
【
要
旨
】

三
輪
山
の
神
と
倭
迹
迹
日
百
襲
姫

や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
めの
神
婚
譚
は
、
日
本
書
紀
崇
神
天
皇
紀
の
崇
神
一
〇

年
に
あ
る
良
く
知
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
メ
は
箸
で
ホ
ト
を
突
い
て
死
に
箸
墓
に

葬
ら
れ
た
。
こ
の
墓
の
主
は
誰
か
、
女
王
卑
弥
呼
か
そ
れ
と
も
他
の
人
物
か
、
最
近
の
論

争
は
前
に
も
増
し
て
激
し
い
。
し
か
し
、
箸
墓
は
な
ぜ
作
ら
れ
た
か
と
言
う
議
論
は
、
そ

れ
ほ
ど
熱
心
に
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
箸
墓
の
名
称
起
源
譚
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
は
箸
墓
造
営
の
事
情
を
神
話
的
な

歴
史
記
述
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

説
話
研
究
の
視
点
か
ら
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
を
見
て
行
く
と
、
こ
の
物
語
は
異
類
婚

姻
譚
の
一
つ
で
あ
り
、
婿
入
り
婚
の
破
局
に
取
材
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
婚
姻
関
係
が
二
人
だ
け
の
私
的
了
解
の
段
階
か
ら
双
方
の
家
の
承

認
を
得
た
正
式
な
も
の
に
移
行
す
る
時
点
に
お
け
る
破
局
を
語
る
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
三
輪
山
の
神
が
白
蛇
と
な
っ
て
そ
の
正
体
を
示
し
た
こ
と
は
、
天

皇
家
に
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
正
式
の
婿
と
な
る
承
認
を
求
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

ヒ
メ
は
驚
き
の
声
を
上
げ
て
し
ま
い
、
天
皇
家
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
と
信
じ
た
三
輪
山
の
神

は
永
訣
の
言
葉
を
残
し
て
三
輪
山
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
と
天
皇
家
と
の
対
立

に
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
悲
劇
の
真
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
メ
の
死
を
自
分
の
責
任
と
感
じ
た
三
輪
山
の
神
は
、
巨
大
な
箸
墓
の
造
営
を
企
て
た
。

つ
ま
り
「
神
の
深
き
悔
恨
」
に
よ
っ
て
箸
墓
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
造
営

に
崇
神
天
皇
が
力
を
貸
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
国
家
の
基
盤
が
確
立
さ
れ
、
統
一
国

家
へ
の
飛
躍
が
可
能
に
な
っ
た
。
日
本
書
紀
は
崇
神
天
皇
の
功
績
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

一
は
じ
め
に

箸
墓
の
主
は
誰
か
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
代
史
研
究
に
お
け
る
最
大
級
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。
近
年
纏
向
遺
跡
で
重
要
な
発
見
が
た
て
続
け
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
こ
の
墓
の
主
は
卑
弥
呼
か
は
た
ま
た
台
与
か
、
結
論
は
な
お
時
期
尚
早
と
言
う

べ
き
か
、
議
論
は
以
前
に
も
ま
し
て
沸
騰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
箸
墓
は
な
ぜ
作
ら

れ
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
研
究
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
。日
本
書
紀
が
語
る
こ
の
墓
の
主
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
倭
迹
迹
日
百
襲
姫

や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
めで
あ
る
。

こ
の
ヒ
メ
は
三
輪
山
の
神
と
の
婚
姻
が
破
局
し
た
直
後
悲
劇
的
な
死
を
迎
え
箸
墓
に

葬
ら
れ
た
。
そ
の
死
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

規
模
・
質
と
も
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
墳
墓
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
、
書
紀
は
そ
の
理

由
を
何
一
つ
語
ろ
う
し
て
は
い
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
書
紀
が
語
る
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
物
語
に
も
、
少
な
か
ら
ず
不
可
解
な

謎
が
あ
る
。
な
ぜ
三
輪
山
の
神
は
こ
の
ヒ
メ
の
も
と
に
通
わ
れ
た
の
か
、
ヒ
メ
は
神

の
正
体
を
知
っ
た
時
な
ぜ
驚
き
の
声
を
上
げ
た
の
か
、
箸
で
ホ
ト
を
突
く
行
為
の
意

味
と
は
。
そ
し
て
、
ヒ
メ
の
死
は
自
死
か
、
そ
れ
と
も
事
故
死
だ
っ
た
の
か
。
こ
う

し
た
疑
問
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
明
し
て
行
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
崇
神
天
皇
が
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
巨
大
な
墳
墓
を
造
営
し
た
か
と
い
う
謎
は
解
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
分
析
に
は
、
崇
神
天
皇
の
事
績
そ
れ
自
体
の
再

検
討
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

古
代
史
に
お
け
る
研
究
の
制
約
が
取
り
払
わ
れ
て
以
来
、
歴
史
家
の
多
く
が
崇
神

天
皇
を
実
在
し
た
最
初
の
天
皇
と
考
え
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
正
否
を
改
め
て
論
じ

る
必
要
は
な
か
ろ
う
が
、
崇
神
が
最
初
の
天
皇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
ヤ
マ

ト
国
家
の
建
設
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
崇
神
天
皇
に
よ
る
国
家

創
建
の
意
義
は
今
な
お
充
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

崇
神
天
皇
に
よ
る
ヤ
マ
ト
国
建
国
の
事
情
は
日
本
書
紀
に
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
記
述
は
過
半
が
神
々
と
の
交
流
の
物
語
に
終
始
し
、
史
実
と
は
見
な
し
が

た
い
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
古
代
史
の
研
究
者
は
書
紀
の
記
述
の
中
か
ら
疑
わ

し
い
史
実
を
排
除
し
自
分
が
正
し
い
と
信
じ
た
記
述
の
み
を
選
び
、
こ
れ
と
内
外
の

他
の
史
書
の
記
述
や
考
古
学
的
成
果
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
古
代
の
歴
史
を
再
構
成
す

る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
話
と
史
実
を
峻
別
す
る
方

法
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
歴
史
家
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
結
果
、
書
紀
編
纂
者
の
歴
史
記
述
に
込
め
た
意
図
が
視
野
の
外
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
か
っ
た
。

歴
史
と
神
話
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
主
張
は
、
少
な
く
と
も
古
代
人
に
は
無
縁
の

考
え
方
で
あ
っ
た
。
書
紀
の
編
纂
者
は
後
世
の
歴
史
家
が
史
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

区
分
け
す
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
歴
史
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
こ
の
ふ

た
つ
を
合
わ
せ
て
一
貫
し
た
一
つ
の
歴
史
記
述
に
ま
と
め
上
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
古
代

史
家
に
も
、
現
実
に
あ
っ
た
出
来
事
の
記
録
と
神
話
的
な
伝
承
と
が
同
質
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
神
話
を
含
め
た
歴
史
記
述

が
な
さ
れ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
古
代
人
一
般
に
神
話
の
意
義
を
尊
重
す
る
意
識

が
極
め
て
強
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
ゆ
え
に
、
神
話
と
史
実
の
重
要

度
は
現
代
と
は
逆
の
関
係
に
あ
り
、
歴
史
記
述
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
が
神
話
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
記
述
の
典
型
と
言
え
る
の
は
、
古
事
記
に
お
い
て
オ
オ
タ
タ
ネ
コ

の
語
っ
た
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
で
あ
ろ
う
。
彼
の
血
統
の
正
し
さ
と
そ
の

一
族
が
三
輪
山
の
祭
祀
権
を
持
つ
正
統
性
は
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の
一
族
が
こ
の
神
話

を
伝
承
し
て
い
た
点
に
こ
そ
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
古
事
記
は
そ
う
主
張
し
た
の

で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
人
の
世
の
現
実
的
な
出
来
事
よ
り
も
、
神
々
の
物

語
の
方
が
は
る
か
に
信
頼
に
た
る
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
古
事
記
も
日
本
書

紀
も
、
神
話
を
中
核
に
す
え
た
歴
史
記
述
を
選
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

書
紀
人
代
篇
に
お
い
て
も
、
神
話
を
歴
史
記
述
の
中
核
に
お
く
と
い
う
手
法
は
頻

繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
で
重
要
な
例
は
、
崇
神
紀
の
三
輪

山
の
神
に
ま
つ
わ
る
歴
史
記
述
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ヤ
マ
ト
国
家
の
創
建
の
歴
史
を

神
話
的
記
述
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
崇
神
天
皇
が
作
り
上
げ
た
ヤ
マ
ト
国
が
日
本
史
上
最
初
の
統
一

国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
証
拠
は
な
い
。
上
田
正
昭
は
、
崇
神
天
皇
の
時

