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月長

部

一景

香

一

言
霊
観
は
、
日
本
人
の
国
語
観
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
信
仰
と
し
て
極
め
て
深
い
も
の
が
あ
つ
た
。　
一
々
の
言
語
や
詞
章
に
は
紳

霊
ま
た
は
精
霊
が
あ
っ
て
、
吉
凶
共
に
言

（
こ
と
）
と
事

（
こ
と
）
と
の
一
致
が
あ
る
と
す
る
考
へ
方
で
あ
る
が
、　
コ
言
霊
」
と
い
ふ

語
の
初
見
が
高
葉
集
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
し
、
．そ
の
信
仰
の
始
源
が
紳
代
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
、
山
上
憶
良
の
長
歌
に

よ
つ
て
明
き
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
た
く
し
は
、

（
一
）

「
言
霊
」
と
名
づ
け
呼
ば
れ
る
そ
の
言
葉
の
た
ま
し
ひ
と
い
ふ
も
の
の
本

体
は
何
か
、　
２
し

一言
霊
は

一
語
々
力
に
あ
る
の
か
、
語
を
連
ね
た

一
聯
の
詞
章
、
文
章
に
あ
る
の
か
、　
３
し

な
ぜ
言
霊
が
宿
る
の

か
、　
べ
四
）
な
ぜ
そ
れ
が
相
手
に
作
用
し
、
事
と
し
て
実
現
す
る
の
が
、
な
ど
い
ふ
点
に
つ
い
て
、
久
し
く
疑
間
を
懐
い
て
来
た
。
今

も
明
解
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
若
千
の
私
見
を
書
き
舒
べ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

ま
づ
第

一
の
、
言
霊
の
本
体
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
今
ま
で
に
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
①
言
語
即
ち
紳
そ
の
も
の
、
②

言
葉
に
神
の
宿
つ
た
も
の
、
③
紳
か
ら
与

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
④
何
と
な
く
入
力
以
上
の
霊
力
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
四
種
に

尽
き
る
が
、
①
は
高
有
稗
教
的
、
汎
紳
論
的
の
信
仰
、
②
は
物
活
論
的
の
考

へ
方
、
０
は
言
語
起
原
説
に
い
ふ
紳
授
説
、
④
は
言
語
崇

五
五

言
霊
観
の
真
意
義



日
本
文
学
論
孜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

拝
か
ら
で
あ
ら
ヶ
。
要
す
る
に
ヽ
古
代
人
の
あ
り
の
ま
ま
の
信
仰
的
国
語
意
識
に
外
な
ら
な
い
。

①
の
、
言
語
即
紳
の
信
仰
は
、
凡
そ
古
代
人
が
持
つ
宗
教
的
本
能
の
所
産
で
あ
る
が
、
特
に
混
血
民
族
で
あ
る
日
本
人
と
し
て
は
、

そ
の
血
液
の
中
に
多
く
を
含
む

ツ
ン
グ
ー
ス
族
伝
来
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
遺
伝
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ら
う
。
昭
和
も
二
十

八
年
に
な
つ
た
現
在
な
は
、
農
村
で
は
、
日
圃
の
隅
、
か
ま
ど
の
側
、
井
戸
端
、
便
所
の
傍
な
ど
に
、
瓦
製
の
小
さ
な
祠
を
置
い
て
ゐ

る
の
を
見
る
が
、
単
純
な
習
慣
、
．土
俗
か
ら
の
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
大
部
分
は
、
日
の
紳
、
か
ま
ど
の
紳
、
井
戸
紳
さ
ま
、
手
水

場
紳
さ
ま
な
ど
の
存
在
を
信
じ
て
ゐ
る
た
め
で
あ
り
、
シ
ャ
■
マ
ニ
ズ
ム
の
根
の
深
さ
、
強
さ
に
驚
ぐ
の
外
は
な
い
。
随
つ
て
、
古
代

人
が
、
不
思
議
な
働
を
持
つ
言
語
を
紳
と
見
た
の
は
、
当
然
以
上
の
当
然
と
い
つ
て
い
い
。
平
田
篤
胤
が

「
言
霊
の
紳
の
幸
は
ふ
こ
れ

（
証

一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

の
国
の
」
と
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
や
、
鹿
持
雅
澄
が
、

言
霊
は
、
言
の
紳
霊
ど
云
て
、
い
ひ
出
る
言
の
は
に
、
自
然
微
妙
霊
徳
あ
る
を
云
ふ
。
（
「古
霞
」

な
一
之
下
）

と
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
荒
唐
無
稽
の
解
釈
だ
と
も
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
言
語
を
紳
と
見
た
と
い
ふ
そ
の
こ
と
に
疑
を
持
つ
の
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
紳
と
見
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
れ
が
事
代
主
祀
、

（計
士
谷
御
杖
の
説
）
甦
蒙
戯
轟
紳

（驚
胤
）
、　
二
百
主
神

（鈴
木
重
胤
）
な
ど
の
や
う
に
特
定
の
紳
に
擬
せ
ら

れ
た
り
、
言
語
と
人
間
と
が
分
離
さ
せ
ら
れ
て
自
主
性
を
失
ふ
こ
と
に
な
り
易
い
点
で
あ
る
。
理
由
の
二
は
、
普
通
に
、
就
詞
は
言
霊

の
信
仰
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
就
詞
言
は
紳
を
祭
り
、
紳
に
所
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
神
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
紳
そ
の
も
の
で
あ
る
言
語
を
以
て
「
群
に
昔
り
な
鵡
詐
」
と
す
る
の

は
不
合
理
と
い
は
ね
ば
な
ら
ん
。
第
二
に
、
就
詞
は
、
事
を
郊
重
に
し
、
所
る
こ
之
の
実
現
を
期
す
る
た
め
に
、
就
詞
言
に
美
辞
麗
句

を
連
ね
、
調
子
を
荘
重
雄
大
に
す
る
が
、
紳
そ
の
も
の
で
あ
る
言
語
を
、
人
為
の
修
辞
的
技
巧
に
利

，用
す
る
の
は
、
神
を
弄
ぶ
こ
と
に



な
り
、
就
詞
の
本
旨
に
添
は
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
第
四
に
は
、
古
事
記
、
景
行
天
皇
の
章
に
は
、
日
本
武
尊
が
息
吹
で
自

猪
に
遭
ひ
、
こ
れ
は
山
の
神
の
使
者
で
あ
ら
う
、
今
殺
さ
ず
と
も
帰
り
で
よ
い
と
言
挙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
山
群
が
自
猪
に
化
身
し
て

ゐ
た
の
で
、
そ
の
崇
で
、
山
中
ひ
ど
く
難
渋
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
言
挙
」
は
、
こ
こ
で
は
、
豪
語
）
広
言
、
揚
言
、
大
言
壮
語
な

