も
は
や
現
実
へ
の
作
用
力
を
有
し
え
な
い
状
態
（
人
代
）
へ
の
時
代
的
頽
落
を

補
完
す
る
目
的
の
も
と
で
、
言
の
事
化
の
可
能
性
を
押
し
広
げ
る
役
割
を
担
う

作
用
者
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
要
請
さ
れ
た
も
の
が
、
人
麻
呂
の
言
霊
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、
古
代
の
言
霊
の
要
請
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
性
格
を
浮
き

彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
本
節
の
目
的
は
、
一
応
は
達
せ
ら
れ
た
。
だ
が
、
こ
こ

に
、
新
た
な
疑
問
が
生
ず
る
。
言
の
事
化
の
過
程
を
領
導
す
る
も
の
と
し
て
、

神
代
に
つ
い
て
は
神
々
を
措
定
し
、
人
代
に
つ
い
て
は
言
霊
を
要
請
す
る
人
麻

呂
的
思
惟
は
、
神
々
と
言
霊
と
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
に
置
く
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑧
⑧
の
内
在
的
考
察
は
、
こ
の
疑
問

に
対
す
る
解
答
を
付
与
し
え
な
い
。
そ
れ
へ
の
解
答
を
見
出
す
た
め
に
は
、
③

⑧
以
外
の
萬
葉
歌
で
、
「
言
霊
」
と
い
う
語
の
あ
ら
わ
れ
る
作
を
手
が
か
り
と

し
て
、
そ
こ
か
ら
、
人
麻
呂
も
し
く
は
そ
の
同
時
代
人
た
ち
の
真
意
を
類
推
し

て
ゆ
く
以
外
に
途
は
な
い
。

三
、
言
霊
と
神
々

天
平
五
年
（
七
三
三
年
）
三
月
三
日
、
山
上
憶
良
は
、
遣
唐
大
使
丹
比
（
多

治
比
）
真
人
広
成
に
、
「
好
去
好
来
の
歌
」
と
題
す
る
饅
の
歌
（
萬
葉
集
巻

五
、
八
九
四
’
八
九
六
）
を
献
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
長
歌
が
押
し

立
て
ら
れ
て
い
る
。

す
め
か
み

神
代
よ
り
言
ひ
伝
て
来
ら
く
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
は
皇
神
の

い
つ
き
、

厳
し
き
国
言
霊
の
幸
は
ふ
国
と
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
が
ひ
け
り

今
の
世
の
人
も
こ
と
ご
と
目
の
前
に
見
た
り
知
り
た
り
人
さ
は
に

た
か
ひ
か
お
ほ
ゑ
か
ど
め

満
ち
て
は
あ
れ
ど
も
高
光
る
日
の
大
朝
廷
神
な
が
ら
愛
で
の
盛

主
を
お
ほ

り
に
天
の
下
奏
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選
ひ
た
ま
ひ
て
勅

ふ
こ
と
か
ら
く
に
（
ｕ
）

旨
戴
き
持
ち
て
唐
国
の
遠
き
境
に
遣
は
さ
れ
罷
り
い
ま
せ

海
原
の
辺
に
も
沖
に
も
神
づ
ま
り
う
し
は
き
い
ま
す
も
ろ
も
ろ

ふ
な
の
へ
あ
め
つ
ち

の
大
御
神
た
ち
船
舳
に
導
き
ま
を
し
天
地
の
大
御
神
た
ち

お
ほ
く
筵
み
た
ま
あ
ま
が
け

大
和
の
大
国
御
魂
ひ
さ
か
た
の
天
の
承
空
ゆ
天
翔
り
見
わ
た

し
た
ま
ひ
事
終
り
帰
ら
む
日
に
は
ま
た
さ
ら
に
大
御
神
た
ち

一
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す
永
左
は
ば

船
舳
に
御
手
う
ち
懸
け
て
墨
縄
を
延
へ
た
る
ご
と
く
あ
ぢ
か
を

ち
か
車
つ
た
だ
は

し
値
嘉
の
崎
よ
り
大
伴
の
御
津
の
浜
び
に
直
泊
て
に
御
船
は

は
や

泊
て
む
障
み
な
く
幸
く
い
ま
し
て
早
帰
り
ま
せ
（
八
九
四
）

一
首
に
お
い
て
、
憶
良
は
、
日
本
国
は
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
自
ら
の
歌
に
も
言
霊
が
宿
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
歌
詞
通
り
の
事

