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は
じ
め
に

　

最
近
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
数
年
前
の
一
時
、「
正
し
い
歴
史
認
識
」

な
る
言
葉
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
し
き
り
に
騒
が
せ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
考
え

て
み
れ
ば
こ
れ
は
奇
妙
な
言
葉
で
あ
る
。「
正
し
い
歴
史
認
識
」
な
ど
と
い

う
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
何
ら
か
の
政
治

的
意
図
に
基
づ
か
な
い
限
り
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
認

識
と
い
う
言
葉
自
体
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
を
み
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
構

築
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
万
人
に
と
っ
て
共
通
す

る
「
正
し
い
」
そ
れ
が
存
在
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
「
正
し
い
歴
史
認
識
」
を
示
そ
う
と
し
た
文
献
が
、
我
が
国

古
代
に
お
い
て
存
在
す
る
。
そ
れ
が
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た

中
央
の
建
国
神
話
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
編
纂
の
発
端
は
天
武
の
詔
に
あ
る
と
序
文
は
語
る
。
そ
こ

に
は
天
武
の
言
葉
と
し
て
「
斯
乃
、
邦
家
之
經
緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
。
故
惟
、
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」
と
記
さ
れ
て

い
る
。『
古
事
記
』
で
語
ら
れ
る
建
国
の
神
話
に
は
、
諸
氏
族
に
対
し
天
皇

家
の
神
聖
性
を
示
威
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な

い
だ
ろ
う
。
一
方
の
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
武
紀
十
年
三
月
条
に
み
え
る
、

天
皇
が
川
嶋
皇
子
以
下
十
二
名
に
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
め

た
、
と
す
る
記
事
が
編
纂
開
始
時
期
を
示
す
と
さ
れ
る
。
両
書
の
編
纂
作
業

の
行
わ
れ
た
時
期
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
壬
申
の
乱
後
の
氏

族
伝
承
の
混
乱
の
中
、
天
武
は
自
ら
の
価
値
観
に
も
と
づ
く
「
正
し
い
歴
史

認
識
」
を
示
す
べ
く
、
史
書
の
編
纂
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
神
話
と
歴
史
と
は
本
来
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
神
話
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
無
時

間
性
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
氏
が
「
図
式
的
に
い
え
ば
、
神
話
が
語
ろ
う
と
す

る
の
は
、『
今
』
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
い
は
『
今
』
が
そ
こ
に

い
わ
れ
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
そ
う
い
う
神
的
な
過
去
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な

過
去
で
は
な
い
。
神
話
の
世
界
は
無
時
間
的
（tim

eless

）
で
あ
る１
。」
と
説

く
よ
う
に
、
本
来
神
話
に
は
暦
年
に
組
み
込
ま
れ
た
時
間
軸
な
ど
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

　

出
雲
国
造
の
求
め
た
神
話

─
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神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
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出
雲
国
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
神
話
の
特
質
と
も
い
え
る
無
時
間
性
を
あ
え
て
捨

て
去
っ
て
い
る
の
が
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
、
我
が
国
上
代

の
建
国
神
話
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト

（
以
下
、
編
集
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
神
話
に
つ
い
て
、
本
来
的
な
神
話
と
区
別
す
る
意

味
で
こ
の
語
を
用
い
る
）
は
、
古
代
日
本
に
存
在
し
た
群
小
の
神
話
素
を
接
合
、

改
変
、
再
構
成
し
、
人
代
へ
と
連
な
る
時
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
そ
れ

は
無
論
、『
古
事
記
』
が
客
観
的
に
過
去
を
顧
み
て
、
そ
の
歴
史
的
事
実
に

つ
い
て
神
話
上
で
再
現
を
試
み
た
な
ど
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
神
話

テ
キ
ス
ト
の
関
心
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
現
象
へ
と
い
う
よ
り
は
、
今
あ
る

諸
関
係
の
位
置
づ
け
に
向
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
記
述
中

に
は
、「
故
、
今
に
至
る
ま
で
…
」
等
、「
今
」
へ
の
関
心
を
示
す
表
現
が
頻

出
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
古
事
記
』
が
あ
く
ま
で
「
今
」
あ
る
王
権
の
正

当
性
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
畿
内
の
有
力
豪
族
を
打
倒

し
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
造
り
を
行
お
う
と
す
る
天
武
に
と
っ
て
、「
天

皇
」
が
何
者
で
あ
り
、「
天
皇
」
家
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
か
、
そ
の
神
聖
性
を
是
非
と
も
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

