
ヒ

ミ

コ

〈

中

i
'
0
"呼

阜

、ジ

と
い
う
名



大
和
路
は

い
ざ
子
ど
も

あ
る
）
」

ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
『
万
葉
集
』
の
凄
さ
で

天
皇
の
歌
と
遊
女
の
歌
と
が
同
じ
歌
集
に
並

惜
し
ん
で
地
元
の
遊
女
が
謡
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
太
宰
府
か
ら
都
に
帰
る
貴
人
と
の
別
れ
を

で
下
さ
い
。

す
が
、

私
が
振
る
袖
を
無
礼
だ
と
思
わ
な
い

「
大
和
へ
の
道
は
雲
の
彼
方
に
隠
れ
て
い
ま

雲
隠
り
た
り

わ
が
振
る
袖
を し

か
れ
ど
も

メ

T
'
 

無
礼
し
と
思
ふ
な

〔
遊
女
兒
島
（
万
葉
集
9
6
6
)
〕

の
歌
）
」

れ
の
帰
り
を
待
ち
こ
が
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

ヤ

マ

ト

早
く
日
本
へ
大
伴
の

御
津
の
浜
松
待
ち
恋
い
ぬ
ら
む

〔山
上
憶
良
（
万
葉
集
6
3〕

た
あ
の
大
伴
の
御
津
の
浜
の
松
も
、
わ
れ
わ

（
御
津
は
大
阪
難
波
の
港
。
遣
唐
使
の
一
員

と
し
て
唐
に
派
遣
さ
れ
た
山
上
憶
良
の
望
郷

な
い
か
。
出
航
の
と
き
航
海
の
安
全
を
祈
っ

「
さ
あ
み
ん
な
、
早
く
日
本
へ
帰
ろ
う
で
は
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あ
る
。

ま
た
元
の
日

諸
説
が
あ
る
。

け
て
い
る
が
、

本
書
で
は

◎
 

j

ゞ
前
カ こ

の
節
で
は
、

『
記
紀
』

〈
卑
禰
呼
〉〈

卑

弼

呼

〉

と

い

う

フ

リ

ガ

ナ

を

つ

そ
れ
は
そ
う
読
む
の
が
今
で
は

一
般
的
だ
か
ら
で

し
か
し
昔
の
人
が
そ
う
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
、

本
語
の
発
音
が
ど
う
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

キ

キ

『
記
紀
』

五

．
 
一

に

の
読
み

〈
卑
禰
呼
〉
の
読
み
方
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
名

に
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
ヒ
ミ
コ
」

の
ど
こ
を
切
っ
て
も

出
て
く
る
〈
卑
禰
呼
〉

「
ヒ
ム
カ
」

作
家
の
井
沢
元
彦
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

昔
の
シ
ナ
の
発
音
で
は
、
日
本
人
に
は
「
ピ
メ
ハ
」

コ
」
と
か
聞
こ
え
る
ら
し
い
。

だ
か
ら
ま
ず
ヒ
と
ピ
の
違
い
が
あ
る
が
、
古
代
の
日
本
語
で
は

日
は
ヒ
と
も
ピ
と
も
い
っ
た
よ
う
だ
し
、
い
ま
で
も
月
日
を
ガ
ッ

ピ
と
い
う
よ
う
に
ピ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
の
読
み
は
「
ヒ

メ
コ
」
と
同
じ
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最

近

の

研

究

に

は

、

だ

ろ

う

と

い

う

説

も

あ

る

。

前
述
の
よ
う
に
著
者
の
読
ん
だ
古
い
教
科
書
で
は
、

〈卑
禰
呼
〉

の
左
右
に
二
種
類
の
ル
ビ
を
ふ
り
、
「
ヒ
ミ
コ
」
お
よ
び
「
ヒ
メ
コ
」

と
し
て
い
た
。

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
現
在
の
日
本
の
著
名
な

学
者
の
あ
い
だ
で
は
、
こ
の
教
科
書
の
二
つ
の
読
み
が
定
着
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
い
ま
の
日
本
で
は

書
け
る
言
葉
の
古
い
音
韻
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
古
代
の
発
音
は
、
日
本
の
そ
れ
も
シ
ナ
の
そ
れ
も
定

か
で
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
こ
ま
か
な
議
論
は
意
味
が
な
い
。

現
在
の
日
本
人
の
発
音
で
考
え
る
類
似
は
、
ご
く
ご
く
お
お
ま

か
な
も
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
ヒ
ミ
コ
」

と
も
「
ヒ
メ
コ
」

と
も
ち
が
う
が
、

「
ヒ
ミ
コ
」
や

そ
れ
に
似
た
も

「
ヒ
メ
コ
」
と

こ
の
漢
字
は
、

と
か

「
ピ
メ
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ヤ

マ

タ

イ

n
ク

ク

ナ

コ

ク

ク

マ

ソ

《
邪
馬
台
国
》
と
抗
争
し
た
狗
奴
国
と
は
九
州
の
熊
襲
か
そ
れ
と

ケ

ノ

も
関
東
の
毛
野
か
あ
る
い
は
熊
野
か
岐
阜
か
愛
知
か
、
と
い
っ
た

議
論
に
し
て
も
、
三
世
紀
の
日
本
の
役
人
が
熊
襲
や
毛
野
を
ど
う

ギ

発
音
し
て
い
た
か
、
お
よ
び
、
三
世
紀
の
魏
の
国
ま
た
は
魏
の
植

タ
イ
ホ
ウ

民
都
市
帯
方
郡
の
役
人
が
狗
奴
を
ど
う
発
音
し
て
い
た
か
ー
|
ぷ
~

よ
く
は
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
対
応
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
て
い
ど
の
こ
と
し
か
い
え
な
い
筈
な

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
、
多
く
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
研
究
書

に
、
も
っ
と
も
ら
し
い
対
応
が
頻
出
し
て
い
る
。

第
三
章
で
、

タ

ジ

マ

モ

リ

田
道
間
守
が
、

表
示
す
る
と

ナ

シ

メ

『
魏
志
倭
人
伝
』
の
難
升
米
と
『
日
本
書
紀
』
の

似
て
も
似
つ
か
ぬ
よ
う
に
見
え
て
も
ロ
ー
マ
字
で

「
似
て
い
る
と
も
い
え
る
」
こ
と
を
記
し
た
。

こ
こ
で
も
う
一
っ
、
似
て
い
な
い
よ
う
で
似
て
い
る
例
と
し
て
、

遣
隋
使
と
し
て
有
名
な
小
野
妹
子
と
、
そ
の
隋
で
の
名
・
蘇
因
高

と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
こ
の
両
者
は
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
が

明
確
な
の
で
、
比
較
は
参
考
に
な
る
。

シ
ナ
の
発
音
で
は
、
小
野
の
小
も
野
も
S
H
O
と
読
め
る
。
ま

た
妹
子
の
日
本
で
の
発
音
は

I
M
o
k
o
な
の
で
、
こ
れ
は
I
M

k

o
ま
た
は
I
N
K
O
に
近
い
。
S
H

O
を
S

O
と
す
れ
ば
、
そ

の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

つ
ね
に
か

こ
れ
に
似
た
読
み
の
人
物
が
い

の
ま
ま
S
O
I
N
K
o

す
な
わ
ち
蘇
因
高
と
な
る
。

蘇
因
高
が
隋
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
小
野
妹
子
の
呼
び
名
で
あ

ス
イ
コ

る
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天
皇
紀
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の

で
、
疑
う
余
地
は
な
い
の
だ
が
、
漢
字
だ
け
を
見
て
こ
れ
を
同
一

人
物
だ
と
見
破
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
書
か
れ
た
名
前
を

日
本
の
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
る
作
業
は
、
推
理
力
が
必
要
だ
し
、

か
つ
あ
ま
り
深
く
考
え
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
〈
卑
禰
呼
〉
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
深
入
り
は

避
け
て
、
教
科
書
や
多
く
の
学
者
の
説
に
あ
る
よ
う
に
、

「
お
お
ま
か
に
ヒ
ミ
コ
ま
た
は
ヒ
メ
コ
み
た
い
な
発
音
だ
っ
た
」

|
と
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
元
来
が
そ
の
て
い
ど
の
話
な
の
だ
か
ら
・
・
・

゜
．． で

は
、
日
本
の
古
い
文
献
に
、

る
の
だ
ろ
う
か
？
・

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
い
す
ぎ
る
ほ
ど
い
る
」

と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

昔
の
日
本
の
文
献
に
書
か
れ
て
い
る
貴
人
の
名
は
、
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な
り
長
い
も
の
な
の
で
、
単
に
「
ヒ
ミ
コ
」
と
か
「
ヒ
メ
コ
」
と

か
い
う
人
物
が
い
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
日
本
の
役
人
が

述
べ
た
名
前
の
な
か
か
ら
覚
え
や
す
い
部
分
を
魏
の
使
者
が
記
録

し
た
か
、
あ
る
い
は
日
本
の
役
人
が
自
分
の
仕
え
る
上
司
を
固
有

名
で
は
な
い
尊
称
で
呼
び
、
そ
れ
が
記
録
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
、

多
く
の
人
が
考
え
て
い
る
。

現
在
の
美
智
子
皇
后
陛
下
を
、

下
と
か
記
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。

社
長
秘
書
が
来
客
に
社
長
の
こ
と
を
告
げ
る
と
き
も
、
「
社
長
は

い
ま
会
議
中
で
す
」
な
ど
と
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
の
姓
名
を
全
部

い
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。

し
た
が
っ
て
古
代
に
お
い
て
も
、
特
に
身
分
の
高
い
人
物
に
つ

い
て
は
、

日
本
側
の
役
人
は
、
尊
称
の
み
で
話
し
た
可
能
性
が
た

、↓‘°

力

しフ
ル
ネ
ー
ム
を
告
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
会

話
の
ほ
と
ん
ど
は
、
尊
称
だ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

と
く
に
死
後
は
、
緯
（
忌
名
）
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
て
、
意
識

し
て
実
名
を
呼
ば
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ま
た
魏
や
帯
方
郡
の
役
人
も
、
フ
ル
ネ
ー
ム

で
は
発
音
が
難
し

く
て
記
憶
も
記
録
も
困
難
で
、
簡
単
な
尊
称
の
み
の
ほ
う
が
ず
っ

と
親
し
み
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 た

だ
た
ん
に
皇
后
と
か
皇
后
陛

《
姫
子
》

《
皇
女
》

《
女
》

《
日
子
》

《
日
御
子》

《日
神
子》

《
日
皇
女
》

《
日
巫
女
》

《
日
霊
女
》

コ

ジ

キ

ニ

ホ

ン

シ

ョ

キ

で
は
、
日
本
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
、
そ
う
い
う

〈
卑
禰
呼
〉
を
連
想
さ
せ
る
尊
称
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、

こ
れ
が
、

無
数
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
学
者
や
研
究
者
が
述
べ
て
い
る
〈
卑
禰
呼
〉
の
候
補
を

あ
げ
て
み
よ
う
。
（
）
内
は
代
表
的
な
読
み
で
あ
る
。

（
ヒ
ミ
コ
）

（
ヒ
ミ
コ
）

（
ヒ
ミ
コ
）

（
ヒ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
コ
）

（
ヒ
ミ
コ
）

＊
 

◎
『
記
紀
』
に
あ
る
〈
卑
弾
呼
〉

の
候
補
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《
姫
御
子
》

《
姫
神
子
》

《
姫
皇
女
》

《
姫
巫
女
》

《
姫
命
》

《
姫
尊
》

《
比
賣
命
》

《
日
女
命
》

《
稚
日
女
尊
》

《
大
日
霊
女
尊
》

＊
 

（
ワ
カ
ヒ
ル
メ
ノ
ミ
コ
ト
）

（
オ
オ
ヒ
ル
メ
ノ
ミ
コ
ト
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
ト
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
ト
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
ト
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
）

（
ヒ
メ
ミ
コ
ト
）

さ
い
ご
か
ら
二
番
目
の
《
稚
日
女
尊
》
は
〈
天
照
大
神
〉
の
妹

で
あ
り
、
最
後
の
《
大
日
璽
女
尊
》
は
〈
天
照
大
神
〉
の
本
名
で
、

霊
女
は
合
わ
せ
て
―
つ
の
文
字
で
あ
る
。

こ
れ
は
白
川
静
の
『
字
通
』
に
よ
る
と
霊
と
同
じ
字
だ
そ
う
で

あ
る
が
、
古
い
神
社
の
書
き
物
な
ど
で
は
分
け
て
璽
女
と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
お
わ
り
の
二
つ
は
別
格
の
尊
称
だ
が
、
そ
の
一
っ
前
の
《
日