態
、
す
な
わ
ち
、
遣
唐
使
一
行
の
無
事
が
実
現
さ
れ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
。

こ
の
点
に
の
ゑ
着
目
す
る
か
ぎ
り
、
歌
意
は
明
瞭
で
あ
り
、
一
見
、
一
部
の
字

句
の
解
釈
以
外
に
、
と
り
立
て
て
論
ず
る
べ
き
問
題
も
な
い
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
冒
頭
部
の
二
句
、
す
な
わ
ち
、
「
皇
神
の
厳
し
き
国
」
と
「
言

霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
が
対
句
を
な
し
て
い
る
点
に
留
意
し
、
そ
の
意
味
を
問

う
場
合
に
は
、
看
過
し
が
た
い
難
問
が
生
ず
る
。
一
首
の
眼
目
が
、
言
霊
の
力

に
よ
る
言
語
内
容
の
実
現
を
期
待
す
る
思
い
を
表
出
す
る
こ
と
に
存
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
思
い
を
集
約
す
る
言
辞
と
し
て
必
要
な
の
は
「
言
霊
の
幸
は
ふ

国
」
一
句
の
承
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憶
良
は
、
な
に
ゆ
え
に
、
こ
の
句

に
「
皇
神
の
厳
し
き
国
」
と
い
う
別
の
一
句
を
対
応
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
憶
良
の
言
霊
思

想
が
、
言
霊
の
承
な
ら
ず
神
女
に
も
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
、
解
明
可
能
と
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

さ
て
、
当
面
の
長
歌
は
、
形
式
上
、
冒
頭
か
ら
「
見
た
り
知
り
た
り
」
ま
で

の
序
論
的
部
分
と
、
「
人
さ
は
に
」
か
ら
「
御
船
は
泊
て
む
」
ま
で
の
本
論
的

部
分
、
お
よ
び
、
「
障
承
な
く
」
以
下
の
結
論
的
部
分
の
、
三
段
に
分
か
れ
る
。

そ
の
う
ち
の
本
論
的
部
分
を
検
討
す
れ
ば
、
遣
唐
使
の
無
事
を
実
現
す
る
う
え

で
直
接
的
な
役
割
を
果
す
も
の
は
、
言
霊
で
は
な
く
神
々
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
・
す
な
わ
ち
、
こ
の
長
歌
に
お
い
て
、
憶
良
が
う
た
う
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
遣
唐
使
の
安
全
を
保
障
す
る
行
為
を
直
接
実
践
す
る
も
の
は
、
唐
土
へ
向

か
う
遣
唐
船
の
舳
先
に
立
っ
て
案
内
役
を
つ
と
め
、
帰
路
に
臨
ん
で
は
、
船
を

日
本
の
方
へ
と
引
き
寄
せ
る
海
神
た
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
天
空
に
飛
翔
し
て
航

お
お
や
戎
と

行
を
見
守
る
天
地
の
神
々
、
わ
け
て
も
、
大
和
神
社
の
祭
神
で
あ
っ
て
、
言

霊
で
は
な
い
．

し
か
し
、
憶
良
が
、
こ
の
長
歌
に
お
い
て
、
言
霊
の
役
割
を
無
視
し
て
い
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
序
論
的
部
分
の
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
い
う
句
を
通

じ
て
、
憶
良
は
、
一
首
全
体
が
言
霊
思
想
に
根
ざ
す
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
憶
良
は
、
神
々
の
ふ
な
ら
ず
言
霊
に
も
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て

い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
方
に
直
接
的
な
役
割
を
担
う
も
の
が

措
定
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
直
接
的
な
役
割
へ
の
言
霊
の
参
与
が
明
記
さ
れ
て