代
に
、
彼
と
並
立
す
る
形
で
強
大
な
王
が
日
本
の
各
地
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
主
張
し
た

（

1）。
そ
し
て
、
崇
神
天
皇
が
創
建
し
た
ヤ
マ
ト
国
家
を
他

の
王
の
ク
ニ
と
異
質
の
も
の
と
は
見
な
せ
な
い
と
し
、
真
の
統
一
国
家
の
成
立
を
崇

神
よ
り
後
の
こ
と
と
考
え
た
。
上
田
は
「
畿
内
の
倭
王
権
」
が
王
朝
と
呼
べ
る
よ
う

な
も
の
と
な
っ
た
の
は
「
五
世
紀
と
り
わ
け
そ
の
後
半
」
（

2）だ
と
主
張
し
て
い
る
。

崇
神
紀
に
お
け
る
国
家
建
設
の
記
事
そ
の
も
の
を
容
易
に
認
め
な
い
研
究
者
も
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
泉
谷
康
夫
は
「
崇
神
紀
の
五
年
条
か
ら
八
年
条
に
か
け
て
の

記
事
は
、
特
定
の
歴
史
的
事
実
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
毎
年
く
り
返
し
行
わ
れ

て
き
た
疫
神
鎮
遏
の
た
め
の
祭
祀
‥
‥
を
、
年
月
を
追
う
形
式
に
改
め
、
起
源
説
話

風
に
記
し
た
も
の
」
（

3）と
し
て
、
崇
神
紀
を
国
家
創
設
の
物
語
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ヤ
マ
ト
国
だ
け
が
古
代
の
争
乱
を
乗
り
切
り
、
日
本
書
紀
の
編
纂
時
ま
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で
、
日
本
に
お
け
る
唯
一
の
国
家
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い

事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
前
提
に
し
て
、
書
紀
は
崇
神
天
皇
を
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
呼
び
、
彼
が
創
設
し
た
国
を
最
初
の
統
一
国
家
と
考
え
た
。
こ
こ

で
問
題
に
な
る
の
は
、
崇
神
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
統
一
国
家
の
建
設
者
と
言

い
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
書
紀
は
明
確
に
説
明
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
が

あ
ま
り
に
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
崇
神
天
皇
の
歴
史
的
評
価
は
高

い
も
の
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
書
紀
は
な
ぜ
崇
神
を
統
一
国
家
の
建
設
者
と
み
な
し

た
か
、
本
稿
で
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
箸
墓
造
営
の
記
事
に
焦
点
を
あ
て
て
、

こ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
た
い
。

二
崇
神
天
皇
の
国
家
建
設
と
三
輪
山
の
神
の
役
割

崇
神
天
皇
の
国
家
建
設
の
特
色
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
ず
こ
の
点

に
つ
い
て
日
本
書
紀
崇
神
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
事
績
を
整
理
し
て
み
よ
う
（
以
下
の

引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
（

4））。

①
政
権
の
本
拠
地
を
ヤ
マ
ト
に
移
し
た
。

②
国
を
襲
っ
た
災
厄
（
疫
病
、
反
乱
と
民
の
流
亡
）
が
神
の
怒
り
に
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
を
召
喚
し
て
三
輪
山
の
神
の
祭
祀
を
任
せ

た
。

③
神
々
に
対
す
る
適
切
な
神
祇
政
策
を
と
っ
た
。

④
大
坂
墨
坂
の
防
備
を
固
め
た
。

⑤
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
予
言
に
よ
っ
て
安
彦
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
。

⑥
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
後
、
箸
墓
を
造
営
し
た
。

⑦
四
道
将
軍
を
派
遣
し
て
、
諸
国
を
平
定
し
た
。

⑧
戸
籍
、
徴
税
制
度
を
確
立
し
た
。

⑨
三
輪
山
の
山
頂
に
お
け
る
夢
占
い
に
よ
り
、
後
継
者
を
選
定
し
た
。

右
に
見
る
よ
う
に
、
崇
神
天
皇
の
事
蹟
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
天
皇
自

身
の
功
績
は
華
々
し
い
も
の
だ
と
は
言
い
難
い
。
安
彦
の
反
乱
事
件
に
お
い
て
実
際

の
平
定
に
携
わ
っ
た
人
物
は
将
軍
の
一
人
で
あ
る
大
彦
だ
っ
た
し
、
諸
国
平
定
も
大

彦
を
始
め
と
す
る
臣
下
の
将
軍
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
書
紀
に
描
か
れ
た

崇
神
は
、
軍
事
的
な
面
に
お
け
る
英
雄
と
は
言
え
ず
、
傑
出
し
た
政
治
的
手
腕
の
持

ち
主
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
訳
で
も
な
い
。

で
は
、
崇
神
の
功
績
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
一
見
地
味
な
「
神
々
と
の

交
渉
」
の
中
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
右
に
掲
げ
た
②
と
③
⑥
⑨
の
項
目
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
崇
神
は
神
々
の
怒
り
に
驚
愕
懊
悩
し
、
新
し
い
神
祇
政
策
の
確
立

に
腐
心
し
た
天
皇
で
あ
っ
た
。

崇
神
紀
を
一
瞥
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
書
紀
に
登
場
す
る
ど
の
天
皇
よ
り
も
、
崇

神
は
神
を
畏
れ
、
神
へ
の
恭
順
の
姿
勢
を
示
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
書
紀
の
描

く
崇
神
天
皇
は
何
に
も
ま
し
て
、
激
し
く
祟
る
神
へ
の
謙
譲
と
敬
神
の
心
を
示
し
た

忍
耐
と
思
慮
の
人
で
あ
っ
た
。

崇
神
が
神
々
に
示
し
た
深
い
敬
神
の
姿
勢
は
、
世
俗
の
華
々
し
い
功
績
と
は
対
極

に
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
敬
神
」
の
姿
勢
に
こ
そ
、
崇
神
天
皇
の
偉
業
の
核

心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
書
紀
編
纂

者
は
崇
神
天
皇
の
「
神
々
と
の
交
流
」
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

彼
が
古
代
国
家
の
建
設
者
で
あ
り
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
呼
ば
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

仮
説
を
に
わ
か
に
受
け
入
れ
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
に
そ
の
こ
と
を
検

討
し
て
み
た
い
。

崇
神
三
年
秋
九
月
、
天
皇
は
三
輪
山
の

南
麓
の
地
磯
城
に
政
権
の
本
拠
を
移
し
新
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た
な
国
作
り
を
始
め
た
。
そ
の
数
年
後
、
崇
神
天
皇
は
二
つ
の
大
き
な
課
題
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
課
題
は
深
刻
な
疾
病
の
蔓
延
と
民
の
流
亡
、
反
乱
の
頻

発
で
あ
り
、
二
は
諸
国
平
定
と
統
一
国
家
の
建
設
と
い
う
大
事
業
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
課
題
を
克
服
・
達
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
マ
ト
国
家
は
飛
躍
の
時
を
迎
え

る
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
課
題
克
服
に
も
三
輪
山
の
神
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

崇
神
天
皇
の
政
庁
で
あ
る
瑞
籬
宮
は
三
輪
山
の
南
側
の
山
麓
に
置
か
れ
て
い
た
。

そ
こ
は
狭
く
深
い
渓
谷
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
要
害
の
地
で
あ
っ
た
が
、
三
輪
山
の
神

の
足
下
の
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
ヤ
マ
ト
国
家
の
出
発
点
の
す
べ
て
が
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。

最
初
の
危
機
は
、
長
い
苦
慮
と
探
索
の
す
え
に
三
輪
山
の
神
大
物
主
大
神
の
怒
り

に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
神
の
怒
り
は
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ

の
召
喚
と
適
切
な
神
祇
政
策
の
実
施
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
崇
神
七
年
、
災
厄
は

よ
う
や
く
静
ま
り
、
書
紀
は
「
是
に
、
疫
病
始
め
て
息
み
て
、
国
内
漸
に
謐
り
ぬ
。

五
穀
既
に
成
り
て
、
百
姓
僥
ひ
ぬ
」
と
語
っ
た
。
国
家
を
崩
壊
の
危
機
に
追
い
込
ん

だ
災
厄
は
、
崇
神
の
敬
神
の
姿
勢
と
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
を
用
い
た
三
輪
山
の
神
へ
の
祭

祀
行
事
の
確
立
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
鎮
静
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

崇
神
天
皇
が
直
面
し
た
第
二
の
課
題
で
あ
る
国
家
統
一
事
業
は
、
最
初
の
危
機
克

服
の
三
年
後
、
崇
神
一
〇
年
に
始
め
ら
れ
た
。
先
に
示
し
た
⑤
⑥
⑦
の
三
項
目
に
含

ま
れ
る
歴
史
的
事
象
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1、
地
方
平
定
事
業
着
手
の
詔
。（
崇
神
一
〇
年
七
月
）