呉
哲
男
氏
は
「
神
話
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
は
常
に
現
実
的
な
危
機
を
契
機

と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
露
呈
す
る
の
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
無
時
間
的
な
構
造
で
は
な
く
、
逆
に
歴
史
そ
の
も
の
と
い
え
る２
」
と
い

う
。
神
話
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
た
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
の
神
話
展
開
は
歴
史
的

事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
、
神
話
テ
キ
ス
ト
が
「
今
」
を
支
え
る
こ
と
を
意

図
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
そ
の
神
話
テ
キ
ス
ト
を
企

図
し
た
側
の
歴
史
に
対
す
る
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
文
脈

に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
歴
史
的
な
事
実
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
彼
ら
に
と
っ

て
の
望
ま
し
い
歴
史
の
姿
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も

な
お
さ
ず
、
神
話
作
り
を
求
め
た
側
の
、
今
現
在
の
実
像
を
露
わ
に
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。

　

そ
し
て
同
様
の
こ
と
は
、
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト
を
享
受
し
た
側
に
お
い

て
も
起
こ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
氏
族
伝
承
の
混
乱
の
な
か
で
、
記
・
紀
は
い

わ
ば
一
つ
の
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
そ
の
享
受
者
に
と
っ
て
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト
は
、
自
家
の
盛
衰

に
か
か
わ
る
生
々
し
さ
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
近
江
方
に
与

し
た
畿
内
の
大
豪
族
を
破
っ
て
の
天
武
の
即
位
を
う
け
て
、
自
家
の
地
位
の

確
立
を
求
め
、
伝
承
や
系
譜
の
手
直
し
を
行
お
う
と
し
た
氏
族
も
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

拘
束
力
を
も
つ
権
威
あ
る
神
話
テ
キ
ス
ト
に
対
し
、
地
方
氏
族
が
ど
う
向

き
合
い
、
自
家
存
続
の
道
を
ど
う
探
っ
た
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
小
論
で

は
『
出
雲
国
風
土
記
』
を
取
り
上
げ
る
。
論
者
は
こ
れ
ま
で
に
も
幾
た
び
か

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
つ
い
て
は
卑
見
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
地
方

氏
族
・
出
雲
臣
の
手
に
よ
る
こ
の
書
は
、
自
家
の
権
威
・
神
聖
性
を
主
張
す

る
た
め
の
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
と
み
る
立
場
を
と
る
に

至
っ
た
。
小
論
で
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
当
国
風
土
記
の
記
述
を
再
検
討
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
出
雲
国
造
の
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
実
像
の
一
端
を
透
か

し
み
て
み
た
い
。

国
造
を
支
え
る
神
格

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
が
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト
に
描
か
れ
た
世
界
像
を
踏
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ま
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
旧
論
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
享
受
の
実
態
が
明
か
で
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
国
風

土
記
編
述
者
が
そ
れ
を
受
容
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
か
を
証
明
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
た
だ
、
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト
（
特
に
『
古
事
記
』）
で
は
い
わ
ゆ

る
出
雲
系
神
格
が
著
し
い
活
躍
を
み
せ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
出
雲
国
造
果
安

が
霊
亀
二
年
に
は
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
の
た
め
上
京
し
て
お
り
、
中
央
の

伝
承
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
後
述
す
る
初
代
出

雲
国
守
・
忌
部
子
首
が
国
史
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
（
天
武
紀

十
年
三
月
）
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
中
央
神
話
受
容
の
基
盤
が
存
し
て

い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

　

当
国
風
土
記
の
特
徴
と
し
て
、
古
風
土
記
に
は
珍
し
く
、
国
土
創
成
神
話

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
国
引
き
神
話
（
意
宇
郡

総
記
）
で
あ
る
が
、
当
国
風
土
記
で
は
こ
の
記
事
に
続
い
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ

の
国
造
り
・
国
譲
り
（
母
里
郷
）、
ア
メ
ノ
フ
ヒ
の
降
臨
（
屋
代
郷
）
と
い
っ
た
、

中
央
神
話
を
ふ
ま
え
た
と
お
ぼ
し
い
記
事
を
連
ね
て
い
く
。
古
風
土
記
は
地

誌
で
あ
り
、
中
央
神
話
の
よ
う
に
時
間
軸
に
沿
っ
た
体
系
神
話
を
編
む
こ
と

は
困
難
で
あ
る
し
、
神
々
の
階
層
化
さ
れ
た
系
譜
に
よ
っ
て
、
時
間
の
流
れ

を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
も
と
り
に
く
い
。
そ
の
制
約
の
な
か
、『
出
雲