ど
の
こ
と
で
、
「
其
の
紳
の
正
身
に
ぞ
あ

，
け
む
を
、
言
挙
し
た
ま
へ
る
に
因
り
て
ハ
惑
は
さ
え
た
ま
へ
る
な
り
。
」
ど
あ
る
通
り
、

豪
語
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
よ
る
崇
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
神
そ
の
も
の
で
あ
る
言
語
の
威
力
が
息
吹
山
紳
の
前
に
は
甚
だ
無
力
で

あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
信
仰
と
し
て
、
寿
詞
と
柱
言
と
の
別
の
あ
る
こ
と
は
、　
二
百
主
紳
が
「
吾
は
悪
事
も

一
証
、
善
事
も

一
言
、
言
離
句
薩
」
と
名
乗
つ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
明
ぎ
ら
か
で
あ
る
が
、
■
本
武
尊
の
場
合
は
、
柱
言
を
吐
い
た
た
め
に
崇
を
受
け

た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
く
、
広
言
を
戒
め
た
の
で
あ
つ
て
、
広
言
と
は
い
へ
、
そ
れ
が
静
言
で
あ
る
限
り
、
無
力
で
あ
つ
た
と
は
考
ヘ

ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
言
語
を
神
そ
の
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
か
う
い
ふ
無
理
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
ｃ
今

一
つ
は
、
高
葉
に

あ
る
夕
占
の
歌
の
テ
ち
、
「
言
霊
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
は
、
巻
第
十

一
の
、

言

霊

の
八
十

の
衛

に
夕
占
問

ふ
占
正
に
昔
る
妹

に
お
ひ
依
ら
む

２
翼

）

こ
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
占
の
種
と
し
た
の
は
、
老
看
男
女
、
貴
賤
群
集
す
る
八
十
の
巻
の
、
八
十
の
道
行
き
人
の
言
葉
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
紳
の
言
葉
、
神
そ
の
も
の
な
ど
と
い
へ
な
い
こ
と
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
０
の
説
は
、
単
純
素
模
な
敬

紳
性
の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

二

②
の
、
言
語
に
詳
の
霊
が
宿
つ
て
ゐ
る
と
見
る
考
へ
方
は
、
言
語
即
神
の
考
よ
り
は
穏
当
で
あ
る
。
山
河
草
木
や
い
ろ
い
ろ
の
動
物
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を
霊
性
を
持
つ
紳
だ
と
す
る
の
は
原
始
的
信
仰
で
あ
る
が
、
物
と
霊
と
を
別
の
も
の
と
し
て
、
山
河
草
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
主
が
あ
り
、

動
物
や
人
間
に
は
必
要
に
応
じ
て
霊
魂
が
宿
る
と
見
る
の
は
、
信
仰
と
し
て
は
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
に
霊
魂
が
あ
る
こ

と
、
そ
れ
は
瀞
の
霊
魂
が
宿
つ
た
も
の
だ
、
と
す
る
考
へ
方
は
、
自
然
に
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
高
葉
の
「
み
た
ま
た
ま
ひ
て
」
（食
こ
、

「
た
ま
ぢ
は
ふ
」
２
英
し
、

「
み
た
ま
た
す
け
て
」
ａ
ｏ占
）
な
ど
は
、
そ
の
信
仰
に
よ
つ
て
の
も
の
で
あ
る
し
、
柿
本
人
麿
の
、

敷
島

の
日
本

の
国
は
言
霊

の
佑

は
ふ
国
ぞ
ま
而
く
あ
り

こ
そ

曾
一言

）

の
解
に
、

『
略
解
』
の
加
藤
千
蔭
が
、

「
事
は
言
、
霊
は
紳
の
御
魂
也
。
言
挙
す
る
時
は
、
其
言
に
紳
の
御
霊
お
は
し
ま
し
て
、
幸
を

な
し
給
へ
り
と
也
。
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
し
、
後
に
音
義
派
の
高
橋
残
夢
が
そ
の
主
著
に
『
霊
の
宿
』
と
名
づ
け
た
の

も
、
そ
の
心
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

こ
の
②
の
考
へ
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
現
れ
方
が
あ
る
。
第

一
は
、
宿
る
討
に
善
紳

（紳
霊
信
仰
）

と
邪
辞

（精
霊
信
仰
）
と
の
あ

る
こ
と
、
第
二
は
、
紳
が
巫
女
、
巫
児
を
媒
体
と
し
て
物
い
ふ
こ
と
、
第
二
は
、
所
蒔
、
ま
じ
な
ひ
、
う
ら
な
ひ
、
タ
ブ
ー
な
ど
と
し

て
、
人
間
の
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
ゐ
る
こ
と
い
な
ど
で
あ
る
。
第

一
は
、
寿
詞
と
柱
言
と
な
つ
て
、

「
幸
あ
れ
。
」
と
い
へ

ば
幸
面
に
、
「
祀
あ
れ
。
」
と
い
へ
ば
不
幸
に
、
相
手
の
運
命
を
左
右
す
る
力
が
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
の
媒
体
介

在
の
形
式
は
、
紳
が
巫
女
、
巫
児
を
通
じ
て
直
接
に
顕
現
乃
至
作
用
す
る
場
合
と
、

『
枕
草
子
』
に
あ
る
護
法
天
童
の
や
う
に
、
法
力

を
使
ふ
修
験
者
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
仏
教
護
持
の
護
法
善
紳
の
使
と
し
て
諄
子
に
乗
り
移
る

（
こ
の
話
で
は
、
乗
移
り
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
）
場
合
と
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
い
ふ
言
葉
は
霊
を
持
つ
も
の
と
し
て
発
言
さ
れ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
第
二

の
、
所
蒔
、
ま
じ
な
ひ
等
た
の
習
俗
と
な
つ
た
も
の
は
、
就
詞
、
古
事
記
、
風
土
記
、
高
葉
集
な
ど
か
ら
、
後
世
の
文
献
に
至
る
ま

で
、
そ
の
例
が
実
に
多
い
。
穂
積
陳
重
の
『
実
名
敬
避
俗
』
や
、
武
田
訪
吉
氏
の
『
紳
と
碑
を
祭
る
者
と
の
文
学
』
や
、
西
村
真
次
の



『
高
葉
集
の
文
化
史
的
研
究
』
や
、
柳
田
国
男
氏
の
『
民
語
覚
書
』
な
ど
が
そ
の
供
給
源
と
な
ら
う
。
そ
の
他
、
女
房
言
葉
、
忌
言

葉
、
縁
起
言
葉
、
姓
名
判
断
な
ど
も
こ
の
②
の
中
の
も
の
で
あ
ら
う
。
言
霊
の
「
た
ま
」
は
、
生
命
の
本
源
と
し
て
の
霊
魂
の
こ
と
と

思
ひ
、
そ
れ
に
背
き
、
そ
れ
を
犯
し
て
は
崇
が
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鬼
性
内
在
或
は
精
霊
内
在
の
信
仰
と
し
て
、
紳