2、
四
道
将
軍
の
遠
国
派
遣
。（
同
年
九
月
）

3、
将
軍
の
ひ
と
り
大
彦
が
出
陣
直
後
、
和
珥

わ
に

坂
で
少
女
の
業
歌
を
聞
き
、
引

き
返
す
。（
〃
）

4、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
こ
の
歌
の
謎
を
解
き
、
安
彦
の
反
乱
を
予
言
す
る
。（
〃
）

5、
大
彦
そ
の
他
の
臣
下
に
よ
る
反
乱
の
鎮
圧
。（
〃
）

6、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
箸
墓
の
造
営
。（「
安
彦
の
反
乱
の
後
」）

7、
四
道
将
軍
の
再
派
遣
。（
崇
神
一
〇
年
一
〇
月
）

8、
四
道
将
軍
の
帰
還
と
平
定
事
業

終
了
の
報
告
。（
同
十
一
年
四
月
）

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
は
九
月
の
四
道
将
軍
の
派
遣
記
事
の
す
ぐ
後
に
置
か
れ
て

い
る
。
形
の
上
で
は
こ
の
出
来
事
は
統
一
事
業
の
一
部
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
統
一
国
家
の
創
建
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ

て
い
た
か
に
つ
い
て
、
崇
神
紀
の
記
事
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
こ
の
神
婚
譚
は
安
彦
の
反
乱
を
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
予
言
し
た
と
い
う
記
事
の

後
に
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
挿
話
と
し
て

便
宜
的
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
見
方
が
、
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
岩
波
の
古
典
文
学
大
系

本
の
頭
注
は
、
こ
の
神
婚
譚
の
記
事
に
つ
い
て
「
こ
の
文
章
は
前
［
反
乱
平
定
の
逸

話
］
と
の

続
き
が

自
然
で
な
い
。

異
な
る

資
料
を

接
続
さ

せ
た

際
の

不
手

際
か
」
（

5）

と
し
て
い
る
。
頭
注
の
「
異
な
る
資
料
」
と
い
う
表
現
は
、
前
後
二
つ
の
記
事
の
出

典
が
異
な
る
と
い
う
見
解
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。

本
当
に
こ
の
二
つ
の
事
件
の
間
に
は
な
ん
の
相
互
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
箸
墓
造
営
の
記
事
が
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、

便
宜
的
な
挿
入
や
編
集
の
不
手
際
だ
と
み
な
す
研
究
者
は
、
い
ま
な
お
少
な
く
な
い
。

そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
泉
谷
康
夫
は
「
崇
神
天
皇
‥
‥
と
三
輪
関
係
の
伝
承
と

は
本
来
無
関
係
だ
っ
た
」
と
し
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
が
安
彦
の
反
乱
記
事
の
後

に
置
か
れ
て
い
る
の
は
「
三
輪
の
神
と
箸
墓
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ
る
た
め
、
三
輪

の
祭
祀
伝
承
の
あ
と
に
便
宜
的
に
挿
入
さ
れ
た
」
（

6）と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
箸
墓
の
古
代
史
に
お
け
る
重
要
性
を
軽
視
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
箸
墓
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
巨
大
な
大
き
さ
を
墳
墓
で
あ
り
、

三
〇
〇
年
に
わ
た
る
前
方
後
円
墳
時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
建
造
物
で
あ
っ
た
。
こ
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う
し
た
画
期
的
な
建
造
物
の
建
造
記
事
が
、
不
手
際
や
便
宜
的
な
理
由
に
よ
っ
て
崇

神
紀
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

「
便
宜
的
な
挿
入
」
論
と
「
不
手
際
」
論
の
二
つ
は
、
論
旨
に
多
少
の
ズ
レ
は
あ

る
に
し
て
も
、
神
婚
譚
と
箸
墓
造
営
の
記
事
が
こ
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の

意
義
を
疑
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
見
解
は
箸
墓
の
造
営
が
崇

神
天
皇
の
統
一
国
家
建
設
事
業
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
。
た
し

か
に
、
箸
墓
造
営
の
記
事
は
神
話
的
記
述
に
終
始
し
、
現
実
の
歴
史
的
事
実
に
基
づ

い
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
古
代
社
会
で
は
「
高
貴
な
も
の
ご
と
」
の

始
ま
り
は
神
話
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
書
紀
が
こ
う
し
た
先

史
時
代
の
叙
述
法
を
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
巨
大
墳

墓
で
あ
る
箸
墓
造
営
の
経
過
が
神
話
的
叙
述
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
の

こ
と
と
い
え
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
箸
で
ホ
ト
を
突
い
て
死
ん
だ
と
い
う
物
語
は
、
当
然
な
が
ら
こ
の

巨
大
墳
墓
の
名
称
起
源
譚
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の

物
語
は
箸
墓
造
営
の
前
提
と
な
る
物
語
だ
っ
た
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
ち
う
る
。
こ

れ
ま
で
箸
墓
造
営
の
記
事
は
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
添
え
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な

位
置
づ
け
を
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
本
末
の
転
倒
し
た
見
方
だ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
書
紀
編
纂
者
の
一
番
大
き
な
意
図
が
、
箸
墓
造
営
と
い
う

古
代
史
上
の
画
期
と
な
っ
た
出
来
事
を
崇
神
紀
の
中
に
書
き
記
す
こ
と
に
あ
っ
た
と

し
た
ら
、
安
彦
の
反
乱
と
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
二
つ
の
歴
史
記
述
は
箸
墓
造
営

の
前
提
と
な
る
出
来
事
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
崇
神
朝
に
お
け
る
画
期
的
出
来
事
と
し
て
箸
墓
造
営
が
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
認
め
て
も
、
書
記
の
記
述
に
は
な
お
問
題
が
あ
る
。
書
紀
は
箸
墓
造
営
を
、

諸
国
平
定
事
業
着
手
の
詔
の
直
後
に
置
き
、
そ
の
完
成
の
時
期
を
明
記
し
て
い
な
い
。

た
だ
大
坂
山
の
石
を
「
山
よ
り
墓
に
至
ま
で
に
、
人
民
相
踵
ぎ
て
、
手
逓
伝
に
し
運

ぶ
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
の
す
ぐ
後
に
、
四
道
将
軍
に
対
す
る
再
出
征
の
詔

の
記
事
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
率
直
に
読
む
か
ぎ
り
、
箸
墓
は
諸
国
平
定

事
業
の
開
始
直
後
に
完
成
し
て
い
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
箸
墓
造
営
が

こ
の
よ
う
な
短
期
間
に
な
さ
れ
た
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「
不
手
際
」
と
い
う
よ

り
、
書
紀
記
者
が
あ
え
て
不
自
然
な
記
述
を
選
ん
だ
結
果
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

箸
墓
造
営
の
逸
話
が
諸
国
平
定
の
物
語
の
前
で
も
後
で
も
な
く
、
そ
の
冒
頭
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
墳
墓
の
造
営
が
国
家
統
一
事
業
の
開
始
に
必
須
の
出
来
事
だ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

安
彦
の
反
乱
の
記
述
は
、
陰
謀
の
発
覚
か
ら
反
乱
の
平
定
に
い
た
る
顛
末
が
具
体

的
か
つ
生
き
生
き
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
四
道
将
軍
の
派
遣
以

降
の
記
述
は
、
平
定
の
経
緯
を
年
譜
的
に
極
め
て
簡
潔
に
記
す
の
み
で
、
具
体
的
な

こ
と
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
書
紀
の

編
纂
者
は
、
諸
国
平
定
と
い
う
難
事
業
の
中
で
将
軍
た
ち
の
軍
事
的
功
績
よ
り
モ
モ

ソ
ヒ
メ
の
事
績
が
よ
り
重
要
だ
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

書
紀
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
少
女
の
業
歌
の
謎
を
解
き
、
安
彦
の
反
乱
鎮
圧
に
決
定

的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
謎
の
少
女
の
逸
話
は
何
を
語
っ
て
い

る
の
か
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
べ
き
こ
と
は
崇
神
が
大
国
主
と
大
物
主
の
祟
り
へ
の

対
策
に
難
渋
し
て
い
た
時
代
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
崇
神
の
政
権
内
に
は
天

皇
の
皇
女
も
含
め
の
優
れ
た
巫
女
が
数
多
く
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
巫
女
た
ち
は
誰
一
人
、
少
女
の
業
歌
の
謎
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
安
彦
の
反
乱
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
崇
神
政
権
に
お
い
て
も
っ