国
風
土
記
』
は
、
国
の
生
成
を
受
け
て
国
造
り
が
な
さ
れ
る
と
い
う
中
央
神

話
の
展
開
を
参
考
に
、
も
っ
と
も
よ
み
手
の
目
に
と
ま
り
や
す
い
、
総
記
お

よ
び
意
宇
郡
冒
頭
部
の
説
話
記
事
に
お
い
て
独
自
の
神
話
時
空
を
描
き
だ
そ

う
と
し
て
い
る３
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
話
世
界
は
、
出
雲
国
造
の
主
祭
神
で
あ
る
オ
ホ

ナ
ム
チ
を
中
心
に
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
国
風
土
記
の
オ
ホ
ナ

ム
チ
は
、
熊
野
大
神
を
奉
じ
て
国
造
り
を
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
（
意
宇
郡

出
雲
神
戸
条
）、
ま
た
夢
中
の
神
託
を
受
け
る
（
仁
多
郡
三
沢
郷
条
）
な
ど
、
上

位
の
神
を
祀
り
、
神
意
を
媒
介
す
る
「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
」
存
在
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
神
を
身
に
宿
す
司
祭
者
と
し
て
君
臨
す
る
、
出
雲

国
造
の
理
想
型
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る４
。

　

自
ら
の
地
位
を
神
聖
化
す
る
と
い
う
国
造
の
ね
ら
い
は
、
そ
の
オ
ホ
ナ
ム

チ
の
御
子
神
・
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
神
話
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
先
に

触
れ
た
仁
多
郡
三
沢
郷
条
で
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
に
か
か
わ
る
存
在

と
し
て
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
神
格
に
つ
い
て
論
者

は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
現
国
造
の
あ
と
を
継
ぐ
、
次
代
の

新
国
造
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
と
み
る
。
三
沢
郷
条
に
お
け
る
こ
の
神
は
、

成
長
後
も
言
葉
を
話
せ
な
い
と
い
う
異
常
な
幼
児
性
を
示
し
て
い
る
が
、
父

神
オ
ホ
ナ
ム
チ
へ
の
神
託
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
沢
の
水
で
沐
浴
す
る
こ
と

で
、
辞
の
通
わ
ぬ
状
態
か
ら
回
復
す
る
。
沢
を
発
見
す
る
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ

コ
も
ま
た
、
神
懸
か
り
の
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
神
賀
詞
奏
上
に
あ

た
っ
て
の
沐
浴
の
霊
験
が
、
神
意
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
文
脈
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
条
は
、
神
意
の
媒
介
者
た
る

資
質
の
継
承
と
い
う
観
念
体
系
に
つ
い
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ

ヒ
コ
の
姿
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る５
。

　

こ
の
三
沢
郷
条
の
神
話
展
開
は
、
垂
仁
記
に
み
え
る
ホ
ム
チ
ワ
ケ
説
話
と

近
似
す
る
要
素
を
有
し
て
お
り
、
意
識
的
に
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
構
成
さ
れ
た

記
事
で
あ
る
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。
伝
承
世
界
で
の
規
範
と
し
て
の
力
を

も
つ
文
献
で
「
よ
み
が
え
り
の
呪
術
力
」
を
も
つ
地
と
し
て
描
か
れ
た
出
雲

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
言
語
行
為
能
力
獲
得
と
い
う
展
開
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の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
無
論
、
た
だ
近
似
要
素
を
有
し

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
別
個
の
文
献
に
み
え
る
説
話
間
に
つ
な
が
り
を
想

定
す
る
の
は
短
絡
に
過
ぎ
よ
う
。
だ
が
、
い
さ
さ
か
印
象
批
評
じ
み
た
物
言

い
に
な
る
が
、
三
沢
郷
条
の
記
事
は
、
垂
仁
記
ホ
ム
チ
ワ
ケ
説
話
の
展
開
を

念
頭
に
お
く
こ
と
を
前
提
に
し
た
語
り
口
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
論
者
に
は

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
当
該
条
で
は
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
が
沐

浴
し
た
結
果
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
。
記
事
を
読
む
だ
け
で
は
、
沐
浴

に
効
果
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
享
受
者
は
確
か
な
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
神
賀
詞
奏
上
前
の
潔
斎
に
そ
の
沢
の
水
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
起
源
譚
か
ら
推
し
て
、
こ
の
御
子
が
異
常
な