な
い
以
上
、
言
霊
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
間
接
的
な
役
割
で
あ
っ
た
と
断
ぜ
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
間
接
性
は
、
直
接
的
な
役
割
の
担
い
手
、
す
な
わ

ち
神
々
を
介
し
て
の
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
憶
良
に

あ
っ
て
は
、
言
霊
の
力
に
よ
る
言
の
事
化
を
期
待
す
る
思
考
は
、
「
言
霊
↓
神

々
↓
言
の
事
化
」
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
言
挙
げ
さ
れ
た
こ
と
ば
に
宿
る
言
霊
が
、
何
ら
か
の
形
で
神
々
の
意
を

動
か
し
、
そ
の
結
果
神
々
の
力
が
働
い
て
こ
と
ば
通
り
の
事
柄
や
事
態
が
実
現

さ
れ
る
と
見
る
の
が
、
憶
良
の
言
霊
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
序
論
的
部
分
の
対
句
に
着
目
し
た
場
合
、
そ
の
意
味

が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
の
国
士
全
体
を
統
く
る
皇
祖
神
た
る
「
皇
神
」

は
、
諸
神
を
統
轄
す
る
最
高
神
で
も
あ
る
が
、
右
の
如
き
観
点
に
立
っ
た
場

合
、
そ
の
最
高
神
の
威
令
を
強
調
す
る
「
皇
神
の
厳
し
き
国
」
と
い
う
句
は
、

一
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「
言
霊
↓
神
々
↓
言
の
事
化
」
と
い
う
思
想
構
造
を
集
約
的
に
示
す
も
の
と
し

て
、
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
い
う
句
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憶
良
は
、
こ
の
対
句
を
通
し
て
、
自
ら
の
言
霊

思
想
が
、
神
々
と
言
霊
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
関
係
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
言
霊
が
皇
祖
神
の
意

を
動
か
し
、
次
に
皇
祖
神
の
威
令
の
も
と
で
諸
神
が
活
動
し
、
そ
の
結
果
言
語

内
容
が
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
凝
縮
し
た
形
で
述
べ
る
も
の
が
、
こ
の

対
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
霊
の
宿
る
場
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
と

ば
を
発
す
る
主
体
は
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
り
言
霊
の
承
な
ら
ず

神
々
に
も
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
る
億
良
の
言
霊
思
想
は
、
人
間
と
言
霊
、
お

よ
び
神
々
を
、
い
わ
ば
一
つ
の
連
関
の
う
ち
に
定
位
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
関
の
中
で
、
言
霊
が
人
間
と
神
々
と
の
中
間
に

立
っ
て
い
る
点
に
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
憶
良
は
、
人
間
と
神
々
と
を
結
び
つ

け
る
媒
介
と
し
て
、
言
霊
を
位
置
づ
け
て
い
た
と
解
し
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、

憶
良
に
と
っ
て
、
言
霊
と
は
、
言
の
事
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
人
間

と
神
々
と
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
媒
介
的
作
用
者
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

折
口
信
夫
は
、
先
掲
の
人
麻
呂
の
長
・
反
歌
③
⑧
に
つ
い
て
、
「
言
霊
が
人

間
に
助
勢
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
神
の
威
力
に
言
霊
が
加
勢
す
る
こ
と
を

（
皿
）

い
っ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
如
上
の
考
察
に
よ

れ
ば
、
折
口
の
こ
の
指
摘
は
、
憶
良
の
言
霊
思
想
に
関
し
て
、
そ
の
本
質
を
鋭

く
つ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
憶
良
が
、
言
霊
を
神
々
に
「
加
勢
す

る
」
も
の
と
見
て
い
る
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も

彼
が
、
神
々
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
と
し
て
言
霊
の
存
在
を
要
請
し
て
い

る
こ
と
だ
け
は
疑
え
な
い
か
ら
で
あ
乏
折
口
は
、
人
麻
呂
の
作
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
期
せ
ず
し
て
、
人
麻
呂
な
ら
ぬ
憶
良
の
思
想
を
解
き
明
か
し
て
い