性
乃
至
紳
霊
内
在
の
信
仰
と
同
坐
さ
せ
て
い
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

③
の
ヽ
静
か
ら
与
へ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
す
る
信
仰
は
、
０
と
も
②
之
も
紛
れ
る
の
で
あ
る
が
、
言
語
学
的
に
区
別
す
れ
ば
、
紳

授
説
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
学
的
も
し
ぐ
は
国
語
学
的
に
主
張
し
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
歌
文
の

中
に
そ
の
考
ら
し
い
も
の
が
閃
き
見
え
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、　
ど
に
か
く
、一
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
賀
茂
真
淵

の

『
語
意
』
に
、　
で
」
と
ヽ
ふ
は
天
地
の
ち
ヽ
は
ヽ
の
教
也
。
」
と
あ
る
の
が

一
つ
。　
で
」
と
ヽ
ふ
」
は
「
言
語
」
の
こ
と
で
、
言
語
は

天
地
の
始
祀
か
ら
教
へ
ら
れ
、
授
け
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
今

一
つ
は
、
上
国
高
年
、
松
井
簡
治
共
著
の
『
大
日
本
国
語
辞
典
』

に
「
こ
と
だ
ま
」
の
引
例
之
し
た
藤
原
清
輔
の
「
寄
レ紳
説
」
で
、

た
ら
ち
ね
の
神

の
賜

ひ
し
こ
と
だ
ま
は
千
代

ま
で
守
れ
年
も
限
ら
ず

と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
真
淵
は
特
に
五
十
聯
音
の
い
み
じ
さ
に
感
動
し
て
そ
れ
を
い
ひ
、
本
居
宣
長
は
清
音
本
位
の
美
し
さ
に
つ

い
て
、
雅
澄
は
皇
神
の
道
に
つ
い
て
、
残
夢
は
和
歌
の
徳
に
つ
い
て
、
黒
沢
翁
満
は
特
に
テ
ニ
ヲ
ハ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
言
霊
の
は

た
ら
き
を
認
め
た
の
は
、
特
殊
の
面
に
お
い
て
紳
授
説
を
採
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
言
霊
の
本
体
と

見
る
こ
と
は
、
今
は
時
代
錯
誤
の
設
を
受
け
ね
ば
な
ら
ん
。

紳
授
説
に
含
む
べ
き
も
の
に
、
江
戸
終
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
賑
は
し
た
言
霊
派
、
音
義
派
が
あ
る
。
篤
胤
象
観
酔
勲
幹
残
）
、

橘
守
部
毎
嫁
四．ｒ
特
残
）、
残
夢
籠
嫁
塾
肇
歿
）
な
ど
に
始
ま
り
、
大
国
隆
正
、
富
樫
広
蔭
を
経
て
、
堀
秀
成
鍮
貼
定
針
特
歿
）
に
終
滅
し
た

言
霊
観
の
真
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



日
本
文
学
論
孜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェハ
○

が
、
守
部
が
五
十
音
図
の
一
音
毎
に
、
紳
授
具
有
の
意
義
が
あ
る
と
し
て
、
例
へ
ば
、
「
喘
の
音
に
は
「
栞
、
歯
、
葉
、
羽
、
端
な
ど

の
如
く
物
を
切
り
分
か
ち
離
つ
意
の
一
統
あ
り
。
…
…
正
酬
に
歎
息
の
一
統
あ
る
は
、
瑚
行
と
同
じ
く
喉
音
な
る
が
故
輝
”
。
」
と
い

ふ
風
に
、　
一
音

一
義
説
を
唱
へ
た
の
が
い
秀
成
に
な
る
と
、
「
父
母
の
音
は
一
音
に
五
義
を
具
へ
、
三
十
六
の
子
音
は
一
音
に
三
義
を

伝
へ
、
…
…
此
等
の
一
音
毎
に
開
合
、
軽
重
、
出
入
、
昇
降
、
縮
張
、
清
濁
の
六
種
の
別
あ
る
こ
と
、
及
び
経
緯
の
二
行
ば
天
地
の
真
理

に
合
し
、
霊
妙
な
る
作
用
を
具
備
せ
る
こ
と
を
考
へ
角
ぶ
察
。
」
と
い
ふ
風
に
複
雑
に
、
同
時
に
抽
象
的
に
考
へ
ら
れ
て
来
た
。
こ
の

音
義
説
は
な
か
な
か
根
深
く
、
大
島
正
健
著

『
国
語
の
組
織
』
象
肛
甚
害
刊
）、
井
口
丑
二
著

『
日
本
語
源
』
象
江
計
短
杵
刊
）、
賀
茂
百
樹

著

『
日
本
語
源
』
鍮
加
計
加
符
刊
）に
ま
で
脈
を
可
い
て
ゐ
る
が
、
国
語
観
と
し
て
は
「
江
戸
末
期
的
症
状
之
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
国
学

興
隆
の
潮
に
乗
つ
た
偏
狭
な
考
へ
方
に
過
ぎ
な
い
。
言
霊
の
本
体
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

④
の
、
人
力
以
上
の
霊
力
が
あ
る
と
す
る
考
へ
方
は
、
神
秘
の
世
界
か
ら
離
れ
た
解
釈
で
、
む
し
ろ
古
代
人
の
心
理
を
浅
解
も
し
く

は
曲
解
す
る
こ
と
に
な
ら
う
が
、
静
と
も
紳
霊
と
も
考
へ
な
い
境
に
言
霊
の
力
を
認
め
る
こ
と
は
誤
で
な
い
。
超
自
然
的
、
超
人
間
的

な
不
可
思
議
の
力
と
そ
の
数
果
と
は
、
言
語
に
対
す
る
長
怖
の
心
を
起
さ
し
め
、
言
語
崇
拝
と
な
つ
て
、
　
・
そ
れ
に
霊
力
、
―
―
善
に
は

威
力
、
悪
に
は
魔
力
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
力
の
源
即
ち
言
霊
の
本
体
が
何
か
と
い
ふ
点
で
は
、
先
人
の
解
明
が
十
分
で
な
い
。

本
稿
の
初
に
挙
げ
た

（
二
）

（
三
）

（
四
）
の
疑
を
追
及
す
る
間
に
考
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

三

わ
た
く
し
が
疑
間
と
し
て
掲
げ
た
第
二
は
、
言
霊
は
一
語

一
語

（
ま
た
は
一
語
一
字
）
に
あ
る
の
か
「
語
を
連
ね
た
一
聯
の
文
に
あ

る
の
か
、
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
づ
二
大
家
の
解
説
を
挙
げ
て
み
る
。



ど
ん
な
語
の
断
片
に
も
言
語
精
霊
が
港
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
完
全
な
言
語
の
一
続
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
外
に
は
嘗
て
一
続