女
命
》
も
、
そ
れ
に
準
じ
る
丁
寧
な
文
字
太
陽
の
妻
を
意
味

す
る
を
当
て
た
尊
称
で
あ
る
。

「
ヒ
メ
コ
」
を
連
想
さ
せ
る
名
前
は
、
ま
だ

こ
れ
く
ら
い
で
や
め
て
お
こ
う
。

こ
の
一
覧
の
ほ
と
ん
ど
は
、
天
皇
の
皇
女
の
名
に
つ
け
ら
れ
る

尊
称
で
あ
る
。
た
ん
に
尊
称
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
し
、

x
x
x姫
命
の
よ
う
に
、
長
い
名
前
の
末
尾
に
つ
く
場
合
も
多
い
。

ま
た
「
姫
」
は
「
媛
」
と
し
て
も
同
じ
だ
し
、
ま
た
「
女
」
に

変
え
て
も
通
じ
る
。
カ
ナ
表
記
で
は
「
比
賣
」
も
あ
る
。

ミ

n

「
ヒ
メ
」
は
も
と
も
と
が
神
に
つ
か
え
る
神
子
（
巫
女
）
的
な
女

性
に
与
え
ら
れ
た
称
号
だ
が
、
祭
政
一
致
の
時
代
に
お
い
て
は
、

天
皇
の
皇
女
な
ど
身
分
の
高
い
女
性
が
重
要
な
神
の
神
子
と
な
っ

た
の
で
、
高
貴
な
出
の
女
性
を
「
ヒ
メ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

ら
し
い
。

語
源
を
た
ど
る
と
、
姫
の
「
ヒ
」
は
彦
の
「
ヒ
」
と
同
じ
で
貴

い
人
物
の
名
の
接
頭
語
で
あ
り
、
「
ヒ
」
の
う
し
ろ
が
「
コ
」
な
ら

男
性
、
「
メ
」
な
ら
女
性
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
ヒ
」
は
、
火
と
同
じ
く
日
（
太
陽
）
と
同
源
で

あ
る
ら
し
い
。

要
す
る
に
一
覧
表
の
名
の
頭
に
あ
る
「
ヒ
」
は
、
す
べ
て
太
陽

か
ら
来
た
音
で
、
畏
敬
す
べ
き
物
や
身
分
の
高
い
人
物
に
つ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ッ
シ
ン
サ
イ
シ

こ
れ
は
、
日
神
祭
祀
が
重
要
だ
っ
た
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

「
ヒ
ミ
コ
」
ま
た
は

ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
が
、

140 



◎
無
数
に
い
る
〈
卑
弾
呼
〉

と
う
ぜ
ん
の
表
記
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
ヒ
メ
」

ミ
コ

ト

さ
い
ご
に
つ
け
ら
れ
る
命
は
、
貴
い
身
分
の
人
物
の
名
の
末
尾

に
、
男
女
を
問
わ
ず
つ
け
ら
れ
る
尊
称
で
あ
り
、
と
く
に
高
貴
な

ミ
コ

ト

人
物
の
場
合
に
尊
と
記
す
。

「
ミ
」
は
尊
敬
す
べ
き
存
在
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
「
ミ
コ
ト
」
の

ミ

コ
ト

ミ

n
卜

語
源
は
御
事
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
み
こ
と
の
り
」
の
御
言
に
も
つ
う

の
候
補

「
ヒ
」
や
の
つ
ぎ
に
く
る
巫
女
・
御
子
・
神
子
・
皇
女

．
璽
女
な
ど
「
ミ
コ
」
と
読
む
漢
字
は
、
現
在
の
感
覚
で
は
書
か

れ
た
文
字
に
よ
っ
て
意
味
が
違
っ
て
く
る
が
、
祭
政
一
致
の
古
代

に
あ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

神

に

つ

か

え

る

貴

人

の

子

主

に

姫

ま

た

は

女

性

で

あ

る
。そ

し
て
漢
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
皇
女
が
尊
敬

さ
れ
て
御
子
と
書
か
れ
、
神
に
つ
か
え
る
役
目
を
与
え
ら
れ
て
巫

女
や
神
子
と
書
か
れ
、
別
格
の
女
性
が
璽
女
と
書
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
し
く

ヒ
｀

'`

n

〈
卑
禰
呼
〉
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
な
の
だ
。

--, 
．
 

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
ヒ
」
「
ヒ
メ
」
「
ミ
コ
」
は
す
べ
て
一
種

の
尊
称
で
あ
る
が
、
そ
の
き
わ
め
つ
け
が
最
後
に
つ
く
「
ミ
コ
ト
」

な
の
だ
。

ヒ

ミ

n

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
〈
卑
禰
呼
〉
を
連
想
さ
せ
る
『
記
紀
』

の
な
か
の
多
く
の
名
前
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
尊
称
」
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
前
掲
の
表
の
名
は
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
〈
卑
禰
呼
〉

と
同
じ
と
思
え
る
読
み
の
も
の
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
以
外
も
、
わ

ず
か
に
変
形
し
た
だ
け
で
み
な
〈
卑
禰
呼
〉
に
な
る
。

だ
か
ら
、
高
貴
な
女
性
と
分
か
る
名
前
で
「
ヒ
ミ
コ
」
ま
た
は

「
ヒ
メ
コ
」
と
読
め
そ
う
な
も
の
を
探
し
て
み
よ
う
と
『
日
本
書

紀
』
を
繰
る
と
、
ほ
と
ん
ど
数
頁
に
一
人
は
出
て
き
て
し
ま
う
の

だ
。高

貴
な
女
性
の
ほ
と
ん
ど
は
「
・
・
・
姫
命
」
あ
る
い
は

・
・
姫
尊
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
最
後
の
二
文
字
の
読

み
は
、
「
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
」
ま
た
は
「
ヒ
メ
ミ
コ
ト
」
だ
か
ら
、
要

す
る
に
貴
い
女
性
名
の
末
尾
は
み
な
〈
卑
禰
呼
〉
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
！

じ
る
。
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と
の
推
理
も
ま
た
、

の
で
あ
る
。

ヒ

ミ

n

「
〈
卑
禰
呼
〉

ト」

か
な
り
の
確
実
性
を
も
っ
て
い
え
る

ヒ

メ

ミ

コ

ト

ヒ

メ

ミ

コ

は
姫
尊
ま
た
は
姫
神
子
の
音
写
で
は
な
い
か
」

＊
 

ヒ

メ

ヒ

メ

姫
の
か
わ
り
に
媛
や
日
女
を
使
っ
て
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
の
皇
后
陛
下
や
会
社
社
長
の
た
と
え
で
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
の
時
日
本
の
ど
こ
か
に
「

x
x
x
姫
」
と
い
う
名
の
偉

大
な
女
性
が
い
た
と
し
た
ら
、
人
々
は
、
最
後
の
姫
に
尊
敬
の
尊

ヒ

メ

ミ

コ

ト

ヒ

メ

ミ

コ

や
神
子
を
つ
け
て
た
ん
に
姫
尊
あ
る
い
は
姫
神
子
と
呼
ん
で
い

た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
・
・
・
ヒ
メ
ミ
コ
ト
」
「
・
・
・
ヒ
メ
ミ
コ
」
と
い
っ

た
尊
称
つ
き
の
固
有
名
詞
を
、
「

．．． 
」
を
略
し
て
「
ヒ
メ
ミ
コ

「
ヒ
メ
ミ
コ
」
と
い
う
普
通
名
詞
で
呼
ん
で
い
た
の
だ
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
「
ヒ
ミ
コ
」
や
「
ヒ
メ
コ
」
と
い
っ
た

読
み
の
名
前
の
み
で
〈
卑
禰
呼
〉
を
日
本
の
古
典
か
ら
探
し
て
特

定
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。

い
す
ぎ
る
ほ
ど
い
る
の
だ
。

そ
し
て
同
時
に
、
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な
か
の
倭
人
の
条
と

い
う
の
だ
が
、

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

『
魏
志
倭
人
伝
』

は
正
式
に
は

◎ 

「倭」

と

「和」

の
問
題

て
も
、

検
討
し
て
み
よ
う
。

そ
し
て
同
時
に、

る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
節
で
は
、

日
本
の
呼
称
や

《
倭
》

と

五

．
 ＿
 
一

『
三
国
志
』

ト
ウ
イ
デ
ン

の
な
か
の
東
夷
伝
の

ワ

ジ

ン

い
ず
れ
に
せ
よ
倭
人
と
い
う

ヤ

マ

タ

イ

n

ク

ヤ

マ

ト

《
邪
馬
台
国
》
と
《
大
和
》
の
類
似
性
に
つ
い

古
代
に
い
わ
れ
て
い
た
ら
し
い

ヤ

マ

ト

《
大
和
》
の
語
源
に
つ
い
て
、
ざ
っ
と
調
べ
て
み

「ワ
」

ぷ
ノ

ヽ

と
し

＇ 

．
 
＇ 
．
 
＇ ヽ
I
 

．
 
＇ ヽ
＇ 
．
 
，
 ．
 
，
 ．
 
，
 
'
 
，
 ．
 

ヽ

．
 

I
 

．
 

I
 

．
 

I
 ヽ

＇ 
．
 

I
 

．
 
，
 ．
 

I
 

．
 
‘
 ．
 
＇ 
．
 
，
 
ヽ

，
 
，
 
＇ ヽ
，
 
＇ ，
 ．
 
，
 
ヽ

，
 ．
 
＇ 

．
 
，
 ．
 
＇ 

．
 
，
 ．
 
，
 `
 
＇ 
．
 
＇ 

．
 
，
 ．
 
＇ 
．
 
,
 

ヽ

，
 ．
 
，
 ．
 
，
 

ヽ

，
 
ヽ

，
 
ヽ

，
 
ヽ

，
 ．
 
＇ 

．
 
，
 ．
 
，
 ．
 
，
 ．
 
，
 
ヽ

，
 
ヽ

，
 

《
大
和
》
の
語
源

甲
類
・
乙
類
の
違
い

し
か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
説
得
力
が
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
な
か
の
多
く
の
国
名
は
、
み
な

日
本
で
の
呼
び
方
を
漢
字
に
当
て
は
め
て
、
日
本
人
の
発
音
に
似

た
呼
称
で
呼
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

日
本
を
訪
れ
た
使
者
が
日
本
人
の
醜
い
姿
を
見
て
、

た
の
だ
ろ
う

そ
う
名
づ
け

[
ア
]
は、

が
っ
て
い
る
と
か
遠
い
と
か
い
う
も
の
な
の
で
、

遠
路
は
る
ば
る

前
者
の

と
い
う
漢
字
の
意
味
が
低
い
と
か
曲

[
イ
]

[
ア
]

て、

ヮ
「倭」

の
二
つ
に
な
る
。

カ

ン

ギ

漢
や
魏
の
役
人
が
勝
手
に
作
っ
た
と
い
う
説
。

日
本
人
が
質
問
さ
れ
て
そ
う
答
え
た
と
い
う
説
。

い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、

言
葉
が
で
て
く
る
し
、

る。

大
き
く
分
け

つ
ま
り
当
時
の
シ
ナ
王
朝
で
は
、
現
在
の
日
本
列
島
お
よ
び
朝

鮮
半
島
南
端
部
の
こ
と
を
《
倭
国
》
と
記
し
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
日
本
人
の
こ
と
を
倭
人
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
。

な
ぜ
そ
う
呼
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
・

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

ワ

ワ

コ

ク

さ
ら
に
倭
や
倭
国
と
い
う
言
葉
が
で
て
く

143 



た
だ
そ
の
と
き
当
て
は
め
る
漢
字
に
、
蔑
称
的
な
も
の
が
多
い

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

一
方
後
者
の
[
イ
]
は
、
質
問
さ
れ
た
日
本
人
が
「
ワ
」
と
答

え
た
の
で
、
そ
れ
に
差
別
的
な
「
倭
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て
は
め

た
の
だ
ろ
う
ー
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
者
よ
り
ず
っ
と
得
心
が
ゆ
く
。

こ
の
後
者
の
説
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
け
だ
が
、
著
者
が
読
ん

だ
説
を
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
お
く
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、