幼
児
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
読
む
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
問
題
は

そ
う
し
た
結
果
の
省
略
が
行
わ
れ
得
た
の
は
何
故
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ

れ
は
当
時
既
に
「
御
子
が
異
常
な
幼
児
性
を
示
す
」
→
「
御
子
の
父
が
夢
で

神
託
を
受
け
る
」
と
い
う
流
れ
の
上
で
そ
の
神
託
に
従
っ
た
場
合
、「
異
常

性
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
享
受
者
に
と
っ
て

自
明
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
言
う
な
れ
ば
、
垂
仁
記
の
よ
う
な

展
開
を
と
る
話
型
が
念
頭
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
表
現
者
は
こ
の
よ
う
な
語
り
口

を
と
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
に
よ
り
垂
仁
記
に
は
、
出
雲
国
造
に
と
っ
て
の
祭
神
で
あ
る
出
雲
大
神

と
、
自
家
の
祖
と
称
さ
れ
る
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
な
る
存
在
が
登
場
し
て
お
り
、
彼

ら
に
と
っ
て
何
ら
の
関
心
も
払
わ
ず
み
す
ご
せ
る
類
の
記
事
で
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
は
、
服
属
と
引
き
か
え
に
出
雲
大

神
の
祭
祀
権
を
握
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る６
。
服
属
の
宣
誓
を
行
う
こ

と
で
出
雲
に
お
け
る
祭
祀
権
の
保
証
を
得
る
こ
と
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏

上
そ
れ
自
体
の
目
的
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
奇
妙
な
一
致
は
、
論
者
を
し
て
、

当
国
三
沢
郷
条
の
記
事
が
垂
仁
記
の
記
事
を
後
ろ
盾
に
し
つ
つ
、
司
祭
者
た

る
出
雲
国
造
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
編
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
と
推
断
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
当
国
風
土
記
に
は
こ
の
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
と
類
似
す
る
名
を
持
つ
神
格
が

登
場
し
て
い
る
。

○
漆
治

※

郷　

郡
家
正
東
五
里
二
百
七
十
歩　

神
魂
命
御
子　

天
津
枳
比
佐

可
美
高
日
子
命
御
名　

又
云w

薦
枕
志
都
治

※

値q

之　

此
神
郷
中
坐　

故

云w

志
刀
沼

※

z

︻
神
龜
三
年
改w

字
漆
治q

︼（
※　

細
川
家
本
に
よ
る
）

○
神
名
火
山　

郡
家
東
南
三
里
一
百
五
十
歩　

高
一
百
七
十
五
丈　

周
一

十
五
里
六
十
歩　

曾
支
能
夜
社
坐　

伎
比
佐
加
美
高
日
子
命
社　

即

在w

此
山
嶺q

故
云w

神
名
火
山z

　

い
ず
れ
も
出
雲
郡
の
記
事
で
あ
り
、
こ
の
二
神
は
同
神
で
あ
ろ
う
。
こ
の

神
名
火
山
（
現
・
仏
経
山
）
は
門
脇
禎
二
氏
に
よ
る
と
、
国
造
勢
力
の
出
雲

西
北
部
進
出
の
拠
点
と
し
て
支
配
さ
れ
た
と
い
う７
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
る

と
、
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
は
国
造
家
と
か
か
わ
り
の
深
い
神
格
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
神
が
漆
治
郷
条
に
お
い
て
、
中

央
神
話
で
活
躍
す
る
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
御
子
神
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
ま
た
当
国
風
土
記
中
唯
一
「
天
津
」
の
冠
辞
を
有
す
点
も
み
の
が
せ
な

い
。
こ
れ
ら
は
当
該
神
が
「
天
」
の
属
性
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す

意
図
に
も
と
づ
く
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
神
の
別
名
が
「
コ
モ
マ
ク
ラ

シ
ツ
チ
チ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
は
土
地
の
守
護

神
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
神
に
「
天
」
の
属
性
が
附
さ
れ
た
の
は
、

カ
ム
ム
ス
ヒ
の
御
子
神
と
い
う
設
定
も
含
め
て
、
中
央
神
話
を
ふ
ま
え
て
の
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と
ら
え
直
し
で
あ
ろ
う
。

　