ヲ
（
》
、

し
か
し
な
が
ら
、
折
口
の
指
摘
が
、
前
掲
の
③
⑧
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い

と
は
言
え
な
い
。
憶
良
の
「
好
去
好
来
の
歌
」
が
、
作
歌
の
モ
チ
ー
フ
の
み
な

ら
ず
、
対
外
（
国
）
意
識
の
発
揚
等
の
付
随
的
要
素
に
関
し
て
も
㈲
⑧
に
類
似

（
畑
）

し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
憶
良
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
背
景
に
は
人
麻

呂
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
場

合
、
憶
良
の
言
霊
思
想
と
人
麻
呂
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
親
近
性
を
認
め
る
こ

と
も
、
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

試
承
に
、
言
霊
を
神
々
と
関
係
づ
け
る
憶
良
的
思
惟
を
前
提
と
し
て
⑧
⑧
を

解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
、
伽
⑧
を
め
ぐ
る
本
稿
前
節
の
考
察
と
の
あ

い
だ
に
、
何
ら
矛
盾
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
稿
が
指

摘
し
た
、
人
麻
呂
の
言
霊
思
想
の
特
徴
、
わ
け
て
も
、
言
の
事
化
を
可
能
に
す

る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
作
用
者
と
し
て
の
言
霊
の
有
り
様
は
、
そ
の
解
釈
を
通

じ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
人
麻
呂
が
、
憶
良

と
同
様
に
、
言
霊
を
神
々
と
関
係
づ
け
て
と
ら
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
③
⑧
に

お
い
て
は
、
神
意
貫
流
せ
ざ
る
人
代
、
神
々
と
人
間
と
が
容
易
に
は
交
流
で
き

な
い
人
代
に
あ
っ
て
人
間
の
願
望
を
神
意
に
達
せ
し
め
る
媒
介
者
的
役
割
が
、

言
霊
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
言
霊
の
存
在
と
そ

の
作
用
に
対
す
る
人
麻
呂
の
要
請
は
、
神
々
へ
の
信
仰
と
相
俟
つ
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
が
神
々
を
意
識
せ
ざ
る
要
請
と
解
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
切
実

な
様
相
を
呈
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

九



古
代
の
言
霊
思
想
を
め
ぐ
る
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
以
下
の
二
点
に

関
し
て
、
通
説
に
変
更
を
迫
る
。

ま
ず
第
一
に
、
通
説
が
、
言
事
融
即
観
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
そ
の
ま

ま
直
ち
に
言
霊
思
想
の
存
在
を
認
知
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
説
く
点
で
あ

る
。

言
霊
思
想
に
基
づ
い
て
思
考
す
る
と
き
、
古
代
人
は
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う

等
式
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
言
事
融

即
観
と
言
霊
思
想
と
は
、
た
し
か
に
、
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
言
事
融
即
観
の
具
体
相
の
解
明
に
主
眼
を
置
く
本
稿
一
の
考
察

と
、
言
霊
思
想
の
文
献
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
方
を
人
麻
呂
の
長
・
反
歌
を
対
象

と
し
て
具
体
的
に
検
証
す
る
本
稿
二
の
考
察
と
に
よ
れ
ば
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い

う
等
式
へ
の
信
頼
が
崩
れ
ゆ
く
状
況
の
も
と
で
、
あ
え
て
そ
の
マ
ジ
ヵ
ル
な
等

式
の
復
活
を
求
め
る
思
惟
が
、
言
の
事
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
媒
介
的
作
用
者

と
し
て
そ
の
存
在
を
要
請
し
た
も
の
こ
そ
が
言
霊
で
あ
っ
た
、
と
解
し
う
る
。

し
た
が
っ
て
、
言
事
融
即
観
の
認
知
が
言
霊
思
想
の
そ
れ
に
直
結
す
る
と
い
う

見
方
、
す
な
わ
ち
、
言
事
融
即
観
を
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定
す
る

見
解
は
、
的
を
逸
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
一
お
よ
び
二
の
考