「
日
本
人
が
昔
の
シ
ナ
人
と
話
を
は
じ
め
た
時
代
に
、
日
本
人
は

自
分
た
ち
の
こ
と
を
《
わ
れ
わ
れ
》
ま
た
は
《
わ
れ
》
ま
た
は
簡

単
に
《
わ
》
と
い
い
、
自
分
た
ち
の
国
の
こ
と
を
、
《
わ
れ
わ
れ
の

く
に
》
ま
た
は
《
わ
れ
の
く
に
》
ま
た
は
《
わ
の
く
に
》
な
ど
と

い
っ
た
の
で
、
シ
ナ
人
は
日
本
を
「
ワ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
を
漢
字
で
書
き
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
差
別
意
識
に
よ
っ
て
低

い
姿
勢
と
か
従
う
と
か
い
う
意
味
を
持
つ
「
倭
」
を
当
て
は
め
、

日
本
の
こ
と
を
《
倭
国
》
、
日
本
人
の
こ
と
を
「
倭
人
」
と
記
す
よ

う
に
な
っ
た
」

と
い
う
説
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
の
南
朝
の
忠
臣
・
北
畠
親
房
の

ジ
ン
ノ
ウ
シ
ョ
ウ
ト
ウ
キ

『
神
皇
正
統
記
』

お
そ
ら
く
こ
の
後
者
の

こ
と
が
あ
っ
て
、
か
な
り
昔

た」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

に
も
似
た
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
繹

日
本
紀
』
が
出
典
で
、
と
て
も
古
く
か
ら
の
説
で
あ
る
。

ワ
ノ
ナ
ノ
ク
ニ

ち
な
み
に
後
漢
か
ら
金
印
を
贈
ら
れ
た
と
さ
れ
る
倭
奴
国
や
伊

ナ

n

ク

都
国
の
次
ぎ
の
奴
国
の
奴
と
は
、
召
使
い
と
か
虜
と
か
い
う
意
味

で
、
こ
れ
ま
た
倭
に
負
け
ず
に
下
品
な
漢
字
で
あ
る
。

[
イ
]
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
円
形
を
意
味
す
る

の
だ
ろ
う
と
い
う
説
が
あ
る
。

「ワ」

か
ら
来
た

そ
れ
は
、

カ
ン
ゴ
ウ

「
日
本
の
集
落
や
都
市
は
昔
か
ら
環
濠
と
呼
ば
れ
る
堀
を
周
囲
に

円
周
的
に
め
ぐ
ら
し
た
中
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
シ
ナ
人
か
ら
お
前

の
国
は
何
と
呼
ぶ
の
か
、
と
聞
か
れ
た
と
き
、
円
形
や
環
形
を
意

味
す
る
日
本
語
の
「
ワ
」
を
使
っ
て
「
わ
の
な
か
に
あ
る
」
あ
る

い
は
「
わ
の
な
か
の
く
に
」
ま
た
は
「
わ
の
な
か
」
と
い
っ
た
答

を
し
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
シ
ナ
人
は
日
本
の
こ
と
を
「
ワ
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
差
別
的
な
「
倭
」
と
い
う
漢
字
で
表
し

[
イ
]
の
二
つ
、

た
ぶ
ん
西
暦
前

ま
た
は
そ
れ
に
近
い

ゼ
ン
カ
ン

の
前
漢
の

144 



ワ
コ

ク

時
代
か
ら
シ
ナ
で
は
日
本
の
こ
と
を
《
倭
国
》
と
呼
ん
で
い
た
の

だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
古
代
の
日
本
の
知
識
層
が
、ヮ

「
な
る
ほ
ど
自
分
た
ち
の
国
は
シ
ナ
人
に
よ
っ
て
倭
と
呼
ば
れ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
な
ら
我
々
も
こ
の
文
字
を
使
っ
て
「
倭
」
と
記

す
よ
う
に
し
よ
う
」

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
古
い
文
書
を
読
む
と
、
日
本
人
は
自
分
の
国
の
こ

と
を
「
倭
」
と
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
次
第
に
「
大
和
」
に

変
化
し
て
き
て
い
る
。

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
日
本
人
が
次
第
に
漢
字
の
意
味
を
勉
強
す
る
よ
う
に

な
り
、
「
倭
」
は
差
別
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
か
ら
だ
ろ
う
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
。

古
代
の
日
本
人
は
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
シ
ナ
で
の
発
音
が
似

て
い
て
、
か
つ
と
て
も
穏
や
か
で
良
い
意
味
を
持
つ
「
和
」
を
採

用
し
て
「
倭
」
の
か
わ
り
に
使
お
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
和
」
は
や
わ
ら
ぐ
、
な
ご
む
、
友
好
的
、
楽
し
む

．．． 
と
い

っ
た
日
本
人
好
み
の
意
味
を
持
つ
漢
字
で
あ
る
。

「
和
」
を
「
ワ
」
と
読
む
の
は
シ
ナ
の
音
で
あ
る
が
、

本
古
来
の
発
音
で
あ
る
「
ワ
」
は
、
円
、
環
、
輪
、
回
・
・
・
と

い
っ
た
意
味
を
持
ち
、
落
ち
着
き
の
あ
る
語
感
の
言
葉
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
「
和
」
と
い
う
漢
字
は
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
、

元
々
の
漢
字
の
意
味
も
、
読
み
か
ら
来
る
日
本
語
と
し
て
の
語
感

も
、
と
も
に
と
て
も
感
じ
の
良
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
「
和
」
の
前
に
「
大
」
を
つ
け
て
「
大
和
」
と
い
う
単
語

を
つ
く
っ
た
の
は
、
大
和
朝
廷
や
そ
の
都
が
と
て
も
強
く
大
き
く

て
立
派
だ
と
い
う
自
負
心
か
ら
だ
ろ
う
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
て
る
「
大
倭
」
に
ヒ
ン
ト
を

得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
ま
で
は
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
つ
ぎ
に
疑

問
が
う
か
ぶ
の
は
、
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
読
み
で
あ
る
。

『
記
紀
』
を
読
む
と
、
「
大
和
」
だ
け
で
は
な
く
「
倭
」
も
「
ヤ
マ

ト
」
と
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
と
わ
か
る
。

そ
し
て
そ
の
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
読
み
は
、
《
邪
馬
台
》
の
読
み

と
じ
つ
に
よ
く
似
て
い
る
。

◎
な
ぜ

こ
の

「
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
の
か
？

日
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《
邪
馬
台
》
を
「
ヤ
マ
タ
イ
」
と
読
ん
で
も
「
ヤ
マ
ド
」
と
読
ん

で
も
「
ヤ
マ
ト
」
に
よ
く
似
て
い
る
し
、
ズ
バ
リ
「
ヤ
マ
ト
」
と

読
む
の
だ
と
唱
え
る
学
者
も
多
い
。

だ
か
ら
、
「
ヤ
マ
ト
」
な
る
読
み
の
詮
索
は
、
日
本
国
の
語
源
論

ヤ

マ

タ

イ

n

ク

だ
け
で
は
な
く
《
邪
馬
台
国
》
探
し
の
面
で
も
き
わ
め
て
重
要
に

な
っ
て
く
る
。

「
大
和
」
を
単
純
に
音
で
読
め
ば
「
タ
イ
・
ワ
」
だ
し
、
訓
で
読

め
ば
「
オ
オ
（
オ
ホ
）
．
ャ
ワ
ラ
グ
」
な
ど
で
あ
り
、
ど
う
工
夫
し

て
も
「
ヤ
マ
ト
」
な
る
読
み
は
出
て
こ
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
大
和
」
と
書
い
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
ま
せ
る
の

は
、
完
全
な
当
て
字
（
当
て
読
み
）
で
あ
る
。

で
は
、
ど
こ
か
ら
そ
の
当
て
読
み
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？

も
っ
と
も
な
っ
と
く
し
や
す
い
意
見
は
、
日
本
列
島
の
盟
主
に

な
っ
た
大
和
朝
廷
の
先
祖
が
住
み
つ
い
て
い
た
土
地
の
名
前
が
、

漢
字
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
の
純
日
本
語
で
「
ヤ
マ
ト
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
|
—
'
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
を
自
分
た
ち
一
族
の
名
前
に
も
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

ぅ
ー
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
和
朝
廷
の
先
祖
が
い
た
土
地
に
、
「
ヤ
マ
ト
」
な
る

地
名
が
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
段
取
り
に
な
る
が
、
そ

れ
に
は
、

、。
...:::, 

そ
の
土
地
が
ど
こ
だ
っ
た
か
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヤ

マ
タ

イ

n
ク

《
邪
馬
台
国
》
に
「
九
州
説
」
と
「
大
和
説
」
が
あ
る
よ
う
に
、

大
和
朝
廷
の
先
祖
の
土
地
に
つ
い
て
も
、
最
初
か
ら
現
在
の
奈
良

県
の
《
大
和
》
だ
っ
た
と
い
う
説
と
、
『
記
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
九
州
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

奈
良
県
の
場
合
に
は
《
大
和
》
そ
の
も
の
な
の
で
、
問
題
は
そ

の
地
名
の
意
味
や
い
つ
ご
ろ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
、
九
州
に
つ
い
て
は
「
ヤ
マ
ト
」
な
る

地
名
を
も
つ
場
所
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
『
記
紀
』
に
あ
る
高
千
穂
の
峰
の
近
く
や
日
向
の
地
に

は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
中
北
部
に
は
現
存
し
て
い
る
。

ヤ
マ

ト
グ

ン

福
岡
県
の
山
門
郡
（
こ
こ
に
大
和
と
い
う
町
も
あ
る
）
と
そ
の

ヤ
マ

ト

近
く
の
熊
本
県
の
山
門
で
あ
る
。

第
六
章
で
も
説
明
す
る
が
、
図
6
.
2
に
位
置
を
示
し
て
あ
る
。

神
武
東
征
説
で
は
、
こ
の
地
点
が
大
和
朝
廷
の
先
祖
に
関
係
す

る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
し
、
「
《
邪
馬
台
国
》
九
州
説
」
で
は
、

こ
の
二
箇
所
の
ど
ち
ら
か
が
《
邪
馬
台
国
》
だ
っ
た
と
す
る
意
見

が
昔
か
ら
あ
る
。

ア
ラ
イ
ハ
ク
セ
キ

江
戸
時
代
の
新
井
白
石
も
福
岡
県
の
山
門
説
を
唱
え
て
い
た
。
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ま
た
奈
良
県
の
《
大
和
》
も
、
本
来
は
「
山
門
」
ま
た
は

処
」
と
い
っ
た
漢
字
を
当
て
は
め
る
べ
き
意
味
の
「
ヤ
マ
ト
」
と

い
う
地
名
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
説
が
多
く
の
学
者
に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。ヤ

マ

ト

と
い
う
わ
け
で
、
「
大
和
」
と
は
本
来
の
漢
字
の
意
味
か
ら
す
れ

ヤ
マ

ト

ば
「
山
門
」
と
書
く
べ
き
言
葉
で
、
山
の
門
つ
ま
り
山
へ
の
入
口

と
い
っ
た
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
畏
敬
す
べ
き
山
地
の

近
く
に
住
ん
で
い
た
大
和
朝
廷
の
先
祖
が
そ
の
土
地
に
つ
け
た
名

で
あ
り
同
時
に
氏
族
名
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
漢
字
と
し

て
「
倭
」
を
改
善
し
た
「
大
和
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、

「
大
和
」
と
書
い
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
一
見
奇
妙
な
読
み
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
な
っ
と
く
し
や
す
い
推
量
で
あ
り
、
肯
定
す
る
学
者
も

多
い
ら
し
い
。

た
だ
し
ち
ょ
っ
と
問
題
も
あ
る
。

「山

地
名
は
変
化
す
る
の
で
、
九
州
の
一
部
に
「
山
門
」
な
る
地
名

が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
は
他
の
地
域
に
も
同
様
な

地
名
が
あ
っ
た
確
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
高
千
穂
の
あ

た
り
や
現
在
の
日
向
の
あ
た
り
に
も
「
山
門
」
が
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。

そ
れ
は
、
万
葉
仮
名
の
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
、
古
代
の
日
本
語

に
は
同
じ
「
卜
」
に
も
二
種
類
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ

の
違
い
を
検
討
す
る
と
、
「
大
和
」
の
「
卜
」
と
「
山
門
」
の
「
卜
」

は
発
音
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
語
源
が
「
山
門
」
と
い
う
説
は