当
国
風
土
記
は
具
体
的
な
天
上
世
界
を
描
か
な
い
が
、
天
か
ら
降
っ
た
神

や
、
そ
の
出
自
を
天
上
界
に
も
つ
神
が
少
な
か
ら
ず
目
に
つ
く
。
こ
れ
ら
は

中
央
神
話
に
お
け
る
〈
天
─
天
下
〉
と
い
う
枠
組
み
を
受
容
し
た
上
で
生
ま

れ
得
た
造
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る８
。
垂
仁
記
で
国
造
の
祖
と
し
て
描
か
れ

た
土
着
の
神
・
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
を
、
当
国
風
土
記
が
天
上
界
と
関
連

づ
け
た
の
は
、
氏
の
祖
神
で
あ
っ
た
熊
野
大
神
を
イ
ザ
ナ
キ
の
子
と
し
て
位

置
づ
け
た
（
意
宇
郡
出
雲
神
戸
）
こ
と
と
同
じ
方
向
性
で
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

松
本
直
樹
氏
が
「
熊
野
の
偉
大
な
祖
先
神
を
、
中
央
の
神
と
の
関
係
に
お
い

て
権
威
化
し
よ
う
と
す
る９
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
が
首
肯
さ
れ
る
。
正
統
性
・

神
聖
性
と
い
っ
た
観
念
は
、
外
部
の
視
点
が
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
説
得
力

を
持
ち
う
る
。
氏
族
伝
承
の
規
範
と
し
て
編
ま
れ
た
記
・
紀
に
お
い
て
、
王

権
の
正
統
性
を
支
え
た
「
天
」
は
、
当
国
風
土
記
に
お
い
て
は
「
所
造
天
下

大
神
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
称
揚
し
神
聖
化
す
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
も
ま
た
、「
天
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
神
と

し
て
、
権
威
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
神
が
当
国
風
土
記
い
ず
れ
の
記
事
で
も
タ
カ
ヒ
コ
の
名
を
も

つ
神
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
点
も
示
唆
的
で
あ
る
。
タ
カ
ヒ
コ
の
名
を
も
つ

神
と
し
て
は
、
こ
の
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
の
ほ
か
、
先
述
の
ア
ヂ
ス
キ
タ

カ
ヒ
コ
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
垂
仁
記
と
当
国
風
土
記
で
「
物
言
わ
ぬ
御

子
」
の
物
語
と
関
係
し
て
い
る
。
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
の
社
が
出
雲
の
神

名
火
山
に
あ
っ
た
と
当
国
風
土
記
は
語
る
が
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
ア
ヂ

ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
が
鴨
の
神
名
備
に
鎮
座
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
国

風
土
記
は
楯
縫
郡
神
名
備
山
で
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
后
が
出
産
し
た
こ
と

を
語
っ
て
も
お
り
、
現
象
面
に
お
い
て
タ
カ
ヒ
コ
の
名
を
も
つ
神
と
神
名
火

（
備
）
山
は
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
も
と
に
、
両
神
に
つ
い

て
は
「
高
日
子
は
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
そ
れ
と
同
じ
で
雷
神
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
かＡ
」
と
述
べ
ら
れ
た
り
、
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
神
話
と
の

習
合Ｂ
が
想
定
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
論
者
は
先
に
、
当
国
風
土
記
の
神
賀
詞

関
係
記
事
に
お
い
て
、
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
が
新
国
造
の
象
徴
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
出
雲
在
地
で
の
確
た
る
信
仰
基
盤
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
こ
の
神
が
そ
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
を
得
ら
れ
た
の
は
、
中
央
神
話

に
お
け
る
活
躍
や
、
朝
廷
に
よ
る
神
戸
設
置
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
国
造
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
キ
ヒ
サ
ツ
ミ

タ
カ
ヒ
コ
と
同
じ
く
雷
神
的
性
質
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
後
押
し
に
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

キ
ヒ
サ
ツ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
は
、
出
雲
に
地
縁
を
有
し
、
国
造
家
と
も
浅
か
ら

ぬ
関
係
に
あ
っ
た
神
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
先
述
の
よ
う
な
権
威
化
も

図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
出
雲
国
造
が
、
自
家
の
存
立
基
盤
と
し
て

当
国
風
土
記
上
で
よ
り
重
視
し
た
の
は
、
キ
ヒ
サ
カ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
自
身
で
な

く
、
中
央
の
神
話
テ
キ
ス
ト
で
活
躍
し
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
御
子
神
と
明
示
さ

れ
た
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
拘
束
力
あ
る
神
話
テ
キ
ス
ト

に
よ
り
か
か
り
、
踏
み
台
に
す
る
こ
と
が
、
自
家
を
支
え
る
神
話
づ
く
り
に

説
得
力
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
享
受
者
の
問
題
と

も
か
か
わ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

出
雲
国
造
と
出
雲
国
守

　