き
の
形
で
あ
つ
た
言
語
の
断
片
化
し
て
残
つ
た
も
の
、
即
ち
い
ま
は
断
片
化
し
て
ゐ
る
が
本
来
の
意
味
を
そ
の
使
用
法
に
よ
つ
て
感
ず
る
こ
と
の
で

き
る
詞
、　
こ
れ
以
外
に
は
言
霊
が
内
在
す
る
と
見
た
と
は
い
へ
ぬ
。
…
…

（言
語
精
霊
は
）
、
意
訳
し
て
文
章
精
霊
ま
た
詞
章
精
霊
と
書
い
て
、

「
こ
と
だ
ま
」
と
す
る
方
が
誤
解
は
な
か
ら
う
。

（
『
国
史
大
辞
典
』
四
、

「
言
霊
信
仰
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

こ
れ
は
折
口
信
夫
氏
の
文
で
あ
る
。
ま
た
、
金
田

一
京
助
氏
は
、
高
葉
集
巻
第
五
、
憶
良
の

「
そ
ら
み
つ
　
大
倭
の
国
は
、
皇
紳
の

厳
し
き
国
、
言
霊
の
　
幸
は
ふ
国
と
」
云
力
の
長
歌
に
つ
い
て
、
真
淵
が
こ
の
歌
に
註
釈
し
て
、　
コ
百
霊
は
、
い
ふ
言
に
即
ち
紳
の
霊

ま
し
て
、
助
く
る
よ
し
、
」
と
あ
る
は
吉
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
千
蔭
が
、　
コ
一一墨
立
云
々
の
二
句
は
、
即
ち
此
歌
に
も
紳
霊
あ
つ

て
、
つ
つ
が
な
く
帰
り
た
ま
は
ん
の
意
を
以
て
い
へ
り
。
」
と
い
っ
た
の
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

『
言
ふ
と
さ
う
な
る
』
と
い
ふ
古
獲
な
信
仰
か
ら
、

『歌
』
と
い
ふ
詞
章
に
諄
秘
を
考
へ
る
思
想
へ
の
推
移
で
あ
つ
て
、
…
…
今
度
は
『
物
を
言
ふ

，
こ
と
』
で
は
な
ぐ
し
て
、
そ
の
『
表
現
』
の
こ
と
に
移
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
を
発
す
る

（或
は
書
き
つ
け
る
）
こ
と
そ
れ
自
ら
の
こ
と
で

は
な
く
し
て
、
口
を
発
し
た

（或
は
物
に
書
き
っ
け
た
）
所
の
詞
章
そ
の
も
の
の
内
容
の
方
へ
移
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
『
表
現
す
る
こ
と
』

か
ら
、

『
表
現
さ
れ
た
も
の
』
へ
の
移
動
で
あ
る
。

（
二
早
並
を
め
ぐ
り
て
』
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

右
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
言
語
活
動
の
紳
霊
観
と
言
語
表
現
の
静
霊
観
と
名
づ
け
、
更
に
言
霊
派
の
考
を
言
語
機
構
の
諄

霊
観
と
し
て
、
古
来
の
言
霊
観
を
三
種
に
分
類
し
た
中
の
二
例
と
し
た
の
で
、　
一
語
が

一
文
か
へ
の
解
答
に
は
な
ら
な
い
が
、

「
言
」

と

「
表
現
し
、
即
ち
、
部
分
と
全
体
と
を
対

比
し
た

一
解
と
は
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
推

定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
の
考

は
、
こ
の
二
人
家
の
説
と
は
正
反
対
で
あ
る
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
わ
た
く
し
は
、　
一
文
章

（
詞
章
）
ま
た
は

一
談
話
に
言
霊
が
あ
る

こ
ど
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、　
一
語
に
も
、
更
に

一
文
字
に
さ
へ
も
、
そ
れ
が
あ
る
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
う
決
定
す
る
こ
と
に
よ

言
霊
観
の
真
意
義
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一ハ
二

日
本
文
学
論
孜

つ
て
、
言
霊
の
本
体
も
お
の
づ
か
ら
明
き
ら
か
に
な
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

一
つ
の
理
由
は
、
言
霊
は
、
金
田

一
氏
の
い
ふ
通
り

「
言
ふ
と
さ
う
な
る
」
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
吉
凶
に
つ
い
て
い
は
れ
て
来

た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
が
一″
ｏ
だ
が
ヽ
い
く
ら
古
代
人
と
は
い
へ
、
彼
等
の
言
語
生
活
は
そ
ん
な
に
狭
苦
し
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
で

あ
ら
”
。
吉
は
耐
証
、
麦
証
ヽ
凶
ぼ
樽
計
、
奥
記
な
ど
と
」
ば
れ
な
が
ら
、
そ
の
他
の言
奏
に
つ
い
て
一カ
の
呼
び
方
が
な
い
の
は
、

そ
の
必
要
も
な
い
し
、
不
可
能
で
も
あ
り
、
ま
た
無
意
味
で
も
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
、
だ
か
ら
吉
凶
以
外
の
言
文
が
日
常
に
存
在
し
な

か
つ
た
と
い
ふ
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
随
つ
て
、
吉
凶
と
吉
凶
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
が
あ
つ
た
こ
と
は
容
易
に
推
定
さ
れ
る

し
、
更
に
、
片
言
隻
語
に
つ
い
て
も
、
吉
凶
並
び
に
吉
凶
以
外
の
占
の
多
か
つ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

理
由
の
二
は
、
就
詞
が
美
辞
一麗
句
を
連
ね
る
必
要
の
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
は
一
語

一
字
に
つ
い
て
の
修
辞
に
も
亙
つ
て
の
こ

と
で
、
言
霊
を
籠
め
る
心
は
、
そ
れ
に
も
及
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。

理
由
０
三
は
、
折
日
氏
も
挙
げ
た
高
葉
集
巻
第
十
一
の
夕
占
の
歌
（一一二〇０
や
、
里
ｏ
、当
六
、元
大

の
夕
占
は
、
街
頭
往
来
の
人
々
が
ゆ

く
り
な
く
い
ふ
言
葉
を
占
の
種
と
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
ま
と
ま
つ
た
一
聯
の
談
話
に
よ
つ
て
も
占
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
石
占
含
一３
、

足
卜
２
・き
、
亀
卜
（天
一ｔ
な
ど
と
併
せ
考
へ
て
み
る
と
、
ま
と
ま
つ
た
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
断
片
的
な
も
の
に
よ
り
多
く
組
る
心
理

が
強
い
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

今

一
つ
、
理
由
の
四
と
し
て
、　
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
大
江
匡
房
の
『
江
談
抄
』
に
あ
る
話
、
ト
ー
上
東
門
院
が
一
条
院
の
女
御
て

あ
つ
た
時
、
御
帳
の
内
に
一
匹
の
大
の
子
が
慮
外
に
も
人
り
込
ん
で
来
た
の
を
怪
し
み
恐
れ
て
、
入
逍
藤
原
道
長
に
中
ｔ
入
れ
た
の