成
立
し
な
い
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ヤ

マ

ト

こ
の
発
音
の
問
題
を
《
邪
馬
台
》
に
あ
て
は
め
る
と
、
そ
れ
は

ヤ

マ

ト

ヤ

マ

ト

「
大
和
」
に
は
似
て
い
る
が
「
山
門
」
と
は
違
う
と
さ
れ
、
「
《
邪

馬
台
国
》
九
州
説
」
へ
の
反
論
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
古
代
の
音
韻
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
「
神
」
と

「
上
」
は
同
源
で
あ
ろ
う
と
記
し
た
と
き
に
、
古
代
の
発
音
が
違

う
の
で
別
源
だ
と
い
う
説
も
あ
る
こ
と
を
記
し
た
。

こ
の
古
代
の
発
音
の
複
雑
さ
に
起
因
す
る
議
論
は
、
《
邪
馬
台

国
》
論
争
に
お
い
て
よ
く
出
て
く
る
の
で
、
認
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

◎
甲
類
・
乙
類
の
諸
問
題

そ
こ
で
、
名
著
と
し
て
知
ら
れ
る
渡
部
昇

一
『
国
語
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
を
も
と
に
し
て
、
「
神
」
と
「
上
」
を
事
例
に
と
っ
て
説

明
し
て
み
よ
う
。
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に
で
て
く
る
ウ
ム
ラ
ウ
ト

で
あ
る
。

〈イ〉

〈エ〉

〈オ〉

は
ヽ

ド
ノ
ヨ
ロ
モ

の
音
節
が
、

古
代
に
お
け
る
「
神
」
と
「
上
」
の
発
音
の
違
い
は
、
甲
類
・

乙
類
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
時
代
ま
で
の
母
音
は
、
現
代
の
ア
イ
ウ
エ
オ
の
五
音
で
は

な
く
八
音
で
あ
り
、
い
ま
の
イ
エ
オ
に
似
て
い
る
が
少
し
ち
が
う

〈
イ
〉
〈
エ
〉
〈
オ
〉
が
加
わ
っ
て
い
た
。

い
ま
に
残
る
カ
ナ
で
記
せ
ば
、
ヰ
ヱ
ヲ
（
ゐ
ゑ
を
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
記
紀
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
の
表
示
か
ら
推
察
さ
れ

る
も
の
で
、
こ
れ
を
乙
類
と
し
、
現
代
の
イ
エ
オ
に
準
ず
る
発
音

を
甲
類
と
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
的
に
は
、
ド
イ
ツ
語

（
変
母
音
）
に
類
似
し
た
も
の
の
よ
う

こ
の
変
母
音
に
子
音
が

つ
く
た
め
、

キ
ギ
ヒ
ビ
ミ
ケ
ゲ
ヘ
ベ
メ
コ
ゴ
ソ
ゾ
卜

と
い
う
二
十

（二
十

一
と
い
う
話
も
あ
る
）

甲
類
・
乙
類
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

問
題
の
「
神
」
は
調
べ
て
み
る
と
乙
類
で
あ
り
、
ま
た
「
上
」

は
甲
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
つ
の
単
語
で
は
「
ミ
」
の
音
が
微
妙
に
違
い
、
「
神
」
の

ミ
は
微
・
未
・
尾
と
書
か
れ
て
い
る
し、

「
上
」
の
ミ
は
美
と
書
か

れ
て
い
る
。

ヤ

マ

ト

「
山
門
」

ヤ

マ

ト

「
大
和
」

の
「
卜
」

は
乙
類

の
「
卜
」

そ
こ
で
、

は
甲
類

こ
の
二
つ
の
言
葉
は
別
源
で
あ
っ
て
無
関
係
だ
と
の

意
見
が
で
て
く
る
の
だ
。

し
か
し
、
言
葉
が
指
し
示
す
対
象
を
次
第
に
変
化
さ
せ
て
ゆ
く

過
程
で
そ
の
発
音
も
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
言
語

で
も
い
ろ
い
ろ
と
例
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
古
代
の
日
本
語
で
も
、
「
日
」
（
甲
類
）
と
「
火
」
（
乙
類
）

が
同
源
で
あ
る
根
拠
が
古
代
文
献
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
神
」
と
「
上
」
は
、
発
音
は
違
っ
て
い
て
も
、

同
源
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
神
」
と
「
上
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が

な
さ
れ
て
い
て
、
新
し
い
非
同
源
説
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。

ヤ
マ

ト

ヤ

マ
ト

つ
ぎ
に
、
こ
の
甲
類
・
乙
類
の
区
別
を
、
「
山
門
」
と
「
大
和
」

に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、

と
な
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
地
名
（
氏
族
名
）

発
音
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

は
古
代
の
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ヤ

マ

ト

「
邪
馬
台
」

の
「卜」

「
卜
」
は
乙
類

こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
、

「
山
処
」

そ
し
て
こ
れ
が
、
「
大
和
」
の
語
源
は
「
山
門
」
で
は
な
い
し
、

ま
た
九
州
の
「
山
門
」
は
大
和
朝
廷
の
出
発
点
で
は
な
い
—
ー
＇
と

の
説
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
音
韻
が
し
だ
い
に
変
化
す
る
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、
こ
れ
は
一
っ
の
意
見
に
す
ぎ
ず
、
「
大
和
」
と
「
山
門
」
は
同

源
で
あ
る
と
す
る
著
名
な
学
者
も
多
い
。

ヤ
マ

ト

も
う
ひ
と
つ
、
「
山
門
」
に
近
い
言
葉
に
「
山
処
」
が
あ
る
。
文

ト

n
ロ

字
ど
お
り
山
の
あ
る
処
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は

「
大
和
」
と
同
じ
乙
類
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
が
「
大

和
」
の
語
源
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。

（
前
記
の
『
神
皇
正
統
記
』
で
北
畠
親
房
は
「
山
迦
」
説
を
と
り
、

異
説
と
し
て
「
山
止
」
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
前
者
は
山
を
歩
い

た
足
跡
、
後
者
は
山
へ
の
居
住
と
い
う
意
味
だ
が
、
七
百
年
も
前

の
学
説
な
の
で
、
こ
こ
で
は
参
考
に
と
ど
め
る
）

ヤ
マ

タ

イ

コ
ク

さ
て
次
に
、
こ
の
甲
類
・
乙
類
の
区
別
を
、
《
邪
馬
台
国
》
が
ど

こ
に
あ
っ
た
か
の
問
題
に
む
す
び
つ
け
て
み
よ
う
。

台

は

と

読

め

る

が

、

「
大
和
」
の
発
音
に
等
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
甲
類
乙
類
を
峻
別
す
る
意
見
で
は
、

「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」

と
な
る
し
、
ま
た
音
韻
変
化
を
認
め
る
意
見
で
は
、
「
山
門
」

な
る
地
名
が
九
州
に
あ
る
の
で
、

「
《
邪
馬
台
国
》
九
州
説
」

を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
、

ち
な
み
に
、
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
カ
ナ
書
き
の
「
ヤ
マ
ト
」

は
「
夜
麻
登
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
は

十
通
り
も
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
「
邪
馬
騰
」
と
い
う
、
「
邪
馬

台
」
に
と
て
も
似
た
音
写
文
字
も
あ
る
。

ま
た
『
万
葉
集
』
に
は
「
耶
馬
台
」
も
あ
る
。

ズ
イ
シ
ョ
ワ
コ
ク
デ
ン

七
世
紀
前
半
の
『
隋
書
倭
国
伝
』
に
は
、

ヤ

マ

ト

「
邪
摩
堆
に
都
す
る
、
す
な
わ
ち
『
魏
志
』
の
い
わ
ゆ

る
邪
馬
墨
」

と
あ
る
の
で
、
「
邪
馬
台
」
は
昔
の
シ
ナ
で
は
「
ヤ
マ
ト
」

に
と
て
も
近
い
発
音
だ
っ
た
と
の
印
象
を
う
け
る
。

以
上
を
総
括
し
て
み
よ
う
。

で、

＊
 

と
な
る
。

149 



《
邪
馬
台
国
》
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ヤ

マ

ト

ヤ

マ

ト

「
邪
馬
台
」
も
「
大
和
」

甲
類
・
乙
類
と
い
う
古
代
の
発
音
の
違
い
は
別
問
題
と
し
て
、

「
ヤ
マ
ト
」
の
語
源
と
し
て
は
「
や
ま
の
あ
る
と
こ
ろ
」
あ
る
い

は
「
や
ま
へ
の
入
口
で
あ
る
門
や
戸
」
と
い
う
意
味
か
ら
き
た
と

い
う
説
が
有
力
で
、
漢
字
で
書
け
ば
「
山
門
」
あ
る
い
は
「
山
処
」

な
ど
が
語
源
で
あ
ろ
う
い
う
説
が
一
般
的
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
ヤ
マ
ト
」
は
最
初
は
山
に
近
い
場
所
、
つ
ま
り
神
聖

な
山
の
麓
の
呼
称
で
あ
っ
て
、
日
本
全
体
の
名
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
ま
た

氏
族
名
が
あ
り
、
そ
う
い
う
氏
族
の
代
表
が
大
和
朝
廷
の
先
祖
で

あ
っ
た
。

ヤ

マ

ト

そ
し
て
、
奈
良
県
の
《
大
和
》
に
本
拠
を
お
く
大
和
朝
廷
が
日

本
を
統
一
し
た
た
め
に
、
シ
ナ
式
表
記
の
「
倭
」
の
か
わ
り
に
美

し
く
「
大
和
」
と
書
い
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
当
て
読
み
す
る
単
語
が
、

日
本
列
島
全
体
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

和
の
み
で

「
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
の

和
は
倭
の
代
わ
り
な
の
で
、

が
本
来
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
和
を
「
オ
オ
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
こ
と
も
多
い
。

オ
オ
ヤ
マ
ト
ジ
ン
ジ
ャ

戦
艦
大
和
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
《
大
和
神
社
》
が

そ
の
例
で
あ
る
。

も
乙
類
で
古
代
の
発
音
は
同
じ
と
想
像
さ
れ
る
の
で
、
《
邪
馬
台

国
》
が
大
和
朝
廷
か
そ
の
先
祖
の
地
《
大
和
》
で
あ
っ
た
可
能
性

は
き
わ
め
て
高
い
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
奈
良
県
の
《
大
和
》
が
《
邪
馬
台
国
》

で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

九
州
の
《
山
門
》
の
音
韻
が
変
化
し
て
《
邪
馬
台
国
》
に
な
っ

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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◎
大
阪
湾
か
ら
奈
良
盆
地
へ

し
よ
う
。

前
節
で

マ

タ

イ

n
ク

馬
台
国
》

奈
良
県
の

の
地
理
の
概
略

「
ヤ
マ
ト
」

に
つ
い
て
の
語
源
論
や
《
大
和
》
と

《
邪

の
発
音
の
類
似
性
に
つ
い
て
調
べ
た
の
で
、
つ
ぎ
に
、

《大
和
》
の
地
理
や
地
勢
を
頭
に
入
れ
て
み
る
こ
と
に

図
5
.
1
に
、
《
大
和
》
地
方
お
よ
び
、
大
阪
湾
か
ら
《
大
和
》

ま
で
の
概
略
の
地
図
を
示
し
た
。

図
の
右
側
が
奈
良
盆
地
ま
た
は
大
和
盆
地
で
あ
る
が
、
こ
の
盆

地
の
ど
の
あ
た
り
に
都
（
ま
た
は
宮
殿
）
の
お
か
れ
た
か
を
、
古

い
方
か
ら
た
ど
る
と
、

ヤ

マ

ト

《
大
和
》

五• 
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〔一〕
〔二〕

〔三〕
〔四〕

〔五〕

ジ

ン

ム

カ
シ
、
ラ

初
代
神
武
天
皇
ゆ
か
り
の
橿
原
（
大
和
三
山
あ
た
り
）
。

ス

ジ

ン

シ

キ

ノ
ミ
ヤ

第
十
代
崇
神
天
皇
の
磯
城
宮
（
桜
井
市
金
屋
）
か
ら
第
十

ス
イ

ニ

ン

ケ

イ

n
ウ

一
代
垂
仁
天
皇
を
へ
て
第
十
二
代
景
行
天
皇
あ
た
り
ま
で

マ
キ
ム

ク

ミ

ワ

の
都
《
纏
向
京
》
が
お
か
れ
た
《
三
輪
山
》
の
北
西
山
麓

（
狭
い
意
味
で
の
《
大
和
》
）
。

〔
《
纏
向
京
》
は
仮
の
名
で
、
一
般
に
は
纏
向
遺
跡
と
い

わ
れ
て
い
る
。
大
和
朝
廷
最
古
の
都
が
あ
っ
た
痕
跡
が

つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
見
さ
れ
て
い
る
〕

イ

ン

ギ

ョ

ウ

テ

ン

ム

第
十
九
代
允
恭
天
皇
あ
た
り
か
ら
第
四
十
代
天
武
天
皇
の

ア
ス

カ

こ
ろ
ま
で
の
何
回
か
の
《
飛
鳥
京
》
（
飛
鳥
古
京
）
。

ジ

ト

ゥ

ゲ

ン

メ

イ

第
四
十
一
代
持
統
天
皇
か
ら
第
四
十
三
代
元
明
天
皇
ま
で

フ
ジ
ワ
ラ

の
《
藤
原
京
》
゜

ゲ

ン

メ

イ

カ

ン

ム

ヘ

イ

ジ

ョ

ウ

元
明
天
皇
か
ら
第
五
十
代
桓
武
天
皇
ま
で
の
平
城
京
（
つ

ま
り
奈
良
の
都
）
。

と
な
る
。

さ
ら
に
土
地
勘
を
養
う
た
め
に
、
図
の
全
体
を
見
て
い
た
だ
き

た
い
。
キ
イ
ワ
ー
ド
は
大
和
川
で
あ
る
。

《
纏
向
京
》
、
《
飛
鳥
京
》
、
《
藤
原
京
》
、
《
平
城
京
》
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
、
東
南
部
に
ひ
ろ
が
る
山
地
か
ら
流
れ
出
る
河
川
が
大
和