察
に
よ
れ
ば
、
言
霊
思
想
の
認
識
根
拠
と
し
て
措
定
さ
る
べ
き
も
の
は
、
言
事

融
即
観
で
は
な
く
、
「
言
Ｉ
事
」
と
い
う
等
式
の
成
立
を
疑
う
懐
疑
的
精
神
が

一
般
化
し
、
一
方
で
言
の
事
化
が
期
待
さ
れ
つ
つ
も
、
他
方
で
は
そ
の
可
能
性

が
不
安
視
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
萬
葉
の
こ
ろ
の
思
想
状
況
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
．

結
論

第
二
に
、
通
説
は
、
言
霊
思
想
の
定
義
に
関
し
て
変
更
を
促
さ
れ
る
。
山
上

憶
良
の
言
霊
思
想
の
基
本
構
造
に
迫
る
本
稿
三
の
考
察
は
、
従
来
の
定
義
す

な
わ
ち
、
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
、
直
接
、
言
語
内
容
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る

の
が
言
霊
思
想
の
本
義
で
あ
る
と
の
見
方
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
定
義
と
し
て

の
充
足
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
本
稿
三
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
憶
良
は
、
言
霊
と
神
々
と
を
関
連
づ
け
る
考

え
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
か
ぎ
り
、
神
灸
に
つ
い
て
の
言
及

を
欠
く
従
来
の
定
義
が
、
古
代
の
言
霊
思
想
の
内
実
を
言
い
尽
し
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
定
義
は
、
憶
良
の
言
霊
思
想
を
も
括
り
う
る
形
で
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
言
霊
思
想
は
、
た
だ
単
に
、
言
霊
の
力

に
よ
る
直
接
的
な
言
語
内
容
の
実
現
を
期
待
す
る
思
想
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
言
の
事
化
の
過
程
に
言
霊
の
力
の
承
な
ら
ず
神
々
の
威
力
を
も
想
定
す

る
思
想
、
つ
ま
り
、
人
間
の
願
望
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
ば
の
中
に
言
霊
が
宿

り
、
そ
れ
が
神
々
の
意
思
を
動
か
し
て
こ
と
ば
通
り
の
事
柄
や
事
態
を
現
出
さ

せ
る
と
考
え
る
思
想
で
も
あ
り
え
た
と
い
う
指
摘
が
、
こ
の
思
想
の
定
義
の
う

ち
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
萬
葉
集
に
は
、
人
麻
呂
歌
集
歌
⑧
と
憶
良
の
「
好
去
好
来
の

歌
」
の
長
歌
以
外
に
、
も
う
一
首
、
「
言
霊
」
と
い
う
語
を
詠
み
こ
む
歌
が
あ

る
。
巻
十
一
所
載
の
、

や
そ
ち
ま
た
ゆ
ふ
け
う
ら
の

言
霊
の
八
十
の
術
に
夕
占
問
ふ
占
ま
さ
に
告
る
妹
は
相
寄
ら
む

（
二
五
○
六
）

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
萬
葉
の
時
代
に
、
衝
を
通
過
す
る
人
々
の
発

す
る
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
し
て
占
い
を
行
う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

一
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通
行
人
の
こ
と
ば
が
吉
凶
を
推
断
す
る
た
め
の
具
と
目
さ
れ
た
の
は
、
お
そ

ら
く
、
そ
こ
に
神
意
の
反
映
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
承
に
、
古

事
記
、
祝
詞
な
ど
に
よ
れ
ば
、
街
、
す
な
わ
ち
道
股
は
、
神
の
棲
息
す
る
場
で

（
Ｍ
）

あ
る
。
萬
葉
人
は
、
道
股
を
通
過
す
る
人
間
の
こ
と
ば
に
は
道
股
に
棲
む
神
の

意
思
が
反
映
す
る
と
い
う
観
点
の
も
と
に
、
そ
の
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
し
て