さ
て
、
当
国
風
土
記
を
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
自
家
の
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神
聖
化
を
図
る
出
雲
国
造
の
意
図
を
み
る
の
が
論
者
の
立
場
で
あ
る
。
神
話

テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
が
、
現
実
の
矛
盾
や
危
機
を
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
を

解
消
す
る
た
め
に
編
ま
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
る

う
え
で
、
読
者
・
享
受
者
と
さ
れ
る
層
に
つ
い
て
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ

う
。
で
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
述
作
者
の
想
定
す
る
享
受
者
は
何
者
で
あ
っ

た
か
。

　

そ
の
享
受
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
想

定
さ
れ
る
享
受
者
と
し
て
は
、
出
雲
国
内
の
在
地
豪
族
、
出
雲
に
公
務
で
訪

れ
た
中
央
官
人
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
後
者
は
本
来
の
「
解
」

と
し
て
の
性
質
を
考
え
れ
ば
、
蓋
然
性
の
高
い
推
測
と
言
え
よ
う
が
、
論
者

は
特
に
、
中
央
官
人
の
な
か
で
も
出
雲
に
赴
任
す
る
国
司
を
享
受
者
と
し
て

想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
当
国
風
土
記
に
中
央

の
神
話
テ
キ
ス
ト
を
意
識
し
た
と
お
ぼ
し
き
部
分
が
ま
ま
み
ら
れ
る
の
も
、

編
述
者
が
想
定
す
る
享
受
者
に
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
人
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

史
料
で
確
認
で
き
る
出
雲
国
守
任
命
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
に
「
正
五

位
忌
部
宿
禰
子
首
為w

出
雲
守z

」（
和
銅
元
年
三
月
）
と
あ
る
の
が
最
初
で
あ

る
。
忌
部
宿
祢
子
首
は
壬
申
の
乱
に
お
け
る
功
臣
で
あ
り
、
古
式
や
祭
祀
、

さ
ら
に
神
話
伝
承
に
も
通
じ
た
老
練
の
官
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
子
首
が
国
守

に
叙
せ
ら
れ
た
和
銅
元
年
に
は
、
建
国
神
話
の
大
筋
は
一
応
の
ま
と
ま
っ
た

か
た
ち
で
存
在
は
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
出
雲
へ
の
赴
任
に
よ
っ
て
在
地

氏
族
に
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

こ
の
子
首
の
属
す
る
忌
部
氏
ゆ
か
り
の
神
戸
と
考
え
ら
れ
る
の
が
意
宇
郡

忌
部
神
戸
条
で
あ
る
。

○
忌
部
神
戸　

郡
家
正
西
廾
一
里
二
百
六
十
歩　

國
造
神
吉
詞
望　

參w

向
朝
廷q

時　

御
沐
之
忌
玉

※

作　

故
云w

忌
部q　

即
川
邊
出
湯
出p

湯
所

p

在　

兼w

海
陸q　

仍
男
女
老
少　

或
道
路
駱
驛　

或
海
中
沿p

洲　

日

集
成p

市　

繽
紛
燕
樂　

一
濯
則
形
容
端
正　

再
沐
則
萬
病
悉
除　

自

p

古
至p

今　

無p

不p

得p

驗　

故
俗
人
曰w

神
湯q

也
。

 

（
※　

細
川
家
本
に
よ
る
）

　

こ
の
条
に
お
い
て
、
先
述
の
三
沢
郷
条
同
様
に
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
忌
部
神
戸
の
地
名
由
来
に

つ
い
て
は
、「
決
定
語
と
地
名
の
間
に
ず
れ
が
あ
り
過
ぎ
るＣ
」
な
ど
と
説
か

れ
る
よ
う
に
不
審
が
残
る
。
山
根
惇
志
氏
は
、
元
々
は
「
忌
部
神
」
に
つ
い

て
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
神
賀
詞
奏
上
の
儀
礼
が
宣
伝
さ
れ
る
う
ち
に
そ
れ

が
消
滅
し
た
の
だ
と
推
定
す
るＤ
。
忌
部
神
戸
の
か
か
わ
る
神
社
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
実
際
の
神
社
が
ど
こ
で
あ
れ
、
当
国
風
土
記
が
あ
く
ま
で
出

雲
国
造
神
賀
詞
と
の
関
係
を
中
心
に
当
該
記
事
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い

