
ヒ
ル

コ

の
誕
生
と
放
流
を
め
ぐ
る

一
考
察大

岡

小

霧

二

ヒ
ル
コ
研
究
の
現
在

記
紀
神
話
に
お
い
て
イ
ザ
ナ
キ

･
イ
ザ
ナ
ミ
の
間
に
誕
生
し
た
ヒ
ル
コ

は
'
従
来

｢
蛭
の
よ
う
に
骨
の
な
い
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
た
子
｣
と
し
て
解

釈
さ
れ
て
き
た
｡
特
に
戦
後
は
'
比
較
神
話
学
的
方
法
が
盛
ん
に
導
入
さ

れ
､
国
生
み
神
話
と
洪
水
型
兄
妹
相
姦
始
祖
神
話
と
の
関
連
性
が
強
調
さ

れ
て
'
ヒ
ル
コ
不
具
児
説
の
重
大
な
根
拠
と
し
て
ほ
ぼ
定
説
の
扱
い
を
受

け
て
い

る

｡

一
万
､
二
の
見
解
と
相
対
す
る
立
場
と
し
て
'
｢
ヒ
ル
コ
=
日
子
｣
説
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
'
『
紀
』
の
所
伝
中
ヒ
ル
コ
が
三
貴
子
と

共
に
誕
生
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
た
め
で
'
｢
ヒ
ル
コ
｣
な
る
名
称

<注
2
)

が

｢
ヒ
ル
メ
｣
と
対
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
こと
が
最
も
大
き
な
根

拠
と
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
ヒ
ル
コ
を
乗
せ
て
流
さ
れ
る
天
磐
桶
樺
船

を
'
世
界
に
広
が
る
太
陽
船
の
信
仰
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
､

(
汁

】

-
>

こ
の
説
は
補
強
さ
れ
て
い
る
と
い

え

る

｡

簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
'
今
と
り
あ
げ
た
不
具
児
説
と
日
子
説
と
が
'
ヒ

ル
コ
に
つ
い
て
現
存
の
学
説
を
大
き
-
二
分
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
し
か
し
､
こ
の
二
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
の
根
底
に
な
る
問
題
意
識

に
大
き
な
差
異
が
あ
り
､
し
か
も
そ
の
点
が
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
ま
ま

に
'

一
方
の
説
が
批
判
も
し
-
は
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
｡
そ
こ
で
'
本
橋
で
は
'
兄
妹
始
祖
か
ら
生
ま
れ
来
る
子
の
意
味
'

舟
で
流
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
'
改
め
て
ヒ
ル
コ
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
た
い
｡

二
､
イ
ザ
ナ
キ

･
イ
ザ
ナ
ミ
に
つ
い
て

イ
ザ
ナ
キ

･
イ
ザ
ナ
ミ
は
兄
妹
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
う
い
っ

た
'
記
紀
神
話
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
の
岐
美
二
神
の
性
格
を
'

記
紀
神
話
を
手
が
か
り
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
｡
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岡
田
精
司
氏
は
'
履
中
紀
五
年
九
月
の
条
､
及
び
允
恭
紀
十
四
年
九
月

の
条
を
と
り
あ
げ
'
｢島
の
崇
る
神
｣
と
し
て
の
､
神
代
紀
か
ら
は
見
ら
れ

(止比4
〉

な
い
も
う

一
つ
の
イ
ザ
ナ
キ
像
を
提
出
し
て
い

る

｡

そ
の
二
伝
承
は
次
の

通
り
で
あ
る
｡

秋
九
月
の
乙
酉
の
朔
壬
寅
に
'
天
皇
'
淡
路
嶋
に
狩
し
た
ま
ふ
｡

是
の
日
に
､
河
内
の
飼
部
等
､
従
駕

へ
ま
つ
り
て
轡
に
執
け
り
｡
是

よ
り
先
に
'
飼
部
の
鯨
､
皆
差
え
ず
｡
時
に
嶋
に
居
し
ま
す
伊
莫
諾

神
､
祝
に
託
り
て
日
-
'
｢血
の
臭
き
に
堪
え
ず
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
因