占
い
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
「
言
霊

の
八
十
の
衝
」
と
う
た
い
、
そ
の
占
い
の
場
に
言
霊
の
躍
動
を
認
め
る
右
の
一

首
の
作
者
は
、
神
と
言
霊
と
の
あ
い
だ
に
ｌ
憶
良
ほ
ど
に
明
確
な
形
で
で
は
な

い
に
し
ろ
Ｉ
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
見
出
し
て
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
、
お
よ
び
、
右
の
一
首
が
、
人
麻
呂
歌
集
の
略
体
歌
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
人
麻
呂
自
身
の
作
で
は
な
い
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
彼
と
ほ
ぼ

同
時
代
を
生
き
た
人
物
の
手
に
成
る
作
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑
え
な
い
点
、
さ

ら
に
は
、
先
掲
の
㈹
⑧
に
お
い
て
、
人
麻
呂
が
、
神
意
貫
流
せ
ざ
る
状
況
を
補

完
す
る
作
用
者
と
し
て
言
霊
を
と
ら
え
て
い
た
点
な
ど
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

遅
く
と
も
人
麻
呂
の
時
代
に
は
、
神
々
の
存
在
も
し
く
は
神
々
の
意
思
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
言
霊
を
求
め
る
思
考
が
萌
芽
し
て
い
た
と
推
断
し
う
る
。

既
述
の
如
く
、
言
霊
は
、
言
の
事
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
古
代
人

に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
要
請
さ
れ
た
が
、
こ
の
要
請
は
、
憶
良
以
前
の
段
階
に

お
い
て
、
す
で
に
、
神
々
へ
の
要
請
と
し
て
の
意
味
を
も
有
し
て
い
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
の
事
化
を
導
く
作
用
者
の
存
在
を
要
請
す
る

思
惟
は
、
つ
と
に
人
麻
呂
の
頃
に
は
、
言
霊
の
力
に
加
え
て
神
々
の
威
令
を
も

求
め
る
志
向
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
霊
の
役
割
と
諸
々
の
自

然
神
の
役
割
、
お
よ
び
皇
祖
神
の
そ
れ
を
、
言
の
事
化
の
過
程
の
中
に
裁
然
と

位
置
づ
け
る
憶
良
の
言
霊
思
想
は
、
そ
う
し
た
志
向
の
論
理
化
・
体
系
化
を
通

じ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注

（
１
）
『
和
字
正
濫
紗
』
巻
一
序
１
１
去
契
沖
全
集
」
（
岩
波
、
昭
和
五
十
七

年
）
二
○
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
四
二
○
、
六
四
九
、
一
六
五
四
、
二
八
○
九
、
二
八
九
八
、
二
九
二

○
、
三
二
六
の
七
例
。

（
３
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
上
）
』
（
塙
書
房
、
昭
和
五
十

年
）
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
４
）
側
が
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
：
…
・
」
と
う
た
い
、
さ
ら
に
、
⑧
が

「
磯
城
島
の
大
和
の
国
は
．
・
・
・
：
」
と
う
た
う
。
㈹
⑧
が
、
再
度
に
わ
た

っ
て
日
本
国
の
特
徴
を
強
調
す
る
の
は
、
外
国
に
対
す
る
日
本
国
の
独

自
性
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
語

意
識
の
成
立
」
（
倫
理
学
第
五
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
参
照
。

（
５
）
⑧
⑧
は
、
大
宝
元
年
（
七
○
一
年
）
拝
命
の
遣
唐
使
に
贈
ら
れ
た
作

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
前
掲
書
一

四
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
６
）
神
代
紀
が
、
神
々
の
重
々
し
い
発
言
を
言
挙
げ
と
称
し
て
い
る
こ

と
、
お
よ
び
、
雄
略
天
皇
遺
詔
に
「
興
し
言
念
し
此
：
・
：
・
」
（
雄
略
紀
二

十
三
年
八
月
丙
子
条
）
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
欽
明
紀
が
、
謹
言