る
、
そ
の
意
味
こ
そ
が
問
題
に
な
ろ
う
。

　

山
根
惇
志
氏
は
、
意
宇
郡
忌
部
神
戸
条
に
お
け
る
「
神
湯
」
の
効
用
と
賑

わ
い
を
語
る
部
分
が
四
六
駢
儷
の
整
っ
た
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関

連
し
て
、「
取
つ
て
付
け
た
や
う
に
、
国
造
の
禊
ぎ
の
際
必
要
な
忌
玉
を
造

る
と
冒
頭
に
一
文
を
付
け
加
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
守
忌
部
宿

禰
子
首
を
意
識
し
た
文
章
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
を
示
し
たＥ
。
神
賀
詞
奏

上
に
は
、
国
守
も
同
行
す
る
。
忌
部
神
に
か
か
わ
る
神
戸
の
記
事
で
あ
え
て

神
賀
詞
奏
上
に
か
こ
つ
け
た
地
名
起
源
を
記
し
た
背
景
に
は
、
国
造
家
の
由

緒
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
み
て
は
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

八
世
紀
初
頭
の
国
造
を
と
り
ま
く
状
況
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
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よ
っ
て
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
宝
二
年
二
月
庚
戌
条
に

「
是
日
、
為p

班w

大
幣a

馳
駅
追w

諸
国
国
造
等q

入p

京
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

幣
帛
の
頒
布
を
理
由
に
国
造
は
上
京
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
上
京
し
た

国
造
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
同
年
四
月
庚
戌
条
に
「
詔
、
定w

諸
国
国
造
之

氏z

其
名
具w
国
造
記z

」
と
み
え
る
処
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
造
の
名
が

中
央
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
律
令
国
家
体
制
に
お

け
る
国
造
が
、
地
方
の
一
氏
族
と
し
て
画
一
的
な
支
配
体
制
の
も
と
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
二
月

乙
丑
条
に
は
「
諸
国
司
等
始
給p
鎰
而
罷
。」
と
あ
り
、
国
司
の
財
政
に
関
す

る
権
限
が
拡
大
さ
れ
、
国
衙
財
政
権
が
国
司
に
委
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
記

事
が
あ
る
。
八
世
紀
初
頭
の
こ
う
し
た
動
き
を
、
門
脇
禎
二
氏
は
「
や
が
て

こ
の
の
ち
に
国
司
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
中
央
貴
族
の
手
に
国
造
の
支
配
権
を

委
譲
す
べ
し
、
と
の
命
令
や
朝
廷
の
準
備
状
況
が
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
るＦ
」

と
と
ら
え
る
。
忌
部
宿
祢
子
首
が
出
雲
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
く
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
在
地
の
出

雲
国
造
は
相
当
な
危
機
意
識
の
も
と
に
彼
を
迎
え
入
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ

る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
え
る
神
話
世
界
が
、
国
造
家
の
祭
神
オ
ホ
ナ

ム
チ
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
あ
っ
て
の
こ
と

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
国
造
家
の
襲
職
に
あ
た
っ
て
の
儀
礼
で

あ
る
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
も
ま
た
神
代
に
由
来
す
る
神
聖
な
儀
礼
と
し
て

権
威
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
出
雲
臣
は
、
忌
部
子
首
が
関
心
を
も
っ
て
目

に
す
る
で
あ
ろ
う
記
事
を
あ
え
て
え
ら
ん
で
、
積
極
的
に
自
家
の
神
聖
性
を

主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
史
料
に
お
け
る
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏

上
の
初
見
は
霊
亀
二
年
二
月
（『
続
日
本
紀
』）
で
あ
る
。
忌
部
子
首
の
任
官

か
ら
八
年
た
つ
が
、
次
の
国
守
が
任
命
さ
れ
た
形
跡
は
こ
こ
ま
で
み
ら
れ
な

い
。
子
首
は
、
果
安
に
よ
る
神
賀
詞
奏
上
に
同
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
和
銅
の
官
命
を
う
け
て
風
土
記
編
纂
に
着
手
し
た
の

も
、
こ
の
子
首
が
出
雲
国
守
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る

他
の
古
風
土
記
に
鑑
み
る
に
、
本
来
「
解
」
と
し
て
の
風
土
記
は
、
中
央
官

人
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
責
任
を
負
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
に
お
い
て