と
も
高
い
予
知
能
力
を
持
つ
巫
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
三
輪
山
の
神
の
神
婚
譚
の
前
提
条
件
と
し
て
不
可
欠
な
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
将
軍
大
彦
が
和
珥
坂
で
で
あ
っ
た
少
女
は
何
者
だ
っ
た
の
か
。
柳
田
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国
男
は
、
日
本
で
は
幼
児
や
若
い
女
性
が
神
の
言
葉
を
人
々
に
伝
え
る
宗
教
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
、
彼
ら
を
「
小
さ
き
者
」
と
呼
ん
だ
（

7）。
こ
の
よ
う
な
伝
統
を

前
提
と
す
れ
ば
、
和
珥
坂
の
少
女
は
神
の
言
葉
を
伝
え
る
御
使
い
で
あ
り
、
そ
の
業

歌
は
「
小
さ
き
者
の
声
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
和
珥
坂
は
現
在
の
天
理
市
和
爾
町

あ
た
り
と
思
わ
れ
、
三
輪
山
の
足
下
の
地
で
あ
る
が
、
当
時
は
ヤ
マ
ト
国
の
国
境
と

意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
坂
を
大
彦
の
遠
征
軍
が
越
え
て
行
こ
う
と

し
た
時
、
少
女
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
少
女
は
三
輪
山
の
神
の
御
使

い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
数
多
い
巫
女
の
な
か
で
モ
モ
ソ
ヒ
メ
だ
け

が
、
神
の
「
言
葉
」
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

安
彦
の
反
乱
記
事
は
、
こ
れ
ま
で
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
予
知
能
力
の
高
さ
を
示
す
逸
話

と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
反
乱
事
件
の
帰
趨
を
制
し
た
の
は
ヒ
メ
の
予
知
能

力
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
安
彦
の
妻
吾
田
媛

あ
た
ひ
め

は
、
反
乱
に
先
立
ち
香
具

山
の
土
を
端
布
に
包
ん
で
呪
言
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
反
乱
は
軍
事
的
な
戦
い
で

あ
る
と
と
も
に
、
吾
田
媛
と
百
襲
姫
の
巫
女
同
士
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
政
権
の
命
運
を
か
け
た
霊
力
の
戦
い
に
、
三
輪
山
の
神
は
少
女
を
送
っ
て
百
襲

姫
に
助
力
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
崇
神
政
権
内
の
も
っ
と
も
優
れ
た
巫
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

三
輪
山
の
神
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
神
に
選
ば
れ
て
そ
の
妻
と
な
っ
た
と
古
代

の
人
々
は
考
え
た
。
霊
力
の
も
っ
と
も
強
い
女
性
の
も
と
に
偉
大
な
神
が
通
わ
れ
る

こ
と
は
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
安
彦
の
反
乱
は
三
輪
山
の
神
の
神
婚
譚
の
前
提
と
し
て
必
須
の
物
語
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
ふ
た
つ
の
記
事
の
接
続
を
「
不
手
際
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
三
輪
山
の
神
と
モ
モ
ソ
ヒ
メ
と
の
間
に
も
っ
と
も
高
貴
な
婚
姻
が
成

立
し
、
古
代
国
家
の
命
運
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
が

語
る
も
の

諸
国
の
平
定
と
統
一
国
家
の
建
設
と
い
う
大
事
業
に
は
、
強
い
神
威
を
も
っ
た
神

の
加
護
が
必
須
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
武
以
来
の
天
皇
家
の
守
護
神
ア

マ
テ
ラ
ス
は
、
す
で
に
崇
神
天
皇
の
手
に
よ
っ
て
宮
殿
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
。
崇

神
期
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
は
な
お
笠
縫
の
邑
に
、
つ
ま
り
ヤ
マ
ト
国
の
内
に
は
置
か
れ

て
い
た
が
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
な
る
と
畿
内
に
留
ま
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
ず
、
各

地
を
放
浪
し
た
の
ち
伊
勢
に
遷
座
す
る
。

書
紀
が
記
す
崇
神
・
垂
仁
二
代
に
わ
た
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
神
の
流
竄
」
は
、
諸

国
平
定
と
い
う
国
家
的
な
難
事
業
に
お
い
て
、
こ
の
神
が
天
皇
家
の
守
護
神
と
し
て

の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
も
間
違
い
で

は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
追
放
と
い
う
考
え
方
は
、
通
説
に
反
す

る
も
の
だ
か
ら
論
証
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

し
か
し
、
古
代
国
家
に
守
護
神
の
不
在
は
あ
り
得
な
い
。
い
か
な
る
大
事
業
も
守

護
神
の
強
力
な
神
威
の
助
け
な
し
に
は
不

可
能
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
諸
国
平
定
の
難

事
業
に
お
い
て
崇
神
を
助
け
た
ア
マ
テ
ラ
ス
と
は
別
の
神
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
新

し
い
守
護
神
の
獲
得
と
い
う
新
生
国
家
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
的
事
件
を
、

書
紀
は
三
輪
山
の
神
と
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
し
て
語
っ
て
い
た
。

書
紀
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
文
頭
の
「
是
の

後
」
と
は
、
武
埴
安
彦
の
反
乱
平
定
の
後
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

是 こ

の
後 の
ちに
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

や
ま
と
と
と
び
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と、
大
物
主
神

お
お
も
の
ぬ
し
の
か
みの
妻 み
めと
為 な

る
。
然 し
かれ
ど
も
其

の
神
常

か
み
つ
ねに
昼 ひ
るは
見
え
ず
し
て
、
夜 よ
るの
み
来 み
たす
。
倭
迹
迹
日
姫
命

や
ま
と
と
と
び
め
の
み
こ
と、
夫 せ
なに
語 か
たり
て

曰 い

は
く
、
「
君
常

き
み
つ
ね

に
昼 ひ
る

は
見 み

え
た
ま
は
ね
ば
、
分
明

あ
き
ら
か

に
其
の
尊
顔

み
か
ほ

を
視 み

る
こ
と

得 え

ず
。
願 ね
がは
く
は
暫
留

し
ば
し
と
ど
まり
た
ま
へ
。
明
旦

く
る
つ
あ
し
たに
、
仰 あ
ふぎ
て
美
麗

う
る
は

し
き
威
儀

み
す
が
たを
観 み

た
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て
ま
つ
ら
む
と
欲 お
も

ふ
」
と
い
ふ
。
大
神

お
お
み
か
み

対 こ
た

へ
て
曰 の
た
まは
く
、
「
言
理

こ
と
わ
り

灼
然

い
や
ち
こ

な
り
。

吾 わ
れ

明
旦

く
る
つ
あ
し
たに
汝 い
ま
しが
櫛
笥

く
し
げ

に
入 い

り
て
居 を

ら
む
。
願
は
く
は
吾 あ

が
形 か
た
ちに
な
驚 お
ど
ろき
ま
し

そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰 こ
こに
倭
迹
迹
姫
命

や
ま
と
と
と
び
め、
心 こ
こ
ろの
裏 う
ちに
密 ひ
そ
かか
に
異 あ
や
しぶ
。
明 あ

く
る
を

待
ち
て
櫛
笥

く
し
げ

を
見 み

れ
ば
、
遂 ま
こ
とに
美
麗

う
る
は

し
き
小
蛇

こ
を
ろ
ち有 あ

り
。
其
の
長 な
がさ
太 ふ
とさ
衣
紐

し
た
ひ
もの

如 ご
とし
。
即
ち
驚
き
て
叫
啼 さ
け

ぶ
。
時 と
きに
大
神

お
ほ
か
み恥 は

ぢ
て
、
忽 た
ち
ま
ちに
人 ひ
との
形 か
た
ちと
化 な

り
た
ま

ふ
。
其
の
妻 み
め

に
謂 か
た

り
て
曰 の
た
まは
く
、
「
汝 い
ま
し、
忍 し
の

び
ず
し
て
吾 わ
れ

に
羞 は
ぢ
みせ
つ
。
吾
還 か
へ

り

て
汝 い
ま
しに
羞 は
ぢ
みせ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
仍 よ

り
て
大
虚

お
ほ
ぞ
らを
践 ほ

み
て
、
御
諸
山

み
も
ろ
の
や
まに
登 の
ぼり
ま

す
。
爰 こ
こ

に
倭
迹
迹
姫
命

や
ま
と
と
と
ひ
め
の
み
こ
と

仰 あ
ふ

ぎ
見 み

て
、
悔 く

い
て
急
居

つ
き
う

。
則 す
な
はち
箸 は
し

に
陰 ほ
と

を
撞 つ

き
て

薨 か
む
さり
ま
し
ぬ
。
乃 す
な
はち
大
市

お
ほ
ち

に
葬 は
ぶり
ま
つ
る
。
故 か
れ、
時
人

と
き
の
ひ
と、
是
の
墓 は
かを
号 な
づけ
て
、

箸
墓

は
し
の
は
かと
謂 い

ふ
。
是 こ

の
墓
は
日 ひ

は
人 ひ
と作 つ
くり
、
夜 よ
るは
神 か
み作 つ
くる
。
故 か
れ、
大
坂
山

お
ほ
さ
か
の
や
まの
石 い
しを

運 は
こび
て
造 つ
くる
。
則
ち
山 や
まよ
り
墓 は
かに
至 い
たる
ま
で
に
、
人
民

お
ほ
み
た
か
ら相
踵

あ
い
つ

ぎ
て
、
手
逓
伝

た
ご
し

に

し
て
運
ぶ
。
時
人

と
き
の
ひ
と

歌 う
た
よ
みし
て
曰 い

は
く
、

大
坂

お
ほ
さ
かに

継
ぎ
登 の
ぼれ
る
石
群

い
し
む
らを

手
逓
伝

た
ご
し

に
越 こ

さ
ば
越 こ

し
か
て
む
か
も

こ
の
神
話
的
記
事
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
山
上
伊
豆
母
に
よ
る
と
、
こ
の
事
件