り
て
､
-
ふ
｡
兆
に
云
は
-
､
｢飼
部
等
の
鯨
の
気
を
恵
む
｣
と
い
ふ
｡

故
､
是
よ
り
以
後
'
頓
に
絶
え
て
飼
部
を
鯨
せ
ず
し
て
止
む
｡

(履
中
紀
五
年
九
月
条
)

十
四
年
の
秋
九
月
の
発
丑
の
朔
甲
子
に
'
天
皇
､
淡
路
嶋
に
猟
し

た
ま
ふ
｡
時
に
秦
鹿

･
濃

･
猪
､
英
美
紛
粉
に
'
山
谷
に
盈
て
リ
｡

炎
の
ご
と
起
ち
蝿
の
ご
と
散
ぐ
｡
然
れ
ど
も
終
日
に

1
つ
の
獣
を
だ

に
得
た
ま
は
ず
｡
是
に
'
猟
止
め
て
更
に
-
ふ
｡
嶋
の
神
'
集
り
て

日
は
-
'
｢獣
を
得
ざ
る
は
､
是
我
が
心
な
り
｡
赤
石
の
海
の
底
に
､

真
珠
有
り
｡
其
の
珠
を
我
に
両
ら
ば
'
悉
に
獣
を
得
し
め
む
｣
と
の

た
ま
ふ
｡

(允
恭
紀
十
四
年
九
月
条
)

允
恭
十
四
年
紀
中
の

｢嶋
神
｣
は
'
岡
田
氏
も
い
う
よ
う
に
'
履
中
五

年
紀
に
み
え
る

｢嶋
に
屠
し
ま
す
伊
突
諾
の
神
｣
に

1
致
す
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
場
合
､
こ
の

｢嶋
神
｣
と
い
う
表
現
は
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
-
る
｡
イ
ザ
ナ
キ
が
'
そ
の
名
も
あ
げ
ら
れ
ず
に

｢嶋
神
｣

と
だ
け
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
岡
田
氏
は
､
イ
ザ
ナ
キ
は
元
来
｢淡

路
島
の
地
方
的
な
地
主
神
に
過
ぎ
ぬ
存
在
で
あ
る
｣
と
考
え
て
い
る
｡
そ

し
て

一
万
､
淡
路
島
を
は
じ
め
と
す
る
海
人
集
団
に
よ
る
イ
ザ
ナ
キ
信
仰

と
'
そ
う
い
っ
た
海
人
集
団
と
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
､
海
人
の
語
部
の
存

在
な
ど
を
述
べ
て
お
り
'
こ
れ
ら
は
既
に
定
説
と
考
え
て
よ
い
｡
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
こ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
-
る
こ
と
が

一

つ
あ
る
｡
始
源
的
な
段
階
の
伝
承
と
し
て
､
岐
美
二
神
が

｢大
八
洲
｣
を

生
ん
だ
は
ず
が
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

も
と
も
と
伝
承
と
は
共
同
体
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
り
､
共
同
体
の
幻

想
を
基
盤
と
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
淡
路
島
の

人
々
は
自
分
た
ち
の
神
が
生
み
を
し
た
も
の
と
し
て
自
分
た
ち
の
生
活
を

根
拠
づ
け
る
何
か
を
幻
想
す
る
の
で
あ
っ
て
'
国
家
レ
ベ
ル
の
幻
想
を
持

つ
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
｡
岡
田
氏
も
言
う
よ
う
に
､
古
代
の
民
衆
が
意

識
し
た

(
ク
ニ
)
と
い
う
も
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
狭
い
範
囲
で
あ
り
､
民

衆
の
意
識
の
中
に
国
家
と
し
て
の

｢大
八
洲
｣
な
る
も
の
が
あ
る
は
ず
が

<-仕5
〉

な
い
の
で
あ
っ

た

｡

ま
た
'
岐
美
二
神
が
兄
妹
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
'
小
島
嘩
礼