で
、
道
長
は
大
江
匡
衡
を
召
し
て
密
々
に
こ
の
事
を
昔
げ
る
と
、
匡
衡
の
い
ふ
に
は
、
極
め
て
御
慶
賀
の
こ
之
で
、
皇
子
御
出
産
の
徴

が
あ
る
。

「
犬
の
字
は
、
こ
の
点
を
大
の
字
の
下
に
付
く
れ
ば
太
の
字
也
。
上
に
付
く
れ
ば
天
の
字
也
。
之
を
以
て
之
を
謂
へ
ば
、
皇



子
出
で
来
給
ふ
べ
し
。
さ
て
立
太
子
、
次
の
天
子
に
至
り
給
ふ
か
。
入
道
殿
大
に
感
悦
せ
し
め
給
ふ
の
間
、
御
懐
雄
あ
り
。
後
朱
雀
院

天
皇
を
産
み
奉
ら
し
む
る
也
。
此
の
事
秘
事
也
。
退
席
の
後
、
匡
衡
私
か
に
件
の
字
を
勘

へ
し
め
て
家
に
伝

へ
し
む
。
」
と
い
ふ
の
で

あ
る
。
上
東
門
院

（炒
ひ
欧
り

は
後

一
条
、
後
朱
雀
二
帝
の
生
母
。
藤
原
盛
期
に
か
う
い
ふ
一
字
の
占
が
あ
つ
た
こ
と
か
ら
推
及
し
て

も
、
古
代
人
が

一
語

一
宇
に
も
言
霊
が
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
た
こ
と
が
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
言
霊
は
、　
一
語
、　
一
文
、
い
づ
れ
に
も
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
荀
も
言
語
と
し
て
発
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
あ
る
と
す
る

の
が
妥
当
で
あ
ら
う
。
或
物
に
は
宿
り
、
或
物
に
は
憑
か
な
い
な
ど
い
ふ
差
別
的
な
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（
四
）
な
ぜ
そ
れ
が
相
手
に
作
用
し
、
事
と
し
て
実
現
す
る
か
、
の

次
い
で
残
る
も
の
は
、　
３
し

な
ぜ
言
語
に
言
霊
が
宿
る
か
、

二
疑
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
宿
る
」
を
問
題
と
し
た
理
由
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
或
は
い
は
で
も
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
言
霊
の

本
体
に
つ
い
て
①
か
ら
④
ま
で
の
説
を
挙
げ
た
う
ち
の
①
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
は
、
詳
し
く
私
見
を
明
き
ら
か
に
し
た
し
、
③
の
言

霊
説
、
音
義
説
も
、
言
語
学
上
す
で
に
学
的
価
値
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
根
本
義
に
お
い
て
０
に
一
致
も
し
く

は
相
通
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
問
題
外
と
し
て
差
支
は
■
い
で
あ
ら
う
。
す
る
と
、
②
の
、
神
或
は
耐
霊
の
宿
つ
た
も
の
と
い
ふ
説

と
、
④
の
、
人
力
以
上
の
霊
力
が
あ
る
と
い
ふ
説
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
本
源
を
探
求
す
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
。　
　
・

ま
づ
、
②
の
、
静
が
宿
る
と
い
ぶ
考
へ
方
は
、
宿
る
紳
ど
宿
ら
れ
る
言
語
と
の
二
物
分
立
の
事
実
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ね
ば
な

ら
ん
。
な
ぜ

「
宿
る
」
か
と
い
へ
ば
、
恐
ら
く
吉
代
人
の
物
活
論
的
ま
た
は
生
気
主
義
的
信
仰
に
基
づ
く
で
あ
ら
う
し
、
言
語
は
死
物

で
な
る
が
、
神
は
生
き
物
だ
か
ら
、
時
に
応
じ
て
言
語
の
中
に
入
り
、
言
語
に
威
力
も
し
↑
は
魔
方
を
与
へ
、
そ
の
力
に
■
つ
て
発
言

エハ
一一一

言
霊
観
の
真
意
義
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ェハ
四
　
・

者
の
心
が
相
手
に
実
現
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
④
の
場
合
は
い
こ
の
「
神
」
の
代
り
に
何
か
の
「
霊
」
が
宿
る
と
考

へ
た
の
で
あ

ら
う
。
言
語
は
言
語
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
同
時
に
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
が
生
き
物
と
な
り
、
言
霊
を
現
す
の
は
、
生
き
物
が
入
り
込

む
こ
と
に
よ
つ
て
言
語
が
生
き
物
と
な
る
か
ら
だ
と
考

へ
た
の
で
あ
ら

，
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
考

へ
て
も
、

「
何
か
の
霊
」
と
い
つ

た
だ
け
で
は
、
言
霊
の
本
体
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。

「
霊
」
と
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
が
明
瞭
で
な
い
か
ら
だ
。

わ
た
く
し
は
、
本
稿
の
結
論
と
し
て
、
言
語
に
宿
る

「
霊
」
は

「
人
霊
」
で
あ
る
と
し
た
い
。
②
の
場
合
は
、
紳
霊

（
善
、
威
力
の

源
）
、
精
霊

（
邪
、
魔
力
）
、
④
の
場
合
は
人
霊
、
こ
の
三
者
を
、
古
代
人
は
、
意
識
的
に
、
ま
た
無
意
識
的
に
考

へ
て
ゐ
た
と
思
ふ

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
疑
間
と
な
る
の
は
、
紳
も
、
霊
も
、
超
自
然
「
超
人
間
の
存
在
で
あ
る
が
、
紳
は
全
智
全
能
で
あ
る
か
ら
言
語
に
宿
る
こ
と

．も
自
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
霊
に
は
そ
の
自
在
力
が
ぁ
る
か
否
か
の
点
で
あ
る
。
殊
に
、
そ
れ
が
人
霊
い
―
―
人
間
界
の
も
の
で
あ
る

と
す
る
と
、
さ
う
い
う
力
の
有
無
は
一
応
疑
は
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
、
次
の
や
う
に
考
へ
る
。

一
、
言
霊
は
、
さ
き
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
文
章
、
詞
章
、　
一
語
、　
一
字
、
す
べ
て
の
も
の
に
あ
る
。

一
、
但
し
、
書
代
人
は
、
言
霊
は
、
人
間
の
発
言
、
発
文

（文
章
の
意
味
で
。
）
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
活
動
し
て
ゐ
る
と
は
思
つ
て
ゐ

な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
本
稿
で
、
「
必
要
に
応
じ
て
」
、

「
時
に
応
じ
て
」
と
書
い
て
来
た
通
り
、
言
霊
を
必
要
と
し
た
場
合
に
そ
の

活
動
を
信
じ
た
の
で
、
言
霊
は
、
場
面

（
ン
チ
ュ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
で
。
）
と
要
求

（個
人
的
。）
と
を
必
要
条
件
と
し
た
で
あ
ら
う
。

一
、
個
人
的
要
求
と
は
、
相
手
に
と
つ
て
の
こ
と
と
自
己
に
関
す
る
こ
と
の
就
賀
、
所
願
、
そ
の
他
何
事
で
も
、
必
要
な
場
面
に
こ