川
に
合
流
す
る
ま
で
の
、
山
の
麓
近
く
の
平
地
に
あ
る
。

と
く
に
纏
向
・
飛
鳥
•
藤
原
な
ど
の
都
が
あ
っ
た
盆
地
の
中
央

か
ら
南
に
か
け
て
は
、
古
代
に
お
い
て
は
湖
ま
た
は
水
郷
の
よ
う

な
場
所
で
あ
り
、
大
和
朝
廷
が
で
き
た
こ
ろ
も
、
現
在
よ
り
は
る

か
に
幅
の
ひ
ろ
い
ー
ー
ー
数
百
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
ら
し
い
|
ー
ー
河

川
が
多
く
あ
り
、
そ
の
間
の
微
高
地
に
集
落
や
都
市
が

つ
く
ら
れ

る
、
と
い
っ
た
地
形
だ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
山
か
ら
の
良
質
な
水
が
豊
富
だ
と
稲
作
に
も
適
し

て
い
る
し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
暮
ら
し
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
重
要
な
交
通
上
の
意
味
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
右
側
の
山
地
か
ら
流
れ
出
る
支
流
を
合
わ
せ
た
大
和

n
ン

ゴ

ウ

イ

n

マ

カ

ワ

チ

川
は
、
金
剛
山
地
と
生
駒
山
地
の
切
れ
目
の
部
分
を
通

っ
て
河
内

ナ

ニ

ワ

の
平
野
に
流
れ
出
て
、
難
波
宮
（
大
阪
城
の
近
く
）
の
北
を
通
っ

て
淀
川
に
入
り
、
大
阪
湾
に
出
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
大
和
川
は
新
大
和
川
と
記
さ
れ
た
経
路
を
と
っ
て
堺
市

か
ら
海
に
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
江
戸
時

代
初
期
、
家
光
の
時
代
に
な
さ
れ
た
大
工
事
に
よ
っ
て
切
り
換
え

ら
れ
た
も
の
で
、
昔
は
北
上
し
て
現
大
阪
の
中
心
地
帯
に
流
れ
て

い
た
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
瀬
戸
内
を
通

っ
て
大
阪
湾
に
到
着
し
た

船
は
、
こ
の
大
和
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
《
大
和
》
ま
で
直
航
で
き

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

152 



さ
ら
に
〈
卑
禰
呼
〉
た
ち
が
活
躍
し
て
い
た
古
代
弥
生
末

期
か
ら
古
墳
時
代
の
こ
ろ

ま
で
は
、

現
在
の
大
阪
湾
の
さ
ら

に
内
側
が
巨
大
な
湖
（
河
内
湖
と
呼
ば
れ
る
）
と
な
っ
て
い
て
、

そ
こ
と
大
阪
湾
と
は
大
き
な
水
路
で
つ
な
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
大
阪
湾
の
内
側
に
さ
ら
に
一
種
の
湾
淡
水
と
海

水
が
混
ざ
り
合
っ
た
汽
水
湖
の
よ
う
な
湾
内
湾
が
あ
る
地
形

だ
っ
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
旧
大
和
川
は
、
奈
良
盆
地
を
抜
け
で
る
と
す
ぐ
に

そ
の
汽
水
湖
に
入

っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代
の
《
大
和
》
は
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
地

域
で
あ
り
な
が
ら
、
海
か
ら
直
接
船
で
す
ぐ
に
行
き
着
け
る
、
交

通
至
便
の
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
水
利
の
至
便
さ
は
、
盆
地
の
南
部
だ
け
で
な
く
《
平
城
京
》

の
あ
っ
た
北
部
の
奈
良
市
あ
た
り
で
も
同
じ

で
あ
り
、
大
和
川
の

サ

ホ

支
流
の
ひ
と
つ
、
佐
保
川
に
よ
っ
て
大
阪
湾
か
ら
船
便
が
つ
う
じ

て
い
た
。

奈
良
の

《
平
城
京
》
が
京
都
の
《
平
安
京
》
に
遷
都
し
た
理
由

◎
古
代
《
大
和
》
の
水
利
の
便

の
ひ
と
つ
は
、
奈
良
盆
地
の
隆
起
に
よ
っ
て
佐
保
川
が
せ
ま
く
な

っ
て
船
便
に
不
便
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
隆
起

に
よ
っ
て
時
代
と
と
も
に
不
便
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
南
部
の

《
飛
烏
京
》
《
藤
原
京
》
な
ど
の
あ
た
り
で
も
同
様
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る。

隆
起
に
よ
る
湖
や
水
郷
や
河
川
の
消
失
は
大
阪
湾
近
辺
で
も
お

な
じ
で
あ
り
、
河
内
湖
も
姿
を
消
し
て
ゆ
く
が
、
も
と
水
郷
的
な

地
形
の
名
残
は
い
ま
で
も
あ
り
、
土
木
工
事
の
不
十
分
な
戦
後
ま

も
な
く
は
、
大
雨
が
降
っ
た
日
の
大
阪
市
内
は
水
が
で
て
歩
け
な

い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

奈
良
盆
地
全
体
に
も
、
古
墳
時
代
ま
で
水
郷
だ
っ
た
名
残
が
あ

り
、
年
間
の
湿
度
変
化
が
す
く
な
く
、
し
た
が
っ
て
正
倉
院
の
御

ヒ

グ

チ

キ

ヨ

ユ

キ

物
の
保
存
な
ど
に
適
し
て
い
る
と
、
考
古
学
者
の
樋
口
清
之
が
指

摘
し
て
い
る
。

《
大
和
》
の
あ
る
奈
良
盆
地
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
水
利
に
恵

ま
れ
て
い
て
、
船
で
瀬
戸
内
海
か
ら
す
ぐ
に
到
達
で
き
る
交
通
至

便
の
場
所
で
あ
っ
た
。

ミ

ワ

ヤ

マ

ま
た
仮
に
徒
歩
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
大
阪
湾
か
ら
《
三
輪
山
》

の
麓
ま
で
直
線
距
離
で
マ
ラ
ソ
ン
距
離
以
下
な
の
で
、

ゅ
う
ぶ
ん
に
着
い
た
。

一
日
で
じ
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昔
の
人
の
健
脚
な
ら
一
日

う
ね
っ
た
道
を
通
っ
た
と
し
て
も
、

の
行
程
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
付
記
す
る
と
、
《
三
輪
山
》
の
南
麓
を
縫
っ
て
東
に

イ

セ

向
か
う
と
、
道
は
け
わ
し
く
と
も
、
何
日
か
歩
け
ば
伊
勢
に
つ
き
、

ミ

ノ

ワ

リ

そ
こ
か
ら
徒
歩
や
馬
で
尾
張
や
美
濃
（
愛
知
や
岐
阜
）
ま
で
行
け

る
し
、
ま
た
船
で
湾
を
横
切
っ
て
対
岸
に
上
陸
し
て
東
海
地
方
に

進
む
こ
と
も
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」
の
《
大

和
》
と
は
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
土
地
と
し
て
《
山
門
》
や

《
山
処
》
で
も
あ
る
が
、
ま
た
ど
う
じ
に
、
船
で
も
徒
歩
で
も
海

に
す
ぐ
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
努
力
す
れ
ば
伊
勢
方
面
へ
の
ル
ー

ト
も
確
保
で
き
る
、
と
て
も
発
展
性
の
あ
る
地
勢
だ
っ
た
の
だ
。

し
か
も
、
こ
の
盆
地
へ
の
入
口
で
通
り
や
す
い
の
は
、
金
剛
山

地
と
生
駒
山
地
の
間
だ
け
だ
か
ら
、
外
敵
か
ら
の
防
備
も
し
や
す

い
場
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
産
物
も
豊
富
だ
っ
た
。

古
代
の
重
要
品
だ
っ
た
鉄
や
玉
や
朱
の
素
材
も
産
出
し
て
い
た

し
、
農
業
に
も
林
業
に
も
適
し
て
い
た
。

大
和
朝
廷
は
じ
め
豪
族
た
ち
が
覇
権
を
か
け
て
こ
の
奈
良
盆
地

《
大
和
》
で
争
っ
た
の
も
、
肯
け
る
こ
と
で
あ
る
。

J

R
線
を
描
い
て
あ
る
が
、
こ
の
ほ

◎
奈
良
盆
地
南
部
の
詳
細
地
理

ヤ

マ

ト

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

加
え
て
、
こ
の
《
大
和
》
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
時
代
か
ら
開

け
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
発
掘
に
つ
い
て
記
し
て

お
く
。そ

の
―
つ
は
、
朝
鮮
半
島
製
と
思
わ
れ
る
陶
片
が
大
量
に
発
掘

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
も
う
―
つ
は
、
福
井
県
あ
た
り
の
日
本
海
沿
岸
か
ら
《
大

ノ

ロ

シ

和
》
ま
で
、
危
機
を
知
ら
せ
る
狼
煙
通
信
の
施
設
が
、
す
で
に
弥

生
時
代
に
で
き
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
発
掘
報
告
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

ヒ
｀
｀
、

n

こ
れ
ら
も
、
《
大
和
》
が
〈
卑
禰
呼
〉
以
前
か
ら
海
外
と
交
流
し

て
い
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
図
5
.
2
は
、
図
5
.
1
の

右

下

部

分

つ

ま

り

奈

良
盆
地
の
南
部
を
拡
大
し
て
精
密
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
各
章
で
は
、
こ
の
図
を
元
に
し
て
、
い
く
つ
か
の
説
明

図
を
作
成
し
て
い
る
の
で
、
ざ
っ
と
眺
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た

、。し土
地
勘
を
得
る
た
め
に
、
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奈良市近辺を除く奈良盆地の基本地図
(lu., はその外側が山地であることをホす。
河川・古墳・寺社などは最小限にした。
線路はJRのみ描いたが他に私鉄がある。
中央上の破線の円は「唐古・鍵遺跡」）
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道
路
も
数
多
く
あ
る
こ
と
は
当

山
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で

か
に
私
鉄
が
た
く
さ
ん
あ
る
し
、

然
で
あ
る
。

河
川
も
代
表
的
な
も
の
し
か
描
い
て
い
な
い
。

こ
の
あ
と
の
多
く
の
章
で
話
題
に
な
る
の
は
、
初
瀬
川
の
両
岸

お
よ
び
寺
川
と
初
瀬
川
の
間
の
土
地
で
、
〈
卑
弾
呼
〉
の
時
代
の
遺

跡
が
無
数
に
あ
り
、
そ
れ
が
初
期
大
和
朝
廷
の
都
や
墳
墓
の
跡
だ

ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

（
初
瀬
川
は
大
和
川
の
支
流
で
あ
る
が
、

大
和
川
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）

図
の
中
央
上
部
に
、
破
線
の
円
で
描
い
た
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
」