は
「
深
夜
に
巫
祝
の
み
で
行
わ
れ
た
祭
祀
を
、
人
為
に
よ
っ
て
半
ば
公
開
の
祭
儀
に

展
開
し
よ
う
」
（

8）と
し
た
時
に
起
き
た
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
山
上
の
説
明
で

は
こ
の
企
て
の
帰
結
が
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
ヒ
メ
の
死
と
箸
墓
造
営
の
理
由
も
ま
っ

た
く
説
明
で
き
な
い
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
が
、
書
紀
以
前
に
存
在
し
て
い
た
民
間
伝
承
と
し
て
の
説

話
群
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
古
代
の
伝
承
説
話
が
、
今

日
わ
れ
わ
れ
の
手
元
に
あ
る
近
世
・
近
代
の
異
類
婚
姻
譚
と
ど
れ
ほ
ど
の
共
通
性
を

も
っ
て
い
た
か
は
容
易
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
古
代
に
流
布
し
て
い

た
婚
姻
譚
は
説
話
と
し
て
の
高
い
完
成
度
を
す
で
に
具
備
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
古
代
社
会
は
説
話
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
語
ら
れ
た
時
代
だ
っ

た
か
ら
だ
。
も
し
、
古
代
説
話
と
近
世
・
近
代
の
説
話
と
が
完
成
度
と
い
う
点
で
等

質
と
見
な
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
が
時
間
的
な
距
離
を
超
え
て
共
通
す
る
特
質
を

も
ち
、
比
較
研
究
の
対
象
と
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
近
世
・
近
代
の
説
話

を
対
象
と
し
た
研
究
の
方
法
と
成
果
が
、
記
紀
神
話
の
分
析
に
も
適
用
し
う
る
の
で

あ
る
。

古
事
記
崇
神
天
皇
条
に
記
さ
れ
た
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
は
、
針
と
糸
を

用
い
た
若
者
の
正
体
探
索
の
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
書
紀
が
語
る
モ
モ
ソ
ヒ

メ
の
神
婚
譚
は
、
説
話
と
し
て
は
輪
郭
が
曖
昧
で
、
モ
チ
ー
フ
自
体
も
わ
か
り
づ
ら

い
。
し
か
し
、
こ
の
神
婚
譚
が
定
型
的
な
婚
姻
説
話
に
取
材
し
た
も
の
だ
と
い
う
前

提
に
立
つ
と
、
元
の
説
話
が
も
っ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
が
ほ
の
か
に
見
え
て
く
る
。
書

紀
が
取
材
し
た
神
婚
説
話
は
、
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
等
し
く
、
身
元
不

明
な
婿
の
正
体
探
索
説
話
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
背
景
に
「
妻
問
い
婚
」
が
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
岩
波
の
古
典
文
学
大
系
本
の
補
注
は
「
三
輪
山
伝
説
の
発
達
に

は
、
妻
訪
婚
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
妻
訪
に

当
た
っ
て
は
、
一
定
期
間
、
男
は
自
分
の

素
性
を
か
く
し
、
か
つ
顔
面
を
見
ら
れ
る

こ
と
を
忌
む
風
習
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
の
表
現
に
、
新
婚
数
日
後
、
新
婦
の
里
で

新
郎
等
を
饗
応
す
る
儀
式
を
『
所
顕
し
』
と
呼
ん
だ
の
に
も
、
こ
の
習
俗
の
痕
跡
が

み
ら
れ
る
」
（

9）と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
男
が

顔
を

隠
す
相
手
は
妻
で
は
な
く
そ
の

一
族
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
た
い
。
柳
田
国
男
は
「
所

顕
し
」
は
婿
入
り
婚
の
開
始
時
点
で
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
を
岩
波

版
の
補
注
が
「
新
婚
数
日
後
」
と
し
て
い
る
の
は
正
確
と
は
言
え
な
い
。

古
事
記
に
あ
る
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
「
針
と
糸
」
に
対
し
、
モ
モ
ソ

ヒ
メ
の
神
婚
譚
で
は
正
体
の
詮
索
は
「
美
し
い
お
顔
を
昼
も
見
せ
て
欲
し
い
」
と
い

う
よ
り
率
直
な
要
求
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ヒ
メ
の
個
人
的

で
素
朴
な
要
求
で
は
な
い
。
そ
の
真
意
は
「
朝
ま
で
私
の
家
に
留
ま
っ
て
、
私
の
家
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族
に
も
そ
の
お
姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

こ
れ
は
、
夜
の
み
訪
れ
る
私
的
了
解
に
過
ぎ
な
い
夫
か
ら
、
娘
の
家
の
人
々
に
公

認
さ
れ
た
「
正
式
の
婿
」
と
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
そ
の
承
諾
は
、

男
に
と
っ
て
は
妻
と
そ
の
一
族
に
自
分
の
「
身
分
と
素
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
柳
田
国
男
が
「
露
顕
」
「
処
現
し
」
と
呼
ん
だ

も
の
で
、
婿
入
り
婚
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
ヒ
メ
の
要
求
の

意
義
が
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
死
の
意
味
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

柳
田
国
男
は
そ
の
先
駆
的
な
婚
姻
史
研
究
に
お
い
て
、
日
本
の
庶
民
の
婚
姻
形
態

は
長
く
「
婿
入
り
婚
」
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（

10）。
婿
入
り
婚
は
近
世
・

近
代
に
一
般
的
と
な
っ
た
「
嫁
入
り
婚
」
と
は
異
な
り
、
長
期
間
に
渡
る
一
連
の
プ

ロ
セ
ス
を
持
ち
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
へ
て
完
成
す
る
。
婿
入
り
婚
は
、
ま
ず
①
男

女
の
私
的
了
解
（
ミ
ョ
ー
ト
関
係
）
と
し
て
始
ま
り
、
や
が
て
②
夫
が
妻
方
の
家
へ

ヨ
バ
イ
す
る
段
階
と
、
③
婿
入
り
婚
を
へ
て
、
④
妻
の
夫
の
家
へ
の
引
き
移
り
（
ヨ

メ
イ
リ
）
に
至
っ
て
完
成
す
る
。
②
と
③
が
岩
波
本
が
「
妻
訪
婚
」
と
呼
ん
だ
も
の

に
相
当
す
る
。
こ
の
婚
姻
形
態
に
お
い
て
は
、
初
子
の
出
産
と
養
育
は
、
③
の
段
階

に
お
い
て
妻
側
の
家
で
行
わ
れ
る
。
二
一
世
紀
の
現
在
に
至
っ
て
も
な
お
最
初
の
子

の
出
産
を
妻
の
実
家
で
行
う
地
方
は
多
い
が
、
こ
う
し
た
慣
習
は
婿
入
り
婚
に
由
来

す
る
と
考
え
て
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

①
の
段
階
で
は
、
男
女
の
出
会
い
は
古
く
は
屋
外
で
な
さ
れ
た
。
万
葉
集
に
は
そ

う
し
た
外
で
す
る
恋
の
歌
が
沢
山
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
若
者
宿
や

娘
宿
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
の
は
ず
っ
と
後
の
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
的
了
解
の

段
階
は
、
や
が
て
②
の
ヨ
バ
イ
形
態
へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
段
階
に
い
た
る
と
、
男

は
妻
方
の
家
に
通
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
「
妻
側
の
家
の
承
認
」
を
得
た
も

の
で
は
な
い
。
家
族
は
黙
認
す
る
の
み
で
あ
る
。「
顔
を
隠
す
」「
男
の
名
を
聞
か
な

い
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
段
階
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
③
の
婿
入
り