れ
を
言
語
に
出
せ
ば
そ
の
通
り
に
し
た
い
、
つ
ま
り
、
根
本
は
自
己
の
要
求
か
ら
出
発
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

一
、
自
己
の
要
求
を
言
語
を
以
て
表
現
す
る
場
合
、
き
つ
か
け
と
し
て
は
、
そ
れ
は
自
己
の
言
語
で
も
、
他
人
の
言
語
で
も
い
い



が
、
そ
の
言
語
は
自
己
の
就
賀
或
は
呪
咀
の
志
向
及
び
所
願
の
た
め
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
上
で
、
何
か
の
力
に
よ
つ
て
霊
を
宿
さ
ね

ば
な
ら
ん
。
紳
か
、
紳
で
な
け
れ
ば
霊
。
そ
の
宿
す
力
は
、
自
己
が
作
る
の
で
あ
る
。

一
、
他
人
の
言
語
で
も
い
い
が
、
と
い
ふ
の
は
、
夕
占
、
辻
占
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
発
言
す
る
人
の
言
語
に
は
も
ち
ろ
ん
霊

は
籠
つ
て
ゐ
な
い
が
、
そ
れ
を
聞
く
身
に
な
つ
て
の
心
に
霊
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
言
葉
を
自
分
の
言
葉
と
す
る
、
即
ち
、

聞
く
人
に
言
葉
が
乗
り
移
り
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
霊
に
よ
つ
て
生
命
あ
る
も
の
と
な
る
。
聞
く
人
が
み
づ
か
ら
巫
女
、
巫
児
の
役
を
す

る
の
で
あ
る
。

一
、
さ
う
い
ふ
力
を
自
己
が
ど
う
し
て
作
る
か
。
意
向
、
所
願
が
、
強
く
、
深
く
、
直
く
、
ひ
た
向
き
の
場
合
に
は
、
心
力
、
念
力

が
言
語
に
憑
く
や
う
な
気
持
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
憑
き
、
乗
り
移
つ
た
心
力
、
念
力
は
、
言
語
の
霊
と
な
つ
て
、
吉
凶
、
善
悪
共
に

自
分
の
思
ふ
通
り
の
こ
と
を
遂
げ
さ
せ
て
く
れ
る
と
信
じ
た
で
あ
ら
う
。
首
尾
両
端
、
右
顧
左
時
、
曖
昧
模
糊
、
中
途
半
端
で
は
言
霊

は
働
か
な
い
。

一
、
古
代
人
は
、
か
う
い
ふ
こ
と
の
幾
多
の
経
験
の
末
、
人
力
以
上
の
働
を
示
す
言
語
を
、
紳
そ
の
も
の
と
か
、
紳
か
ら
与
へ
ら
れ

た
も
の
と
か
、
少
く
と
も
霊
妙
不
可
思
議
な
生
命
が
あ
る
と
考
べ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
思
ひ
な
が
ら
も
、
こ
の
霊
妙
不
可
思
議
な
生
命

の
源
と
な
つ
た
自
己
を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
私
見
は
、
今
風
の
解
釈
に
す
れ
ば
、
ヘ
ル
デ
ル
、
／
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
リ
ッ
プ
ス
あ
た
り
の
自
己
移
入
「
感
情
移
入
の
学
説
に

照
ら
し
考
へ
れ
ば
、
荒
唐
無
稽
の
見
解
と
は
い
へ
な
い
。
人
が
自
然
に
深
く
没
入
す
る
極
点
に
は
、
全
く
自
然
と
一
体
と
な
り
、
我
と

非
我
と
の
対
立
は
消
滅
し
、
観
察
さ
れ
て
ゐ
る
対
象
は
人
間
化
さ
れ
、
そ
の
中
に
人
間
の
精
神
が
投
入
さ
れ
、
人
間
自
身
の
内
的
生
命

の
象
徴
と
し
て
表
れ
る
、
と
い
ふ
／
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
説
は
ヽ
言
霊
が
自
己
か
ら
出
発
す
る
も
の
、
自
己
対
言
語
の
間
に
同
化
融
合
が
行

言
霊
観
の
真
意
義
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ハ

は
れ
て
、
新
し
い
生
命
力
を
発
揮
す
る
と
信
じ
た
古
代
人
の
信
仰
を
、
事
を
変
へ
て
説
明
し
得
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。

要
す
る
に
、
④
に
お
い
て
わ
た
く
し
が
見
よ
う
と
し
た
言
霊
の
本
体
は
、
神
で
も
な
ぐ
、
神
霊
で
も
、
精
霊
で
も
な
く
、
人
霊
で
あ

る
。
自
己
の
強
く
、
深
く
、
直
く
、
ひ
た
む
き
な
志
向
、
所
願
の
力
が
言
語
の
上
に
霊
化
し
て
働
き
、
言
語
は
そ
の
霊
を
活
動
せ
し
め

て
、
発
言
者
も
し
く
は
発
文
者
の
志
向
ヽ
所
願
を
相
手
の
上
に
具
象
化
す
る
、
―
―
即
ち
、
言
霊
は
言
葉
の
た
ま
し
ひ
で
あ
る
が
、
そ

の
本
源
は
自
己
に
あ
る
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
　
　

．

憑
く
、
乗
り
移
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
は
荒
唐
無
稽
と
思
は
れ
る
が
、
古
代
人
に
は
普
通
の
こ
と
で
、
偶
然
の
現
象
で
も
、
自
分
の

心
に
叶
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
を
超
現
実
界
の
何
物
か
の
力
と
し
た
。
随
つ
て
、
事
に
傾
心
し
、
事
を
所
願
す
れ
ば
、
必
ず
そ
れ
が
実

現
す
る
と
の
信
念
を
も
つ
て
ゐ
た
こ
と
も
、
精
神
生
活
の
単
純
な
彼
等
に
は
当
然
で
あ
つ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
憶
良
の

「
好
去
好
来

歌
」
に
っ
ぃ
て
窪
田
空
穂
氏
が
説
か
れ
た
中
に
、
わ
た
く
し
は

一
証
を
発
見
ｔ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

起
首
で
突
然
、

「大
倭
の
国
は
皇
紳
の
厳
し
き
国
」
と
云
ひ
、
そ
れ
と
対
立
さ
せ
て
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
云
ひ
、
そ
れ
を
諄
代
よ
つ
の
信
仰

と
し
、

「
今
の
世
の
人
も
見
た
り
知
り
た
り
」
と
、
そ
の
信
仰
は
実
現
し
て
ゐ
る
も
の
だ
と
力
強
く
云
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
一
見
国
柄
を
讃
美
し
て