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
弥
生
時
代
に
お
け
る
日
本
で
も
最
大
規
模
の

集
落
跡
で
あ
り
、
大
和
朝
廷
の
成
立
と
の
深
い
関
連
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

ミ

ワ

ヤ

マ

マ

キ

ム

ク

ま
た
《
三
輪
山
》
の
北
西
山
麓
の
《
纏
向
京
》
は
、
第
十
代
か

ら
第
十
二
代
に
か
け
て
の
天
皇
の
都
が
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

遺
跡
で
、
時
代
的
に
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
あ
と
再
三
に
わ
た
り
、
く
わ
し
く
言
及
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
つ
ぎ
の
図
5
.
3
は
、
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
し
ば
し
ば
出

て
く
る
、
《
大
和
》
周
辺
の
古
い
地
名
で
あ
る
。
図
5
.
2
の
さ
ら

大
和
川

曽
我
川

，
＼
ご
’
1
... ，し
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．
 ``
 
山

一
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．
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＼
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ー
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）

寸

）
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＼
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、，＇
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〔
大
和
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市
〕

F‘,＼
ノ

I

l

-一

葛

図5・3 大和地方の古代地名図

に
中
心
地
帯
に
書
き
込
ん
で
あ
る
。

い
ち
ば
ん
下
の
円
は
、
神
話
の
最
後
の
部
分
に
あ
る
、
初
代
の

ジ

ン

ム

ウ

ネ

ピ

カ

シ

ハ

ラ

神
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
と
い
う
、
畝
傍
山
の
麓
の
橿
原
で
あ
る
。

カ
シ

こ
の
あ
た
り
は
、
発
掘
に
よ
っ
て
樫
の
木
（
橿
）
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
橿
原
の
名
に
違
わ
ず
、
ま
た

河
川
と
い
う
よ
り
も
水
郷
に
突
き
出
た
小
半
島
状
の
土
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地
で
、
船
着
き
場
な
ど
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
初
代
の
宮
殿
に
ふ
さ

わ
し
い
場
所
だ
っ
た
と
い
え
る
。

イ

ワ

レ

そ
の
右
上
の
楕
円
が
、
磐
余
で
あ
る
。
こ
の

一
帯
は
、
初
期
の

シ
ゴ

ウ

大
和
朝
廷
の
勢
力
圏
内
だ
っ
た
ら
し
く
、
神
武
天
皇
の
国
風
盆
号

カ
ム

ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ピ
コ
ノ
ス

メ
ラ
ミ
コ

ト

は
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
で
あ
る
。

ま
た
の
ち
に
何
人
か
の
天
皇
が
宮
殿
を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
場

所
で
も
あ
る
。

シ

キ

そ
の
す
ぐ
上
の
楕
円
の
磯
城
は
、
神
武
天
皇
に
最
後
ま
で
逆
ら

ヤ

ソ

タ

ケ

ル

タ

ケ

ル

っ
た
と
さ
れ
る
八
十
島
帥
の
拠
点
で
、
島
帥
が
滅
ん
だ
の
ち
は
大

ス

ジ

ン

和
朝
廷
の
勢
力
圏
内
と
な
り
、
の
ち
に
第
十
代
崇
神
天
皇
は
じ
め

し
ば
し
ば
宮
殿
が
つ
く
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
防
備
に
よ
く
住
み
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

マ
キ
ム
ク

ま
た
そ
の
上
の
纏
向
は
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の
宮
殿
の
す
ぐ
そ

ス

イ

ニ

ン

ケ

イ

コ

ウ

ば
で
あ
り
、
か
つ
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
や
第
十
二
代
景
行
天
皇
の

宮
殿
が
置
か
れ
た
場
所
で
、
数
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る

の
で
纏
向
遺
跡
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
纏
向
と
は
こ
の
地
の
古
い
村

名
で
あ
る
。

東
西
約
ニ

・
五
キ
ロ
、
南
北

一
・
五
キ
ロ
と
い
う
広
大
な
面
積

サ

イ

シ

に
わ
た
っ
て
、
多
く
の
遺
構
が
あ
り
、
祭
祀
跡
や
運
河
の
痕
跡
も

マ
キ
ム
ク

あ
り
、
大
和
川
に
そ
そ
ぐ
巻
向
（
纏
向
）
川
、
初
瀬
川
な
ど
を
利

用
し
て
大
阪
湾
と
連
結
し
た
開
放
的
な
古
代
の
大
都
市
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

考
古
学
の
成
果
と
『
記
紀
』
の
記
述
と
を
総
合
し
て
、
す
く
な

く
と
も
崇
神
天
皇
の
時
代
か
ら
垂
仁
を
経
て
景
行
天
皇
の
時
代
ま

で
、
三
代
に
わ
た
る
大
和
朝
廷
の
中
心
的
な
都
だ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

マ
キ
ム
ク

本
書
で
は
前
記
の
よ
う
に
こ
こ
を
仮
に
《
纏
向
京
》
と
称
し
て

い
る
が
、
い
ず
れ
は
正
式
に
そ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
、
予
測
し
て
い
る
。

そ
の
左
に
大
和
湖
？
・
と
し
た
大
き
な
円
が
描
い
て
あ
る
。

前
述
の
ご
と
く
古
く
縄
文
時
代
に
は
、
こ
の
大
和

一
帯
が
大
き

な
湖
で
あ
り
、
士
地
の
隆
起
に
よ
っ
て
次
第
に
水
が
減
っ
て
平
地

に
な
っ
た
も
の
の
、
大
和
朝
廷
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
そ
の

跡
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
の
で
、
描
い
て
お
い
た

も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
縄
文
＼
古
墳
時
代
の
遺
跡
は
、

湖
の
周
囲
に
連
な
る
形
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、

◎
水
郷
を
囲
む
豊
か
な
土
地

こ
の
想
定
さ
れ
る

湖
の
中
心
部
に
は
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マ
キ
ム
ク

纏
向
の
な
か
の
大
市
は
、
も
じ
ど
お
り
大
き
な
市
場
が
あ
っ
た

ほ
と
ん
ど
無
い
。

明
確
な
形
で
の
湖
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

水
郷
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

コ
ン
ゴ
ウ

こ
の
図
の
左
下
の
外
側
で
金
剛
山
地
の
右
側
あ
た
り
の
広
大
な

カ
ツ
ラ
ギ

地
帯
が
慈
城
で
、
そ
こ
は
有
名
な
豪
族
の
慈
城
氏
が
支
配
し
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
和
朝
廷
が
こ
の
豪
族
を
帰
順
さ
せ
る
た
め
に
、
婚
姻
政
策
な

ど
あ
れ
こ
れ
苦
労
し
た
あ
と
が
、
『
記
紀
』
に
多
く
み
ら
れ
る
。

シ

キ

ッ

パ

キ

イ

チ

カ

ナ

ヤ

磯
城
の
な
か
の
海
石
権
市
と
い
う
の
は
、
現
在
の
桜
井
市
金
屋

の
あ
た
り
で
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
船
で
初
瀬
川
ま
で
き
た
隋
の

ハ
イ
セ
イ
セ
イ

使
者
袈
世
清
を
こ
こ
で
迎
え
た
と
い
う
話
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
場

所
で
あ
る
。

初
瀬
川
を
船
で
上
っ
て
き
て
こ
こ
で
下
船
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
こ
は
、
歌
垣
と
い
う
、
歌
を
男
女
で
や
り
と
り
し
て
睦

み
合
っ
遊
び
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。

歌
垣
に
つ
い
て
は
、
場
所
は
不
定
だ
ろ
う
が
、
初
瀬
川
岸
に
宮

プ

レ

ッ

シ

ピ

殿
の
あ
っ
た
第
二
十
五
代
武
烈
天
皇
と
恋
敵
の
鮪
と
の
真
剣
勝
負

の
掛
け
合
い
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
が

古
代
の
繁
華
街
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
「
《
邪

馬
台
国
》
大
和
説
」
で
〈
卑
禰
呼
〉
の
有
力
候
補
の
一
人
と
さ
れ

ヤ

マ

ト

ト

ト

ヒ

モ

モ

ソ

ヒ

メ

ミ

コ

ト

ハ

シ

ハ

カ

る
〈
倭
迩
迩
日
百
襲
姫
命
〉
の
墳
墓
《
箸
墓
》
（
ま
た
は

ハ
シ
ノ
ミ

ハ
カ
）
が
あ
る
場
所
で
あ
る
。

《
箸
墓
》
は
巨
大
な
前
方
後
円
墳
の
最
初
と
さ
れ
る
著
名
な
古
墳

で
、
あ
と
の
章
で
詳
述
す
る
。

《
箸
墓
》
は
ま
た
の
名
を
大
市
墓
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
こ
の
付
近

か
ら
「
？
市
」
と
墨
で
書
か
れ
た
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

宮
内
庁
の
正
式
表
示
も
現
在
《
大
市
墓
》
と
さ
れ
て
い
る
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

こ
れ
は
ま
た
、
国
々
に
は
市
が
あ

っ
た
と
い
う
『
魏
志
倭
人
伝
』

の
記
述
と
も
暗
合
し
て
い
る
。

右
上
に
「
山
の
辺
の
道
」
と
書
か
れ
て
い
る
道
は
、
い
ま
は
大

和
め
ぐ
り
の
観
光
の
道
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
最
古
の
国
道
と

も
さ
れ
て
お
り
、
《
三
輪
山
》
の
山
麓
か
ら
笠
置
山
地
の
麓
を
縫
っ

イ
ソ
ノ
カ
ミ

て
天
理
市
の

《
石
上
神
宮
》
を
通
過
し
て
北
へ
続
い
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
平
野
の
中
心
部
に
は
、
直
線
的
な
古
代
の
道
が
何
本

も
作
ら
れ
た
ら
し
い
。

地
図
の
説
明
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
《
大

和
》
は
そ
の
土
地
自
体
が
豊
か
で
資
源
も
豊
富
で
暮
ら
し
や
す
い

ば
か
り
で
は
な
く
、
想
像
以
上
に
交
通
も
便
利
で
、
か
つ
防
備
に

158 



な
お
、
図
5
.
3
の
《
大
和
湖
？
・
》
は
円
に
な
っ
て
い
る
が
、

＊
 

「
ヤ
マ
ト
」

も
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
畏
敬
す
べ
き
山
々
の
近
く
で
あ
る
の
で

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
呼
称
が
最
初
か
ら
《
大
和
》
の
地
に
あ
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
九
州
な
ど
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
、
あ
る
い

は
そ
の
両
方
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
『
記
紀
』
が
で
き

る
前
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
縄
文
時
代
か
ら
生
活
し
て
い
た
り
、
弥
生
に

入
っ
て
外
部
か
ら
進
入
し
た
り
し
て
拠
点
を
か
ま
え
た
多
く
の
豪

族
が
い
た
。

そ
れ
ら
豪
族
の
な
か
で
も
と
く
に
強
力
だ
っ
た
大
和
一
族
が
弥

生
後
期
に
急
速
に
成
長
し
て
、
大
和
朝
廷
を
建
設
し
、
西
の
九
州

か
ら
東
国
ま
で
を
従
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
自
然
の
う
ち
に
、
日
本
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
す
「
倭
」

や
「
大
和
」
と
、
ヤ
マ
ト
地
方
の
「
ヤ
マ
ト
」
と
が
一
体
の
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

円
形
の
湖
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

こ
の
あ
た
り
が
水
郷
だ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

そ
の
水
郷
は
も
っ
と
北
ま
で
延
び
て
い
た
だ
ろ
う
と
、
推
測
さ
れ

る。
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◎
 
《
日
本
》

・

ヽ

9

9

●

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

.
、

《
日
本
》

五
• 

と
い
う
国
名
の
発
祥
と
歴
史
的
意
義

四

と

旨
白
E
国

ろ
う
。

シ
ョ
ウ
ト
ク
タ
イ
シ

タ

イ

カ

ノ
カ
イ
シ
ン

聖
徳
太
子
の
時
代
や
大
化
改
新
の
あ
た
り
ま
で
来
る
と
、

人
と
し
て
の
気
概
が
み
な
ぎ
っ
て
き
て
、
シ
ナ
皇
帝
か
ら
与
え
ら

れ
た
名
称
で
は
満
足
で
き
な
く
な
り
、
か
つ
天
皇
や
そ
の
周
囲
の

人
た
ち
も
、
か
な
ら
ず
し
も
「
ヤ
マ
ト
地
方
」
出
身
と
は
い
え
な

く
な
り
、
別
の
名
前
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

の
由
来

日
本

ヤ
マ

ト

ニ
ッ
ポ
ン

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
《
大
和
》
が
次
の
段
階
で
《
日
本
》