婚
の
段
階
で
は
夫
は
妻
側
の
家
の
承
認
を
得
て
、
娘
の
家
の
婿
と
し
て
の
地
位
を
確

立
す
る
。
通
い
婚
と
い
う
形
態
は
共
通
し
て
い
な
が
ら
、
②
と
③
が
決
定
的
に
異
な

る
の
は
、
妻
方
の
「
家
の
承
認
」
の
有
無
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

当
然
な
が
ら
、
婿
の
承
認
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
婚
姻
関
係
は
当
事
者
同
士
の
も
の

に
留
ま
ら
ず
双
方
の
家
と
家
の
関
係
へ
と
発
展
す
る
。
そ
し
て
、
近
世
農
村
で
は
こ

の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
、
二
家
の
間
で
「
ユ
イ
ノ
ウ
」
を
交
わ
し
「
樽
入
れ
」

（
婿
が
妻
方
の
一
族
と
飲
食
す
る
儀
式
）
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
婿
の
承
認
が

「
露
顕
」「
処
現
し
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
の
は
、
夫
婦
関
係
が
私
的
了
解
か
ら

公
的
承
認
へ
と
移
行
す
る
時
点
で
な
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
婚
姻
関
係

は
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
、
こ
の
時
点

で
正
式
な
婚
姻
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
柳
田
国
男
が
こ
の
婚
姻
形
態
を
「
婿
入

り
婚
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
数
年
後
の

「
ヨ
メ
イ
リ
」（
嫁
の
夫
方
へ
の
引
き
移
り
）
は
、
婿
入
り
婚
で
は
も
は
や
重
要
な
出

来
事
で
は
な
い
（
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
普
段
着
で
勝
手
口
か
ら
夫
の
家
に
入
る
」
と

い
う
慣
習
に
示
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
ヨ
メ
イ
リ
」
に
よ
っ

て
正
式
な
婚
姻
が
始
ま
る
慣
行
は
「
嫁
入
り
婚
」
と
呼
ば
れ
る
。

婿
入
り
婚
と
い
う
制
度
の
元
で
は
、
婚
姻
の
完
成
に
は
長
い
時
間
を
要
し
、
当
然

な
が
ら
そ
の
間
の
男
女
関
係
は
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
原
因
に
よ
っ
て
破
局
に
い
た
る
危
険
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
破
局
は
、

と
り
わ
け
②
か
ら
③
へ
の
、
あ
る
い
は
③
か
ら
④
へ
の
婚
姻
形
態
の
移
行
の
時
点
に

お
い
て
、
起
こ
り
や
す
か
っ
た
。
日
本
の
異
類
婚
姻
譚
は
基
本
的
に
は
破
局
譚
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
、
破
局
の
原
因
究
明
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
「

猿
婿
入
り

譚
」
は
③
か
ら
④
へ
の
移
行
時
点
に
お
け
る

破
局
の
事

情

を
説
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「

蛇
婿
入
り

譚
」
の
多
く
は
②
か
ら
③
へ
の
移

行
時
に
お
け
る
破
局
譚
で
あ
っ
た
。
破
局
の
説
明
譚
と
い
う
点
で
は
、
鶴
女
房
も
羽
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衣
伝
説
も
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。

神
話
で
あ
れ
昔
話
で
あ
れ
、
日
本
の
異
類
婚
姻
譚
の
多
く
が
こ
う
し
た
現
実
世
界

に
お
け
る
婚
姻
形
態
の
移
行
に
際
し
て
の
破
局
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
、

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
の
理
解
も
け
っ
し
て
難
し
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。
ヒ
メ
の

「
尊
顔
を
見
せ
て
欲
し
い
」
と
い
う
要
求
は
、
婿
入
り
婚
の
②
か
ら
③
へ
の
移
行
の

時
点
で
な
さ
れ
た
、
柳
田
の
い
う
「
露
顕
」
を
要
求
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
要
求
に
対
し
、
若
者
は
翌
朝
自
分
の
本
当
の
姿
を

見
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
つ
ま
り
三
輪
山
の
神
は
ヒ
メ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
天
皇
家
の
正
式
の
婿
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
の
日
の
朝
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
櫛
笥
の
中
に
い
た
小
さ
な
白
い
蛇
を
み

て
、
叫
び
声
を
あ
げ
て
し
ま
う
。
ヒ
メ
は
な
ぜ
驚
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
さ
な
蛇

を
見
て
驚
い
た
姫
の
反
応
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
の
は
後
代
の
人
の
浅
慮
で
あ
る
。

近
世
の
説
話
世
界
で
は
蛇
婿
は
忌
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
が
、
柳
田
国
男
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
神
が
零
落
し
た
後
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
古
代
社
会
に
お

い
て
は
、
蛇
神
は
忌
避
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

古
事
記
が
語
る
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
は
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
蛇
神
の
婿
は
三
輪
氏
と
鴨
氏
の
誇
る
べ
き
先
祖
神
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
驚
き
は
、
若
者
の
正
体
が
蛇
神
だ
っ
た
た

め
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
優
れ
た
予
知
能
力
を
も
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
か
ら
、
夜
ご
と
訪
れ

る
若
者
が
こ
の
世
の
常
の
人
で
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
は
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
ヒ
メ
も
こ
の
神
が
ど
こ
に
住
む
何
と
い
う
名
の
神
か
は
知
り
え
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
恋
す
る
者
の
作
法
と
し
て
、
あ
え
て
知
ろ
う
と
は
し
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
ヒ
メ
の
驚
き
の
前
提
が
あ
る
。

ヒ
メ
の
驚
き
の
真
の
理
由
は
、
高
貴
で
ハ
ン
サ
ム
な
夫
の
正
体
が
「
三
輪
山
の
神
」

だ
っ
た
こ
と
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
は
、
崇
神
天
皇
を
驚
愕
さ
せ
ヤ
マ

ト
国
を
崩
壊
の
渕
に
追
い
込
ん
だ
天
皇
家
の
恐
る
べ
き
宿
敵
、
大
物
主
大
神
だ
っ
た

か
ら
だ
。

天
皇
家
に
激
し
く
祟
っ
た
神
が
モ
モ
ソ
ヒ
メ
を
深
く
愛
し
、
足
繁
く
ヒ
メ
の
元
に

通
わ
れ
た
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
も
ま
た
ハ
ン
サ
ム
な
神
を
深
く
愛
し
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
、
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
愛
し
合
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
愛
が
成
就
す
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
か
れ
ら
は
、
決
し
て
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
大
き
な
驚
き
の
声

を
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
輪
山
の
神
は
そ
う
し
た
事
情
を
知
り
つ
つ
、
自
分
の
正
体
を
明
か
し
天
皇
家
の

婿
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
「
驚
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
警
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
叫
び
声
を
あ
げ
た
。
そ
の
時
、
三
輪
山
の
神
は
天
皇

家
が
自
分
を
侮
辱
し
、
婿
と
な
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
決
別
の

言
葉
を
残
し
て
三
輪
山
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。
残
さ
れ
た
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
自
分
の
行

為
を
悔
い
て
、
箸
で
ホ
ト
を
突
い
て
死
ん
だ
。
書
紀
の
神
婚
譚
は
こ
う
い
う
物
語
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

ヨ
バ
イ
に
通
っ
て
い
た
若
者
が
自
分
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
、
妻
の
家
か
ら
拒
絶

さ
れ
る
。
そ
れ
を
若
者
は
耐
え
難
い
屈
辱
と
感
じ
て
別
れ
を
告
げ
て
去
っ
て
ゆ
き
、

娘
は
自
ら
死
を
選
ぶ
‥
‥
。
こ
う
し
た
悲
し
い
恋
物
語
は
、
古
来
い
ず
れ
の
社
会
に

も
無
数
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
説
話
や
神
話
の
神
婚
譚
に
は
、
こ
う
し

た
現
実
の
人
間
世
界
で
起
き
た
忘
れ
得
ぬ
出
来
事
に
取
材
し
、
そ
の
破
局
を
説
明
す

る
た
め
に
語
ら
れ
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
神
婚
譚

の
一
つ
に
取
材
し
て
、
書
紀
編
纂
者
は
天
皇
家
の
高
貴
な
女
性
の
死
の
真
相
を
書
き

記
し
た
の
で
あ
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
の
真
相
は
神
と
天
皇
家
の
対
立
に
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
書
紀
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の
説
明
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
で
は
書
紀
編
纂
者
は
こ
の
歴
史
叙
述
に
よ
っ
て
何
を

語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
の
意
味

書
紀
の
記
述
に
よ
る
と
、
そ
の
日
の
朝
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
驚
い
て
シ
リ
モ
チ
を
つ
き
、

箸
で
ホ
ト
を
つ
い
て
死
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
書
紀
は

ヒ
メ
の
死
を
事
故
だ
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
古
来
モ
モ
ソ
ヒ
メ