ゐ
る
言
葉
の
如
く
聞
え
る
が
、
作
意
は
そ
こ
に
は
な
く
、
遣
唐
使
の
難
航
路
を
守
護
す
る
紳
威
の
力
を
、
広
成
の
乗
る
官
船
の
上
に
招
来
し
よ
う
と

の
心
よ
り
云
つ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
遣
唐
使
は
無
論
勅
使
で
あ
る
。
勅
使
に
対
し
て
は
我
が
国
の
前
々
は
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
心
を
も
つ
て

加
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
加
護
は
、
言
霊
と
微
妙
な
る
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
今
そ
の
加
護
の
さ
ま
を
言
葉
と
し
て
云
ひ
現
せ

（
註
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ば
、
そ
の
言
葉
に
は
言
霊
の
威
力
が
加
は
つ
て
、
加
護
は
そ
の
言
葉
通
り
の
も
の
と
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
も
の
が
溶
け
合
つ
て
一
つ
と
な
つ
た
も
の
が
こ
の
歌
の
中
心
で
、
海
路
平
安
を
護
る
た
め
に
、
天
紳
地
祗
、海
の
詳
た
、

山
の
諄
力
が
、
船
に
手
を
懸
け
、
導
く
こ
と
で
あ
ら
う
か
ら
、
恙
な
く
往
復
し
て
早
く
帰
れ
る
や
う
に
、
と
、
「
強
く
、
重
い
就
ひ
」



とヽ
し
て
広
成
に
言
葉
を
以
て
与

へ
た
も
の
だ
と
の
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
冒
頭

「
皇
紳
」
と

「
言
霊
」
を
単
な
対
句
と
見
な
い
で
、
諄

の
力
を
広
成
の
船
の
上
に
招
来
し
よ
う
と
の
心
か
ら
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
た
の
は
、
氏
の
新
見
で
あ
り
、
紳
力
の
加
護
の
理
由

と
、
そ
れ
と
言
霊
と
の
関
係
を
示
し
た
点
も
、
新
見
で
あ
り
、
真
解
で
あ
る
、
古
代
人
の
、
憑
く
、
乗
り
移
る
こ
と
の
信
念
に
つ
い
て

も
、
氏
の
見
解
は
深
い
。

さ
て

（
四
）
の
、
な
ぜ
言
霊
が
相
手
に
作
用
し
、
事
と
し
て
実
現
す
る
か
と
い
ふ
点
に
つ
い
て
は
、
対
象
に
対
す
る
自
己
移
入
の
結

果
と
し
て
当
然
現
れ
る
現
象
だ
と
見
て
い
い
で
あ
ら
う
。
ひ
と
り
言
「
丑
の
刻
参
り
式
の
呪
な
ど
で
も
、
相
手
に
何
か
の
影
響
が
あ
る

と
信
じ
て
ゐ
た
ぐ
ら
ゐ
で
あ
る
か
ら
、
直
接
相
手
に
い
ふ
場
合
、
神
霊
、
精
霊
で
も
、
人
霊
で
も
、
そ
の
影
響
が
な
い
と
思
ふ
は
ず
は

な
い
。
藤
原
有
房
が
歌
道
を
説
い
た

『
野
守
鏡
』
鍛
車
九〓ｒ
僣
作
）
の
中
に
、　
　
　
　
　
　
．

和
歌
は
善
悪
の
心
に
通
へ
る
ゆ
ゑ
、
こ
と
に
禁
忌
の
詞
を
い
ま
し
め
侍
り
。
経
信
卿
、
承
暦

（自
河
）
の
歌
合
に
、
対
が
代
は
つ
き
じ
と
思
ふ
諄
風

や
み
も
す
そ
川
の
す
ま
む
か
ぎ
り
は
、
と
よ
め
り
け
る
に
よ
り
て
、
御
門
の
御
宝
算
延
び
さ
せ
お
は
し
ま
す
よ
し
、
夢
の
告
な
む
あ
り
け
る
。

と
い
ふ

一
節
が
あ
る
。
昔
に
は
少
し
も
を
か
し
く
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
民
謡
に
、

苗
を
取
れ
や
　
い
な
ご
は
ど
こ
に
追
ひ
や
る
　
い
な
ご
は
　
し
み
せ
ん
の
山
に
お
ひ
や
る
　
登
り
て
　
さ
か
き
の
枝
に
と
ま
つ
た

と
い
ふ
の
が
あ
り
、
柳
田
国
男
氏
が
、
そ
の
解
に
、

「
イ
ナ
ゴ
は
害
虫
だ
が
、
ま
だ
田
植
の
頃
は
居
な
い
。
そ
の
居
ら
ぬ
害
虫
を
追
ふ

Ｌ
い
ふ
の
は
予
防
で
あ
り
、
又
ま
じ
な
ひ
の
歌
で
ぁ
翻
¨

」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
は
、
農
業
立
国
で
あ
つ
た
日
本
の
民
謡
と
し
て
は
ほ
笑

ま
し
い
が
、
か
う
い
ふ
文
芸
性
の
豊
か
な
、
間
接
叙
法
で
す
ら
、
ま
じ
な
ひ
の
数
果
が
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
農
民
の
言
霊

信
仰
の
画
白
さ
が
あ
る
。

本
居
宣
長
の

『
う
ひ
山
ふ
み
』
の
「
高
葉
集
を
よ
く
ま
な
ぶ
べ
し
」
の
項
に
、
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八

ま
づ
犬
か
た
人
は
、
計
が
裂
と
．ｒ
ノ
ヽ
そ
０
さ
ま
大
抵
相
か
な
ひ
て
、
似
た
る（が
一に。
ｒ
…
…

と
あ
る

一
節
は
、
賢
愚
、
男
女
、
古
今
に
よ
つ
て
そ
の

「
さ
ま
」
に
差
別
が
あ
る
こ
と
を
い
ふ
た
め
に
い
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
言

霊
に
お
い
て
、
こ
と

（
言
）
即
ち
事

（
こ
と
）
、
そ
れ
は
心

（
こ
こ
ろ
）
の
表
現
に
外
な
ら
ん
と
す
る
こ
と
の
参
考
と
な
ら
う
。

五

最
後
に
問
題
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。
言
霊
観
に
は
、
唐
文
化
に
対
す
る
対
抗
意
識
を
含
ん
で
は
ゐ
な
か
つ
た
か
、
と
い
ふ
点
で
あ

る
。′
昭
和
八
年
九
月
初
刊
の
わ
た
く
し
の
著

『
現
代
作
文
新
講
』
に
こ
の
こ
と
を
書
い
て
お
い
た
が
、
今
も
な
ほ
こ
の
こ
と
を
以
て
上

代
人
の
心
理
を
な
つ
か
し
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
高
葉
の
い
憶
良
と
人
麿
と
の
歌
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
遣
唐
使
送
別
の
詩
で
あ
る
と