と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
良
い
意
味
を
持
つ
《
大
和
》
と
い

え
ど
も
、
そ
の
元
は
差
別
的
な
《
倭
》
で
あ
り
、
い
く
ら
い
い
か

え
て
も
シ
ナ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
名
前
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

言 名
で
あ
る
。

「日」

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
訓
で
あ
る
日
と
い
う
言

葉
は
太
陽
を
意
味
し
て
い
て
と
て
も
日
本
人
の
好
み
に
合
っ
た
神

聖
な
雰
囲
気
が
あ
り
、
歴
代
の
天
皇
の
名
に
も
じ
つ
に
多
く
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ

ま
た
〈
天
照
大
神
〉
の
尊
称
の
ひ
と
つ
が
「
日
神
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
「
日
」
の
も
つ
特
別
な
語
感
が
理
解
で
き
る
。

ス
イ

n

推
古
天
皇
の
皇
子
で
摂
政
と
し
て
実
質
的
な
最
高
指
導
者
だ

っ

た
聖
徳
太
子
（
六
世
紀
末
＼
七
世
紀
初
）
が
、
西
暦
六

0
七
年
に

オ

ノ

ノ

イ

モ

コ

ケ

ン
ズ
イ
シ

小
野
妹
子
を
遣
隋
使
と
し
て
派
遣
し
た
と
き
の
国
書
に
、

「
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に

ッ
ツ
ガ

致
す
。
恙
無
き
や
」

ョ

ウ

ダ

イ

サ

ク

ホ

ウ

と
シ
ナ
皇
帝
の
燭
帝
に
述
べ
て
冊
封
体
制
か
ら
の
離
脱
宣

す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
で
最
初
の
独
立
宣
言
を
し
、
不
快

に
さ
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
出
来
た
時
点
で
そ
の
構
想
が
明

瞭
に
な
り
、
大
化
改
新
（
七
世
紀
中
葉
）
の
あ
た
り
で
太
陽
の
昇

る
所
と
い
っ
た
意
味
の
《
日
本
》
が
確
立
し
は
じ
め
、
七
世
紀
末

テ

ン

ム

ジ

ト

ウ

の
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
こ
ろ
の
律
令
の
な
か
に
定
め
ら
れ
、

そ
こ
で
出
て
き
た
の
が
、
《
日
本
》
と
い
う
漢
字
で
書
か
れ
た
国
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九
世
紀
に
撰
述
さ
れ
た

あ
る
。

ク

ト

ウ

ジ

ョ

『
薔
唐
書
、

倭
國
日
本
偉
』
に
、

こ
の
《
日
本
》
の
読
み
は
、
古
来
か
ら
の
日
本
語
で
は

ま
り
訓
で
は
l

「
ヒ
ノ
モ
ト
」
で
あ
り
、
伝
統
的
に
は
当
て
読

み
の
「
ヤ
マ
ト
」
で
あ
る
が
、
シ
ナ
人
に
も
読
ん
で
ほ
し
い
の
で

音
読
み
を
採
用
し
て
、
し
だ
い
に
「
ニ
ッ
ポ
ン
／
ニ
ホ
ン
」
と
な

っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ノ
モ
ト

な
お
当
然
の
こ
と
だ
が
、
さ
ら
に
ず
っ
と
昔
か
ら
日
本
と
い
う

ナ

ニ

ワ

地
名
は
あ
り
、
と
く
に
大
化
改
新
の
結
果
の
都
で
あ
る
難
波
地
方

に
有
っ
た
ら
し
い
。
難
波
の
都
か
ら
見
る
と
、
そ
の
場
所
か
ら
太

陽
が
昇
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
い
う
地
名
が
つ
け
ら

れ
た
と
推
理
す
る
学
者
も
い
る
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
《
日
本
》
と
い
う

国
名
を
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
シ
ナ
王
朝
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
ず
っ
と
「
倭

国
」
と
い
っ
て
い
た
の
だ
が
、
八
世
紀
の
初
め
に
《
日
本
》
と
い

う
名
が
伝
え
ら
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
そ
れ
を
認
め
、
そ
の
の

ち
次
第
に
《
日
本
》
と
記
す
こ
と
が
多
く
な
り
、
十
世
紀
ご
ろ
に

は
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

つ

ケ

ン

ト

ウ

シ

八
世
紀
初
頭
に
は
遣
唐
使
に
よ
っ
て
唐
の
都
に
伝
わ
っ
た
よ
う
で

シ
ナ
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
見
て
太
陽
が
昇
る
方
角
だ
と
い
う

意
味
も
|
_
聖
徳
太
子
の
文
面
な
ど
か
ら
み
て
|
|
土

3

る
だ
ろ
う

が
、
外
国
に
対
し
て
そ
ん
な
偉
そ
う
な
事
ば
か
り
い
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。

属
国
で
は
な
い
、

こ、
，り

と
あ
る
。

テ
ナ
リ
」

「
日
本
國
ハ
倭
國
ノ
別
種
ナ
リ
。
ソ
ノ
國
日
邊
ニ
ア
ル

ヲ
以
テ
、
故
二
日
本
ヲ
以
テ
名
ト
ス
。
或
イ
ハ
云
フ
、

ニ
ク

倭
國
自
ラ
ソ
ノ
名
ノ
雅
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
悪
ミ
、
改
メ
テ

モ
ト

日
本
ト
ナ
ス
ト
。
或
イ
ハ
云
フ
、
日
本
ハ
茜
小
國
、

倭
國
ノ
地
ヲ
併
セ
タ
リ
ト
」

「
日
本
國
ハ
東
海
ノ
東
二
在
リ
。
古
ク
倭
奴
國
卜
稲
フ
。

ニ
ク

或
イ
ハ
云
フ
、
其
ノ
茜
名
ヲ
悪
ム
。
故
二
名
ヲ
日
本

ト
改
ム
。
其
ノ
國
ノ
、
日
ノ
出
ヅ
ル
所
二
近
キ
ヲ
以

対
等
な
国
で
あ
る

と
主
張
し
、
毅
然
と

と
あ
り
、
ま
た
明
代
に
で
き
た
『
元
史
、
外
夷
、
日
本
博
』
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な
お
前
記
の
シ
ナ
正
史
を
み
る
と
、

十
世
紀
前
後
に
な
っ
て
も

な
お
、
日
本
列
島
の
地
理
的
理
解
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
倭
国
を

併
せ
て
大
き
く
な
っ
た
と
か
、
東
の
海
に
あ
る
と
か
、
古
く
は
倭

奴
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
か
、
誤
解
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

こ
う
い
う
正
史
記
事
か
ら
も
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
時
代
の
シ
ナ
の

歴
史
家
が
、
日
本
列
島
に
つ
い
て
正
確
な
地
理
的
認
識
を
も
っ
て

い
た
と
は
、
と
て
も
思
え
な
い
。

ヤ
マ
ノ
ウ
エ
ノ
オ
ク

ラ

ケ

ン

ト
ウ

シ

本
章
の
ト
ビ
ラ
部
分
に
記
し
た
山
上

憶
良
の
歌
は
、
遣
唐
使
の

ト
ウ

一
員
と
し
て
唐
に
わ
た
り
、
西
暦
七

0
四
年
に
帰
国
し
た
憶
良
が
、

唐
の
都
で
詠
ん
だ
有
名
な
望
郷
歌
だ
が
、
原
文
に
も
「
早
日
本
邊
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

◎
「
天
皇
号
」

の
制
定
と
そ
の
歴
史
的
意
味

さ
て
こ
こ
ま
で
、
《
大
和
》
や
《
日
本
》
の
由
来
を
述
べ
て
き
た

が
、
《
日
本
》
と
い
う
国
名
を
自
称
す
る
に
い
た
っ
た
精
神
的
自
立

し
た
態
度
で
、
侮
蔑
的
な
意
味
の

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
倭
国
」
と
い
う
名
称
を
改
め

は
ま
た
、
「
天
皇
」
と
い
う
日
本
独
自
の
称
号
を
生
ん
だ
こ
と
も
、

記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

昔
の
シ
ナ
王
朝
の
周
辺
国
の
指
導
者
は
、
ど
こ
の
国
で
も
「
王
」

で
あ
り
、
シ
ナ
の
皇
帝
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
て
そ
れ
を
権
威
と

サ
ク
ホ
ウ

し
て
そ
の
地
を
支
配
す
る
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

「
王
」
と
は
皇
帝
に
く
ら
べ
て
ず
っ
と
低
い
称
号
で
あ
る
。

ワ
ノ
ナ

n
ク

そ
れ
は
日
本
も
同
様
で
あ
り
、
一
世
紀
に
倭
奴
国
の
王
が
も
ら

カ
ン
ワ
ノ
ナ

ノ
コ

ク
オ
ウ

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

っ
た
金
印
に
も
「
漢
委
奴
國
王
」
と
あ
る
し
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に

記
さ
れ
て
い
る
〈
卑
禰
呼
〉
が
も
ら
っ
た
詔
書
に
も
、
「
親
魏
倭
王
」

と
あ
る
。

ヤ
マ

タ

イ

コ

ク

倭
奴
国
の
時
代
と
《
邪
馬
台
国
》
の
時
代
と
の
間
に
も
、
何
回

か
日
本
の
西
方
の
豪
族
が
シ
ナ
王
朝
に
朝
献
し
て
「
王
」
と
い
う

お
墨
付
き
を
貰
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

朝
鮮
半
島
の
各
国
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
の
日
本
国
内
に
お
け
る
豪
族
（
氏
族
）
た
ち

の
貴
人
や
首
長
の
呼
称
は
、
前
述
し
た
尊
称
を
用
い
て
「
ヒ
コ
」
「
キ

ミ
」
「
ミ
コ
ト
」
な
ど
と
い
っ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
し
て
大
和
一
族
の
長
の
場
合
に
は
、
多
く
の
豪
族
の
中
の
特

別
な
豪
族
の
長
と
い
う
意
味
で
、
「
キ
ミ
」
の
前
に
「
大
き
い
」
を

つ
け
て
「
オ
オ
キ
ミ
」
と
い

っ
た
り
、
「
ミ
コ
ト
」
の
前
に
「
統
べ
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日
本
列
島
の
統
一
が
す
す
み
、
文
化
も
向
上
し
、

ナ
王
朝
を
中
心
と
し
て
そ
の
支
配
に
甘
ん
じ
る
冊
封
体
制
か
ら
独

立
し
よ
う
と
い
う
気
概
が
瀕
っ
て
き
た
六
世
紀
以
降
、
日
本
の
指

導
層
が
、
シ
ナ
の
皇
帝
の
は
る
か
下
の
位
で
あ
る
「
王
」
や
「
大

王
」
と
い
う
文
字
に
満
足
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
シ
ナ
の
皇
帝
に
匹
敵
す
る
尊
称
は
無
い
か
と
い
ろ
い

ろ
考
え
た
末
、
七
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
「
天
皇
」
と
い
う
称
号

が
登
場
し
て
く
る
の
だ
。

さ
き
の
西
暦
六

0
七
年
の
国
書
に
あ
る
「
日
出
ず
る
処
の
天
子

．．． 
」
の
天
子
と
は
皇
帝
の
尊
称
と
し
て
の
別
名
な
の
で
、
日

本
の
側
が
「
天
子
」
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
最
高
指

導
者
は
シ
ナ
の
最
高
指
導
者
の
皇
帝
と
同
じ
地
位
で
あ
っ
て
下
の

身
分
で
は
な
い
と
い
う
意
味
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
し
、

シ

る
」
を
つ
け
て
、
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
い
っ
た
り
し
て
い
た
ら
し

、。しこ
れ
を
漢
字
で
書
く
と
、
『
記
紀
』
よ
り
か
な
り
前
の
時
代
で
は

や
は
り
「
王
」
で
あ
り
、
特
例
と
し
て
「
大
王
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
初
期
に
は
豪
族
の
長
も
大
和
一
族
の
長
も
す
べ
て
「
王
」