の
死
を
事
故
で
は
な
く
自
死
だ
と
考
え
る
研
究
者
が
多
か
っ
た
（

11）。
箸
で
ホ
ト
を

突
く
と
い
う
行
為
は
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
も
の
に
見
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ

メ
の
死
は
、
事
故
か
自
殺
か
、
こ
の
問
題
は
書
紀
編
纂
者
が
こ
の
神
婚
譚
に
よ
っ
て

何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
鳥
越
憲
三
郎
は
二
つ
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
一
は
、

こ
れ
を
大
母
神
の
死
と
再
生
を
象
徴
す
る
説
話
に
由
来
す
る
い
う
見
方
で
あ
る
。

鳥
越
は
、
天
照
大
神
は
日
の
神
で
あ
り
、
ま
た
稔
り
を
も
た
ら
す
大
地
の
母
な
る

神
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
神
が
天
岩
窟
に
籠
も
っ
た
こ
と
は
「
冬
至

の
日
に
お
け
る
太
陽
の
死
を
意
味
し
た
」
（

12）と
言
う
。
そ
し
て
、
「
女
性
の
陰
部
は

生
み
出
す
力
の
根
源
で
あ
る
。
大
母
神
が
陰
部
を
突
い
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
生

み
出
す
力
‥
‥
が
停
止
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
冬
至
の
日

に
、
大
母
神
で
あ
る
天
照
大
神
は
陰
部
を
突
い
て
死
ん
だ
と
［
神
話
伝
承
者
た
ち
は
］

物
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
‥
‥
神
々
が
女
神
の
性
器
に
笑
い
の

息
吹
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
神
の
陰
部
、
つ
ま
り
生
み
出
す
力
が
甦
る
も
の

と
み
た
の
で
あ
る
。
‥
‥
し
か
し
箸
墓
の
物
語
で
は
、
倭
迹
々
日
姫

や
ま
と
と
と
ひ
めが
陰
部
を
突
い

て
死
ぬ
こ
と
に
、
何
ら
の
宗
教
的
意
味
も
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
［
書
紀
の

記
述
は
］
古
代
の
宗
教
観
念
が
忘
れ
ら
れ
た
後
世
の
作
品
だ
と
い
え
よ
う
」
（

13）と
結

論
づ
け
て
い
る
。

モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
が
「
冬
至
に
お
け
る
太
陽
の
死
」
と
い
う
神
話
的
背
景
を
持
ち
、

そ
れ
ゆ
え
「
自
死
」
で
あ
る
と
い
う
鳥
越
の
主
張
は
一
見
妥
当
な
も
の
の
よ
う
に
見

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
母
神
（
大
地
母
神
）
と
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
間
に
は

大
き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
再
生
の
有
無
で
あ
る
。
冬
至
の
到
来

は
太
陽
の
季
節
的
な
循
環
に
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
大
母
神
の
死
は

異
常
な
も
の
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

冬
至
は
一
年
で
も
っ
と
も
夜
の
長
い
日
で
あ
る
が
、
こ
の
日
を
境
に
昼
が
長
く
な
っ

て
ゆ
く
。
つ
ま
り
こ
の
日
は
春
の
到
来
を
予
告
す
る
日
で
あ
り
、
新
し
い
一
年
の
始

ま
り
の
日
と
考
え
る
民
族
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
母
神
の
死
は
再
生

と
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
に
は
再
生
の
物
語
は

な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
季
節
の
循
環
に
基
づ
く
穏
や
か
な
死
（
衰
弱
死
）
で
あ
る
べ

き
大
母
神
の
死
と
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
異
常
な
死
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。

だ
か
ら
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
を
大
母
神
の
復
活
神
話
や
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
岩
戸
神

話
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

私
が
鳥
越
の
主
張
の
中
で
よ
り
重
要
だ
と
感
じ
る
の
は
、
箸
で
ホ
ト
を
突
く
こ
と

の
意
味
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

ひ
と
昔
ま
え
ま
で
、
妊
婦
が
故
意
に
流
産
す
る
の
に
、
桑
の
木
を
子
宮
に
差

し
入
れ
て
嬰
児
を
刺
し
殺
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
処
置
を
誤
っ
て
、
妊
婦
を

死
な
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
習
俗
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
箸
を
陰
部

に
突
き
差
し
て
自
殺
す
る
と
い
う
説
話
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（

14）

私
に
は
「
冬
至
」
云
々
の
説
明
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
重
要
に
思
え

る
。
こ
う
し
た
堕
胎
の
方
法
は
、
つ
い
最

近
ま
で
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
で
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
危
険
だ
が
も
っ
と
も

簡
便
な
方
法
、
と
い
う
よ
り
危
険
な
薬
物

に
頼
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
外
の
方

法
は
長
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
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こ
の
堕
胎
法
に
よ
る
事
故
死
の
実
例
は
古
代
社
会
に
お
い
て
も
数
限
り
な
く
あ
り
、

こ
う
し
た
異
常
な
出
来
事
の
説
話
的
説
明
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
や
伝
説
が
繰
り

返
し
語
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（

15）。

も
ち
ろ
ん
、
堕
胎
を
意
図
し
て
箸
で
ホ
ト
を
突
く
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
た
と
し

た
ら
、
そ
の
死
は
自
死
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
事
故
死
で
あ
る
。
し
か
し
、
婚
姻
説

話
に
お
い
て
は
、
箸
で
ホ
ト
を
突
く
こ
と
は
、
破
局
の
後
の
女
性
の
激
し
い
感
情

（
そ
れ
を
思
慕
と
呼
ぶ
か
絶
望
と
呼
ぶ
か
は
と
も
か
く
）
の
表
現
で
あ
っ
た
。
説
話

世
界
で
は
愛
に
殉
ず
る
こ
と
は
讃
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
は

多
く
の
場
合
「
自
死
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
書
紀
が
取
材
し
た
で
あ
ろ
う
民
間

伝
承
に
お
い
て
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
は
自
死
と
説
明
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
書
紀
編
纂
者
は
ヒ
メ
の
死
を
説
話
的
ロ
マ
ン
か
ら
現
実
に
引
き
戻
し
事
故

死
と
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

五
箸
墓
造
営
の
意
味

三
輪
山
の
神
が
自
分
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
と
モ
モ
ソ
ヒ

メ
と
の
神
婚
は
破
局
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
箸
墓
と
い
う
巨
大
な

墓
が
造
営
さ
れ
た
。
こ
の
墓
は
神
と
人
の
ど
の
よ
う
な
関
係
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

直
木
孝
次
郞
は
、
神
の
妻
で
あ
る
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
は
、
「
天
皇
の
側
か
ら
大
物

主
と
の
間
の
融
合
を
図
っ
た
け
れ
ど
も
成
功
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し

て
い
る
」
（

16）と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
直
木
は
「
天
皇
と
大
物
主
と
の

間
に
対
立
が
な
け
れ
ば
、
［
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
］
一
種
の
斎
宮
の
よ
う
な
も
の
で
す
か

ら
、
ず
っ
と
妻
と
し
て
い
け
る
は
ず
」
（

17）だ
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
木
説

に
立
て
ば
、
崇
神
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
崇
神
の
神
祇
政
策
は
結
局
成
功
し
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
崇
神
の
統
一
国
家
建
設
と
い
う
偉
業
は
な

ぜ
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
田
正
昭
は
神
婚
譚
を
「
神
人
交
流
型
」
と
「
神
人
隔
絶
型
」
に
分
け
、
イ
ク
タ

マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
を
前
者
に
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
を
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し

た
。
そ
し
て
、
「
神
人
隔
絶
型
の
三
輪
神
婚
伝
承
［
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
も
の
］
は
、
三
輪
の

王
者
の
王
女
ら
で
は
祭
祀
権
を
掌
握
し
え
な
か
っ
た
い
わ
れ
を
物
語
る
説
話
」
（

18）だ
と
主

張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
河
内
の
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
語
っ
た
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚

譚
は
神
人
交
流
型
の
も
の
で
、
そ
れ
は
「
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
の
段
階
で
、
は
じ
め
て

三
輪
山
の
信
仰
も
大
王
家
の
祭
祀
権
に
包
摂
さ
れ
た
こ
と
を
い
み
じ
く
も
示
唆
」
（

19）し

て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、
上
田
の
こ
う
し
た
見
解
で
は
、
書
紀
が
崇
神
を
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ

ラ
ミ
コ
ト
と
讃
え
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
河

内
に
王
権
が
移
っ
た
と
さ
れ
る
時
代
に
天
皇
家
に
よ
る
三
輪
山
の
祭
祀
権
が
確
立
さ

れ
た
の
な
ら
、
崇
神
紀
以
降
、
と
り
わ
け
河
内
の
王
権
が
伸
張
し
た
時
代
の
書
紀
の

記
述
に
、
三
輪
山
の
神
が
小
さ
な
挿
話
を
除
い
て
は
一
切
登
場
し
な
い
の
は
な
ぜ
か

と
い
う
疑
問
が
説
明
で
き
に
く
い
。

書
紀
は
、
箸
墓
の
造
営
を
「
昼
は
人
が
作
り
、
夜
は
神
が
作
っ
た
」
と
説
明
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
巨
大
な
墓
は
人
で
あ
る
崇
神
と
神
で
あ
る
大
物
主
大
神
が
協

力
し
て
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
と

箸
墓
造
営
は
神
人
隔
絶
を
示
す
の
で
は
な
く
、
神
と
人
の
融
和
・
協
調
の
物
語
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

書
紀
の
記
述
を
読
む
限
り
造
営
に
お
け
る
協
力
関
係
は
対
等
に
見
え
、
こ
の
大
事

業
の
発
案
者
が
人
と
神
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
か
は
、
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
そ
の
た

め
、
崇
神
の
造
営
事
業
を
三
輪
山
の
神
が
手
伝
っ
た
と
す
る
見
方
が
学
界
の
通
説
で

あ
っ
た
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
天
皇
家
の
女
性
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
説
は
一
見
正
当
な
も
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の
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
箸
墓
造
営
は
神
の
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
の
中
に
は
、
小
さ
な
精
霊
が
年
老
い
た
靴
作
り
職
人
の
仕

事
を
手
伝
っ
た
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
説
話
が
あ
る
。
精
霊
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
靴
は
き
わ
め
て
立
派
な
も
の
で
、
高
い
値
段
で
売
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
靴
の
仕

上
が
り
は
人
の
業
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
精
霊
た
ち
は
人
間
の
仕
事
を
手

伝
っ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
箸
墓
は
当
時
の
人
々
の
想
像
を
越
え

た
き
わ
め
て
大
規
模
な
建
造
物
で
あ
っ
た
。
も
し
、
箸
墓
が
人
間
の
手
で
は
作
り
得

な
い
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
発
案
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
つ
ま
り
、
箸
墓
は
三
輪
山
の
神
が
発
案
し
そ
の
造
営
に
崇
神

が
手
を
貸
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
造
営
の
主
体
は
神
で
あ
っ
た
。

婚
姻
譚
は
た
と
え
そ
れ
が
破
局
に
い
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
男
女
が
深

く
愛
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
る
。
三
輪
山
の
神
婚
譚
も
例
外
で
は
な
か
っ

た
と
し
た
ら
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
三
輪
山
の
神
が
も
っ
と
も
深
く
愛
し
た
女
性
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
唯
一
無
二
の
女
性
で
あ
っ
た
な
ら
、
悲
劇
の
日
の
朝
、

神
が
永
訣
の
意
志
を
も
っ
て
三
輪
山
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
「
恥
を

か
か
さ
れ
た
」
と
い
う
一
時
の
激
情
に
駆
ら
れ
た
軽
率
な
振
る
舞
い
だ
っ
た
と
見
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
神
は
最
愛
の
女
性
を
喪
っ
た
後
、
自
分
の
軽
は
ず
み

な
行
動
を
深
く
悔
や
ん
だ
に
違
い
な
い
。
そ
の
大
き
な
悲
し
み
と
悔
恨
の
た
め
に
、

三
輪
山
の
神
は
箸
墓
と
い
う
巨
大
な
墓
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
族
の
も
っ
と
も
偉
大
な
女
性
を
喪
っ
た
崇
神
が
、
人
の
世
の
王
と
し

て
最
大
限
の
力
を
奮
っ
て
神
の
作
る
墓
の
造
営
を
助
け
た
。
「
昼
は
人
が
作
り
、
夜

は
神
が
作
っ
た
」
と
い
う
記
述
は
、
神
と
人
と
の
間
に
新
し
い
関
係
が
生
じ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
神
と
崇
神
が
協
力
し
て
ひ
と
つ
の
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
、
必
須
の
前
提

条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
神
と
人
の
「
和
解
」
で
あ
る
。
三
輪
山
の
神
と
崇
神
天
皇
は
、

彼
ら
が
共
に
愛
し
た
一
人
の
女
性
の
死
に
よ
っ
て
初
め
て
「
和
解
」
に
至
り
、
そ
の

象
徴
と
し
て
巨
大
な
箸
墓
が
作
ら
れ
た
。
古
代
国
家
ヤ
マ
ト
を
舞
台
と
し
た
ロ
メ
オ

と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
物
語
は
、
こ
う
し
て
完
結
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
書
紀
は
神
と
人
の
協
力
の
事
実
は
語
っ
て
も
、「
和
解
」
に
つ
い
て
は
っ

き
り
と
説
明
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
協
力
の
前
提
と
な
る
べ
き
「
和
解
」

の
存
在
を
示
す
手
が
か
り
は
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
た
。

ひ
と
つ
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
が
事
故
死
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
も
し
、
ヒ
メ
の

死
が
自
死
で
あ
っ
た
な
ら
、
天
皇
家
に
と
っ
て
三
輪
山
の
神
は
モ
モ
ソ
ヒ
メ
を
死
に

追
い
や
っ
た
張
本
人
と
な
り
、
そ
こ
に
は
「
和
解
」
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
。
事
故

死
な
ら
、
神
に
直
接
の
責
任
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
思
慮
に
欠
け
た
言
動

を
し
た
三
輪
山
の
神
に
と
っ
て
は
、
悔
恨
の
思
い
は
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
荒
ぶ
る
神
が
自
ら
の
非
を
悔
い
た
こ
と
が
「
和
解
」
の
前
提
と

な
っ
た
と
言
う
説
明
が
可
能
に
な
る
。
説
話
な
ら
自
死
と
さ
れ
た
に
違
い
な
い
ヒ
ロ

イ
ン
の
死
が
事
故
と
さ
れ
た
の
は
、
荒
ぶ
る
神
と
天
皇
の
和
解
の
前
提
条
件
と
し
て
、

「
神
の
悔
恨
」
が
必
須
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
箸
墓
の
造
営
が
神
の
発
案
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
メ
の
死
の
直
接
の
責
任
が
神
に
は
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
究
極
の
原
因
は
神
と
天
皇
の
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。
神
の
怒
り
が
い

ず
こ
に
由
来
し
て
い
た
か
は
人
知
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
獣
の
ご
と
く
荒
ぶ
る
御
魂
は
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
、
神
は

自
ら
崇
神
と
の
修
好
を
求
め
た
。
神
に
し
か
作
れ
な
い
巨
大
な
墳
墓
の
造
営
は
、
神

が
自
ら
和
解
の
意
思
を
示
し
た
こ
と
の
証
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
輪
山
の
神
と
の
和
解
は
、
崇
神
の
新
生
国
家
が
神
の
強
力
な
加
護
を
獲
得
し
た

こ
と
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ヤ
マ
ト
国
家
を
崩
壊
の
危
機
に
追
い
つ
め
た
ほ
ど
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の
強
力
な
神
が
加
護
を
与
え
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
統
一
国
家
の
建
設
と
い
う
大
事
業

も
不
可
能
で
は
な
い
と
ヤ
マ
ト
の
人
々
は
確
信
し
た
に
違
い
な
い
。

崇
神
天
皇
が
磯
城
の
地
で
ヤ
マ
ト
国
家
を
建
国
し
た
直
後
、
疫
病
と
民
の
流
亡
、

反
乱
の
頻
発
と
い
う
最
初
の
試
練
が
新
生
国
家
を
襲
っ
た
。
そ
れ
は
適
切
な
神
祇
政

策
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
崇
神
が
諸
国
平
定
と
い
う
大
事
業
に
乗
り
出

し
た
時
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
ヒ
メ
は
安
彦
の
事
件
に

示
さ
れ
た
よ
う
に
軍
事
的
な
大
事
業
に
は
不
可
欠
の
巫
女
で
あ
り
、
そ
の
喪
失
は
統

一
事
業
に
乗
り
出
し
た
崇
神
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

崇
神
は
こ
の
危
機
を
三
輪
山
の
神
の
箸
墓
造
営
に
協
力
す
る
こ
と
よ
っ
て
克
服
し
た
。

こ
の
二
つ
の
危
機
を
克
服
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
神
天
皇
の
統
一
国
家
建
設
と
い

う
偉
業
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
書
紀
の
編
纂
者
は
、
崇
神
の
偉
業
が
三

輪
山
の
神
に
対
す
る
深
い
「
敬
神
の
姿
勢
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
、
モ

モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
譚
と
い
う
神
話
的
歴
史
記
述
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
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