し
て
、
以
下
、　
ヨ
追
唐
使
と
い
へ
ば
ハ
文
化
の
低
か
つ
た
そ
の
頃
の
日
本
か
ら
、
先
進
国
の
唐
へ
遊
学
に
行
く
人
で
あ
る
か
ら
、
行
く

人
も
、
送
る
人
も
、
多
少
と
も
心
の
引
け
め
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
疑
つ
て
ゐ
る
。
殊
に
送
別
の
詩
を
認
め
る
に
も
、

た
と
ひ
そ
れ
を
高
葉
仮
名
と
し
て
日
本
化
し
て
ゐ
る
と
は
い
べ
、
支
那
伝
来
の
漢
字
の
助
を
借
ら
ね
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
日
本
は
ロ

舌
を
弄
す
る
国
で
は
な
い
か
ら
、
徒
ら
に
言
挙
は
し
な
い
、
し
か
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
言
霊
が
幸
を
与
へ
、
助
を
与
べ
て
で
、れ
る
の

だ
。
負
け
ず
に
や
つ
て
来
た
ま
へ
、
と
い
ふ
や
う
な
激
励
の
心
持
を
含
む

・
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
独
断
に
過
ぎ
な

い
。
或
は
、
支
那
は
文
字
の
国
だ
が
、
日
本
は
言
葉
の
国
で
あ
る
。
漢
字
を
借
り
用
ゐ
て
も
、
日
本
言
葉
の
表
現
の
た
め
に
は
ま
だ
ま

だ
不
自
由
だ
ら
け
で
、
完
全
に
書
き
表
は
せ
な
い
の
は
、
日
本
の
言
葉
に
神
秘
な
生
命
が
あ
り
、
生
き
て
栄
え
る
か
ら
だ
、
ど
の
心
持

で
も
あ
つ
た
ら
う
か
。
」
―
―
こ
ん
な
風
に
書
い
た
の
で
あ
る
。
全
く
漁
断
で
あ
ら
う
。
太
平
洋
戦
争
中
、
河
野
省
三
氏
が
、
『
国
民

精
神
文
化
研
究
』
轟
一一し
で
、
「
外
国
の
文
字
の
文
化
に
対
し
て
、
わ
が
国
語
の
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
い
ふ
か
。
」
と
い
っ
て
ゐ
た
の



は
、
戦
争
が
い
は
せ
た
気
朱
も
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
言
葉
に
対
す
る
誇
は
、
古
事
記
の
序
文
で
、
太
安
高
侶
が
、
す
で
に
、

然
る
に
上
古
の
時
、
言
意
丼
に
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、
字
に
於
て
即
ち
難
し
。

か
う
い
う
歎
息
を
以
て
示
し
て
ゐ
る
の
だ
し
、
続
日
本
後
記
に
あ
る
興
面
寺
の
大
法
師
等
が
、
仁
明
天
皇

ゑ
五一∝
き

の
初
老
四
十
歳

の
賀
に
奉
つ
た
と
い
ふ
長
歌
の
中
に
、

事
の
詞
は
　
こ
の
国
の
　
本
つ
詞
に
　
逐
ひ
侍
り
て
　
唐
の
　
詞
を
仮
ら
ず
　
書
き
記
す
　
博
士
や
と
は
ず
　
比
の
国
の
　
一一一口
ひ
伝
ふ
ら
く
　
日
の

本
の
　
倭
の
国
は
　
一百
霊
の
　
さ
き
は
ふ
国
と
ぞ
　
古
語
に
　
流
れ
来
た
れ
る
　
商
語
に
　
伝
へ
来
た
れ
る

と
あ
る

一
節
に
つ
い
て
、
五
十
嵐
力
の

『
平
安
朝
文
学
史
』
に
は
「

「
こ
れ
は
漢
文
に
反
抗
し
、
純
国
語
の
歌
の
世
界
を
開
か
う
と
い

ふ
意
識
な
く
し
て
言
ひ
得
べ
き
事
で
は
な
い
。
」

と
い
つ
て
あ
る
の
も
、
言
霊
の
一
解
と
い
へ
よ
う
。
芳
賀
矢

一
の

『
国
語
と
国
民

性
』
に
は
、
今
昔
物
語
時
代
に
多
い
当
字
に
つ
い
て
、

「
漢
字
が
渡
来
し
こ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
当
字
を
用
ひ
た
こ
と
は
、　
一
つ

は
国
民
性
の
発
揚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
無
学
の
た
め
に
用
ひ
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
」
と
断
じ
て
も
ゐ
る
。
言
葉
と
文
字
と
の
間
に
何

か
と
苦
労
の
多
か
つ
た
こ
と
の
間
に
、
国
語
に
対
す
る
良
心
と
愛
情
を
失
は
な
か
つ
た
先
祀
の
業
績
は
、
や
は
り
言
霊
精
神
に
よ
つ
て

貫
ぬ
く
も
の
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
応
紳
天
皇
十
六
年
２
〈こ
、
漢
籍
渡
来
と
共
に
日
本
人
は
始
め
て
漢
字
を
知
り
、
十
七
箇
条
憲
法
の

頃
ま
で
約
三
百
年
間
は
漢
文
、
漢
字
の
中
に
育
つ
た
が
、
古
事
記
は
四
百
二
十
七
年
後
、
日
本
書
紀
は
四
百
三
十
五
年
、
高
葉
集
四
百

七
十
年
ば
か
り
、
竹
取
物
語
五
百
七
十
年
、
伊
勢
物
語
六
百
六
十
年
、
源
氏
物
語
ま
で
は
ほ
ぼ
七
百
二
十
年
と
い
ふ
歳
月
を
開
し
て
ゐ

る
。
そ
の
間
の
祀
先
の
苦
心
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
が
、
言
霊
信
仰
乃
至
言
霊
精
神
に
根
ざ
し
た
対
抗
意
識
が
、
そ
の
進
化
に
与
つ
て

力
の
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

（昭
和
二
十
八
年
六
月
）

【誰
】
　
（
し
平
田
篤
胤
著
、
五
十
音
義
訣
。　
２
）
大
言
海
。　
２
）
日
本
書
紀
。
雄
略
記
。　
含
）
枕
草
子
、
す
さ
ま
じ
き
も
の
。　
釜
）
橘
守

言
霊
観
の
真
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェハ
九



日
本
文
学
論
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

部
著
、
助
辞
本
義

一
覧
。　
父
）
堀
秀
成

著
、
言
霊
妙
用
論
。

（
↓

富
山
房

国
史
大
辞
典
。
そ
の
他
。　
父
）
窪
田
空
穂
著
、
万
葉
集
評
釈

第

五
巻
。　
２
）
柳
田
国
男
著
、
民
謡
覚
書
。　
全
３

宣
長
、
古
事
記
伝
。　
一
之
巻
に
も
、
「
抑
意
と
事
と
言
と
は
、
み
な
称
へ
る
物
に
し
て
、
」
云

々
と
あ
る
。