に
対
す
る
馬
飼
首
歌
依
の
弁
明
に
つ
い
て
「
馬
飼
首
歌
依
、
乃
揚
言
誓

日
…
…
」
（
二
十
三
年
六
月
是
月
条
）
と
述
べ
て
い
る
点
な
ど
を
勘
案

す
れ
ば
、
言
挙
げ
は
、
元
来
、
積
極
的
か
つ
肯
定
的
な
言
語
行
為
と

目
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
言
挙
げ
と
「
開
口
発
声

一
一
一



（
岨
）
こ
の
解
釈
は
、
遠
山
一
郎
「
萬
葉
集
の
ア
メ
ノ
シ
タ
と
葦
原
水
穂

国
」
（
萬
葉
第
百
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
）
に
よ
る
。

（
、
）
原
文
は
「
唐
能
見
現
代
注
釈
は
、
一
般
に
、
「
唐
」
「
大
唐
」
を
「
も

ろ
こ
し
」
と
訓
む
が
、
本
稿
で
は
、
奈
良
朝
の
頃
に
唐
を
も
ろ
こ
し
と

呼
ん
だ
確
例
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
当
時
は
、
唐
と
い
え
ば
す
な
わ
ち

カ
ラ
ク
ニ

「
西
士
」
を
指
し
た
と
い
う
岸
本
由
豆
流
『
萬
葉
集
孜
證
』
の
指
摘
を

尊
重
し
て
、
「
か
ら
く
に
」
と
訓
ん
だ
。

（
胆
）
折
口
信
夫
「
言
霊
信
仰
」
（
折
口
信
夫
全
集
第
二
十
巻
、
中
央
公
論

社
、
昭
和
三
十
一
年
、
二
四
五
’
二
五
二
ペ
ー
ジ
）
二
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
焔
）
⑧
⑧
の
対
外
（
国
）
意
識
に
関
し
て
は
、
本
稿
注
（
４
）
参
照
。

「
好
去
好
来
の
歌
」
は
、
冒
頭
の
対
句
、
わ
け
て
も
、
「
言
霊
の
幸
は
ふ

国
」
と
い
う
句
を
通
じ
て
、
対
外
意
識
（
対
唐
意
識
）
に
立
っ
た
国
家

意
識
ｌ
な
い
し
は
国
語
意
識
ｌ
を
発
揚
す
る
．
こ
の
点
の
詳
細

儀
礼
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
太
田
善
麿
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論

（
１
）
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
三
十
六
年
）
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
．

（
７
）
記
紀
の
歴
史
観
な
い
し
時
代
区
分
意
識
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
『
萬

葉
集
の
構
造
と
成
立
（
上
）
』
（
塙
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
）
第
三
章

「
記
紀
と
万
葉
集
」
参
照
。

（
８
）
伺
价
例
三
語
の
区
別
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
遠
山
一
郎
「
ア
メ
ノ
シ

タ
の
用
法
」
（
萬
葉
第
百
十
三
号
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
）
参
照
。
《

（
９
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
上
）
』
（
塙
書
房
、
昭
和
五
十
一

年
）
第
七
章
第
五
節
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視
」
、
拙
稿
「
ア
キ
ッ
ヵ
ミ

思
想
の
構
造
と
特
質
」
（
倫
理
学
年
報
第
三
十
二
集
、
昭
和
六
十
年
）
、

等
々
参
照
。

は
、
永
山
勇
『
国
語
意
識
史
の
研
究
Ｉ
上
古
・
中
古
・
中
世
Ｉ
』
（
風

間
書
房
、
昭
和
三
十
六
年
）
六
五
’
六
六
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
、
前
掲
拙

稿
Ｉ
本
稿
注
（
４
）
Ｉ
参
照
。

（
皿
）
古
事
記
上
巻
に
は
「
道
饗
の
神
」
の
名
が
見
え
、
ま
た
、
祝
詞
「
道

や
ら
ま
た
ひ
こ
や
ち
ま
た
ひ
め

饗
祭
」
に
は
、
「
八
街
比
古
・
八
衝
比
売
」
と
い
う
神
名
が
見
え
る
。

（
東
北
歯
科
大
学
・
専
任
講
師
）

一
一
一
一