で
あ
り
、
大
和
朝
廷
の
最
高
の
位
を
「
大
王
」
と
漢
字
で
書
く
の

は
、
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ッ

ッ

シ

モ

ウ

「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
曰
す
」

す
で
に
こ
の
時
に

れ
る
。

ニ

ホ

ン

シ

ョ

キ

『
日
本
書
紀
』

あ
る
が
、

こ
の
時
代
に
天
皇
号
が
登
場
し
た
ら
し
い

「
天
皇
号
」

に
よ
る
と
、

交
渉
の
な
か
に
、

シ
ョ
ウ
ト
ク
タ
イ
シ

聖
徳
太
子
の
時
代
の
何
回
か
の
外
交

オ

ノ

ノ

イ

モ

n

ズ
イ

西
暦
六

0
八
年
の
小
野
妹
子
の
隋
へ
の
派
遣
が

そ
の
と
き
の
日
本
側
の
国
書
に
、

と
あ
る
の
で
、

と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
『
日
本
書
紀
』
は
八
世
紀
初
頭
の
書
な
の
で
、

こ
れ
だ
け
で
は
ほ
ん
と
う
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
出
さ
れ
、
古
い
方
の
意
見
と
し
て

ス

イ

コ

は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
推
古
天
皇
の
時
代
（
聖
徳
太

子
の
時
代
）
と
い
う
説
、
も
っ
と
後
だ
と
の
意
見
と
し
て
は
、
七

テ

ン

ム

ジ

ト

ウ

世
紀
後
半
の
天
武
天
皇
や
持
統
天
皇
の
時
代
と
す
る
説
が
あ
る
。

さ
い
き
ん
は
考
古
学
の
進
展
が
著
し
く
、
そ
の
知
見
を
も
と
に

す
る
と
、
ど
う
や
ら
推
古
天
皇
の
御
代
の
中
頃
に
天
皇
号
が
き
ま

っ
た
ら
し
い
。

そ
し
て
そ
の
訓
読
み
に
は
、
前
記
の
よ
う
な
、
「
統
率
す
る
尊
」

と
い
う
意
味
を
語
源
と
す
る
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
が
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

の
下
地
が
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
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は
、
た
と
え
れ
ば
、

◎
「
年
号
」

こ
れ
ら
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら

の
制
定
と
日
本
人
の
気
迫

こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
ひ
と
つ
強
調
す
べ
き
は
、
天
皇
号
の
制

定
と
同
時
期
に
、

「
年
号
」

も
日
本
独
自
に
定
め
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
最
初
は
、
孝
徳
天
皇
の
と
き
、
そ
の
即
位
の
西
暦
六
四
五

ク

イ

カ

年
を
元
年
と
し
た
「
大
化
」
で
あ
っ
た
。

タ
イ
カ
ノ
カ
イ
シ
ン

有
名
な
大
化
改
新
の
年
で
あ
る
。

以
後
平
成
の
今
日
ま
で
、
日
本
独
自
の
年
号
が
続
い
て
い
る
。

シ
ナ
王
朝
の
年
号
を
使
用
し
て
年
代
を
表
現
す
る
の
が
普
通
だ

っ
た
当
時
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
な
か
で
、
わ
が
国
だ
け
が
年
号
も
ま

た
独
立
を
宣
言
し
た
の
だ
。

《
日
本
》
と
い
う
高
貴
な
国
名
の
決
定
、

「
天
皇
」
と
い
う
皇
帝
に
並
ぶ
称
号
の
決
定
、

「
年
号
」
の
日
本
独
自
の
制
定
、

＊
 

独
立
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
の
と
同
じ

く
ら
い
の
、
日
本
国
の
独
立
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
ジ
ア
の
国
々
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
シ
ナ
王
朝

か
ら
の
独
立
を
果
た
し
た
の
は
、
近
代
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
の

み
だ
っ
た
こ
と
も
、
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。

朝
鮮
半
島
の
王
権
な
ど
も
、
ず
っ
と
あ
と
の
時
代
ま
で
、
「
王
」

と
称
し
て
、
け
っ
し
て
「
皇
帝
」
と
な
ら
ぶ
称
号
は
つ
け
て
い
な

い
。

つ
ま
り
シ
ナ
の
皇
帝
の
下
位
に
廿
ん
じ
て
い
た
の
だ
。

明
治
に
な
っ
て
近
代
国
家
と
し
て
の
体
制
を
つ
く
っ
た

一
環
と

し
て
、
国
旗
と
国
歌
の
制
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
一
年
の
「
国
旗
・
国
歌
法
」
の
施
行
に
伴
っ
て
数
多
く
の
解

説
書
が
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
い
ず
れ
も
誇
る

べ
き
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

サ
ク
ホ
ウ

冊
封
体
制
か
ら
の
独
立
と
名
称
の
問
題
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
検
討
す
る
さ
い
に
、

き
わ
め
て
重
要
な
背
景
と
な
る
こ
と
が
ら
な
の
で
、
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

シ
ン
ピ
ョ
ウ
セ
イ

次
節
で
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
信
憑
性
に
つ
い
て
の
話
を
ま
と
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． 

め
て
み
る
こ
と
に
し
よ

゜
スっ

ヽ
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こ
の
節
で
は
、
前
節
ま
で
の
知
識
を
背
景
に
し
て
、
第
四
章
に

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

シ

ン

ピ
ョ
ウ
セ
イ

記
し
た
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
信
憑
性
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
、

補
足
し
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
四
章
の
結
論
を
ま
と
め
て
み
る
。

[
-
]
又
聞
き
の
信
憑
性

（
第
四
・
＿
節
）

「
熱
意
不
明
の
使
者
が
実
力
不
明
の
通
訳
を
介
し
て
聞
い
た
記
録

の
又
聞
き
や
書
写
と
い
う
文
献
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
信
憑
性
が
あ

る
の
か
？
」

[
二
]
地
理
的
な
信
憑
性
（
第
四

・
ニ
節
）

「
不
正
確
な
地
理
的
知
識
を
元
に
し
て
書
か
れ
た
文
献
に
、
ど
れ

＇ ． 
I ． 
＇ ． 
ヽ． ， ． ， ． 
’ ． ， ． 
’ ． ， ． ， ． 
＇ ， ， ． ． ． 
' ， 
， ， ， ． ， ． ， ． ， ． ， 
， 

＇ 
｀ 
， ． ， ． ， 
， 
I 

ヽ
I ． ， ． ， 

ヽ， ． 
’’ ． ， ． 
＇ ． 
I 

｀ 
， ． 
＇ ． 
I ， 

＇ ヽ
＇ ， 
I ． ， 

ヽ

＇ ． 
＇ ． 
＇ 
｀ ＇ ’’ 
＇ ． 
I ． ， ． ， 

ヽ， 

｀ 
， 

『
魏
志
倭
人
伝
』

ノ

／

ピ

ョ

ウ

セ

イ

の
信
憑
性

に
つ
い
て
の
結
論

五

．
 
五

[
三
]
シ
ナ
正
史
自
体
の
信
憑
性

（
第
四
・
三
節
）

「
周
辺
国
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
侮
蔑
的
で
間
違
い
の
多
い
正
史

を
書
く
シ
ナ
の
古
い
史
書
中
の
ご
く
短
い
文
献
に
、
ど
れ
ほ
ど

の
信
憑
性
が
あ
る
の
か
？
」

n

ジ

キ

ニ

ホ

ン

シ

ョ

キ

こ
の
三
つ
に
よ
っ
て
、
も
し
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

一
級
の
史
料
だ
と
す
れ
ば
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
は
二
級
三
級
の
史

ヒ
グ
チ
キ
ヨ
ユ
キ

料
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
樋
口
清
之
ら
と
同
じ
結
論
が
導
か
れ

る。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
、
お
よ
び
こ
れ
ら
『
記
紀
』
の
も
と

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
古
い
日
本
の
史
書
は
、
量
的

に
圧
倒
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
古
代
日
本
人
の
「
心
」
が
感

じ
ら
れ
、
ま
た
じ
つ
に
生
き
生
き
と
し
た
「
人
間
模
様
」
が
感
じ

ら
れ
る
。

四
百
年
の
ひ
ら
き
が
あ
る
と
は
い
え
、
多
く
の
日
本
人
が
伝
承

し
口
伝
し
て
き
た
記
録
の
集
大
成
で
あ
り
、
そ
の
迫
真
力
は
『
魏

志
倭
人
伝
』
の
比
で
は
な
い
。

ま
た
そ
こ
に
あ
る
固
有
名
詞
は
現
在
の
日
本
地
図
の
位
置
関
係

や
い
ま
に
残
る
地
名
や
神
社
名
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
し
、
記
述

も
考
古
学
の
成
果
と
合
致
す
る
こ
と
が
多
い
。

ほ
ど
の
信
憑
性
が
あ
る
の
か
？
」
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も
ち
ろ
ん
、
そ
う
か
と
い
っ
て
著
者
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
を
無

視
す
べ
き
だ
ー
ー
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

（
一
）
年
代
の
信
憑
性

「
シ
ナ
の
正
史
に
お
け
る
他
国
の
記
述
の
信
憑
性
は
薄
い
が
、
自

国
に
朝
献
に
来
た
使
者
や
他
国
に
派
遣
し
た
使
者
に
つ
い
て
の
、

年
号
で
記
し
た
年
代
は
、
比
較
的
信
用
が
お
け
る
し
、
年
号
と
西

暦
の
換
算
も
信
憑
性
が
あ
る
」

（
二
）
女
王
の
存
在
感

「
女
王
の
記
述
に
奇
妙
な
存
在
感
が
あ
る
。
と
く
に
男
王
と
対
比

さ
せ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
日
本
に
女
性
の
権
力
者
が
い
た
の
は

確
か
ら
し
く
思
わ
れ
る
」

（三
）
作
為
の
必
要
性
の
無
さ

「
侮
蔑
的
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
し
記
述
も
数
値
も
あ
い
ま
い
だ

が
、
当
時
の
シ
ナ
王
朝
に
と
っ
て
日
本
は
、
今
と
は
ち
が
っ
て
競

争
相
手
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
と
さ
ら
事
実
と
ち
が
う
日
本
像

＊
 

な
ど
の

うつ。
だ
か
ら
大
切
な
事
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
数
値
や
事
項
自
体
の

こ
と
こ
ま
か
な
詮
索
で
は
な
く
、
『
記
紀
』
の
類
や
古
い
神
社
や
古

い
地
名
や
古
い
伝
承
な
ど
に
あ
る
古
代
日
本
人
の
「
心
」
と
、
考

古
学
的
研
究
と
を
結
び
つ
け
、
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
『
魏
志
倭
人

の
（
四
）
唯
一
の
外
国
文
献

「
三
世
紀
ご
ろ
の
日
本
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、

文
献
な
の
で
、
信
憑
性
の
有
無
は
別
に
し
て
、

で
き
な
い
」

[
三
]

い
っ
て

ヽ'＞
 

（
一
）

ヽ``‘
（四
）

し
た
が
っ
て
著
者
と
し
て
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
は
‘

[＿

]
S

の
理
由
に
よ
っ
て
B
級
史
料
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
う
か
と

の
理
由
に
よ
り
、
無
視
す
べ
き
で
も
な

と
考
え
る
。

そ
れ
は
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
補
足
す
る
い
く
つ
か

n

ゴ

シ

ュ

ウ

イ

セ

ン

ダ

イ

ク

ジ

ホ

ン

ギ

フ

ド

キ

マ

ン

ヨ

ウ

シ

ュ

ウ

『
古
語
拾
遺
』
『
先
代
旧
事
本
紀
』
『
風
土
記
』
『
万
葉
集
』

史
料
の
一
っ
と
し
て
頭
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

＊
 

を
創
作
す
る
必
要
性
も
な
か
っ
た
」

現
存
す
る
唯

一
の

無
視
す
る
こ
と
は
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付
言
す
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
現
行
の
多
く

の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
『
記
紀
』
と
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
扱
い

は
本
末
転
倒
で
あ
り
、
と
て
も
奇
妙
な
も
の
に
思
え
る
。

＊
 

伝
』
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
に
は
、
科
学
技
術
に
詳
し
い
人
材
を
大
量
に
投
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

ハ
イ
テ
ク
を
駆
使
し
た
科
学
技
術
的
感
性
に
基
づ
く
研
究
こ
そ

が
、
推
古
天
皇
以
前
の
神
話
的
な
時
代
の
真
相
に
近
づ
く
、
最
善

の
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
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