も
、
ま
ず
は
国
守
が
中
心
と
な
っ
て
編
む
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
当
然
出
雲
臣
も
、
郡
司
と
し
て
そ
の
編
纂
作
業
に
協
力
す
る
こ
と
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
古
く
か
ら
出
雲
一
国
を
掌
握
し
国
内
の

情
勢
に
通
じ
て
い
た
国
造
家
と
し
て
、
実
質
的
に
は
編
纂
の
中
心
と
な
る
役

割
を
担
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
機
会
を
存
分
に
利
用
し
、
古
式
や
祭
祀

に
通
じ
た
忌
部
氏
の
老
練
の
官
人
に
、
神
聖
に
し
て
伝
統
あ
る
氏
と
し
て
自

ら
の
一
族
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
雲
に
お

け
る
自
家
存
続
の
た
め
の
必
然
的
な
要
請
で
あ
っ
た
。

　

結
果
的
に
当
国
風
土
記
は
子
首
の
在
任
中
に
は
完
成
せ
ず
、
天
平
五
年
に

出
雲
国
造
を
編
纂
責
任
者
と
し
て
成
立
し
た
。
官
命
か
ら
二
十
年
を
経
て
の

完
成
で
あ
っ
た
理
由
や
、
国
造
が
最
終
的
な
編
纂
責
任
者
に
な
っ
た
背
景
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
神
亀
元
年
に
国
守
息
長
真
人
臣
足
が
「
贖
貨
狼
藉
」

を
理
由
に
位
禄
剥
奪
と
い
う
重
罰
を
受
け
た
事
件
（
十
月
乙
卯
）
と
か
か
わ
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
門
脇
禎
二
氏
は
、
こ
の
息
長
臣
足
の
不
正
に
つ
い

て
諸
郡
司
の
不
満
を
と
り
ま
と
め
て
中
央
に
訴
え
た
の
が
出
雲
臣
で
あ
っ
た

と
推
定
し
、
同
年
正
月
戊
子
の
出
雲
臣
広
嶋
に
よ
る
神
賀
詞
奏
上
に
つ
い
て

「
訴
え
以
上
の
“
叛
意
”
な
ど
の
な
い
こ
と
」
を
示
す
意
味
が
あ
っ
た
と
み

るＧ
。
こ
の
後
『
続
紀
』
は
、
七
三
五
年
の
石
川
年
足
任
命
ま
で
出
雲
国
守
の
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任
命
を
語
ら
な
い
。
そ
の
た
め
出
雲
国
の
実
情
は
つ
か
み
が
た
いＨ
が
、
国
守

の
処
罰
と
い
う
混
乱
に
よ
り
風
土
記
編
纂
の
作
業
も
遅
延
し
た
こ
と
は
十
分

考
え
ら
れ
る
。
結
果
、
息
長
臣
足
の
事
件
の
際
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ

た
名
族
・
出
雲
臣
が
、
必
然
的
に
忌
部
子
首
任
官
以
来
の
編
纂
作
業
を
う
け

つ
ぎ
、
責
任
者
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
者
は
考
え
る
。
も
と
よ
り
粗

雑
な
推
論
で
し
か
な
い
が
、
一
試
案
と
し
て
示
し
て
お
く
。

む
す
び

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
は
地
誌
で
あ
る
。
だ
が
、
記
さ
れ
た
地
名
起
源
神
話

を
体
系
的
な
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、
そ
こ
に
我
々
は
古
代

史
上
の
転
機
に
臨
ん
だ
出
雲
国
造
の
意
図
を
透
か
し
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
古
事
記
』
選
録
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
が
、
今
現
在
存
在
し

て
い
る
「
天
皇
」
の
問
題
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の

編
述
に
あ
た
っ
て
求
め
ら
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、「
出
雲
国
造
」
の
生
の

根
拠
と
な
り
、
生
き
る
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
書
物
と
し
て
そ
れ
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

文
字
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
神
話
が
求
め
ら
れ
、
呼
び
出
さ
れ
る
の
は
、

何
を
契
機
と
す
る
の
か
。
編
述
者
が
そ
の
と
き
眼
前
に
み
て
い
た
危
機
と
は

な
ん
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
視
点
を
持
ち
得
た
と
き
、
は
じ
め
て
神
話
テ
キ
ス

ト
は
史
料
と
し
て
我
々
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
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。
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本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
『
古
事
記
』『
出
雲
国
風
土
記
』
は
日
本
古
典
文

学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
続
日
本
紀
』
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波

書
店
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
つ
い
て
は
、
細
川
家
本
に

よ
り
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。