氏
に
よ
っ
て
､
長
崎
県
西
彼
杵
郡
の
地
場
歌
に
そ
う
い
う
伝
承
が
見
ら
れ

<吐
6
>

る
と
報
告
さ
れ
て

い

る

｡

一
方
､
比
較
神
話
学
的
方
法
を
全
-
離
れ
て
研

究
し
て
い
る
西
郷
信
綱
氏
も
､
記
紀
の
内
部
徴
証
か
ら
岐
美
二
神
は
兄
妹

<注
ー
>

で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
て
お

り

､

こ
の
説
の
妥
当
性
は
論
証
さ
れ
た
よ

う
に
思
う
｡

だ
が
問
題
は
こ
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
｡
比
較
神
話
学
的
立
場
か
ら

の
研
究
者
た
ち
は
'
岐
美
の
婚
姻
は
兄
妹
楯
で
あ
る
故
､
ヒ
ル
コ
は
不
具

児
で
あ
る
と
結
ぶ
｡
あ
た
か
も
当
然
の
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
t
だ
｡
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し
か
し
'
果
た
し
て
こ
れ
は
本
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
比
較
神
話
学
的
方

法
の
成
果
は
'
そ
の
神
話
の
形
'
つ
ま
り
見
か
け
の
把
握
で
あ

っ
て
'
そ

の
神
話
が
反
映
す
る
共
同
幻
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
｡
あ
-
ま
で
も
共
同

幻
想
が
投
影
さ
れ
た
そ
の
結
果
な
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

洪
水
型
兄
妹
始
祖
伝
承
に
お
い
て
'
生
み
損
い
に
見
え
る
初
生
児

(或

い
は
第
二
子

･
第
三
子
を
含
む
)
は
'
幻
想
の
段
階
と
し
て
考
え
た
と
き

に
は
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
顧
み
る
こ
と
な
く
ヒ
ル

コ
は
不
具
児
で
あ
る
な
ど
と
結
論
を
下
し
て
も
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

む
し
ろ
問
題
は
'
兄
妹
楯
の
結
果
生
み
損
い
ら
し
-
見
え
る
子
が
生
ま
れ

た
と
語
ら
れ
る
の
は
何
故
か
'
そ
の
子
は
ど
う
い
う
存
在
と
考
､そ
り
れ
る

か
'
と
い
う
レ
ベ
ル
に
移
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
'
ヒ
ル
コ
に
つ
い
て
検
討
し
直
す
た

め
に
､
兄
妹
始
祖
に
お
け
る
不
具
児
生
み
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
｡

三
､
兄
妹
始
祖
と
不
具
児
生
み

兄
妹
が
始
祖
と
な
り
､
そ
の
初
生
児
と
し
て
不
具
児
或
い
は
人
間
以
外

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
生
物
等
'
所
謂
生
み
損
い
を
出
産
す
る
t
と
い
う
伝
承
の
裏
に
は
ど
の

よ
う
な
神
話
的
幻
想
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
間
題
に
対
し
て
'
兄
妹
碑
か
ら
不
具
児
が
誕
生
す
る
の
を
当
然
の

如
-
考
､え
'
そ
こ
か
ら
逆
に
兄
妹
楯
の
禁
忌
を
説
明
し
て
ゆ
-
の
は
､
伝

承
の
捉
え
方
の
方
向
性
と
し
て
恐
ら
-
誤
ま
っ
て
い
る
｡
仮
に
不
具
児
を

文
字
通
り
不
具
児
と
受
け
取
っ
て
兄
妹
婚
の
禁
忌
と
の
関
連
性
を
考
え
る

に
し
て
も
､
少
な
-
と
も
そ
れ
が
伝
承
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
は
'
兄

妹
楯
の
禁
忌
を
侵
し
た
結
果
と
し
て
不
具
児
が
生
ま
れ
た
､
と
捉
え
返
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
兄
妹
婚
の
禁
忌
は
何
ら
か
の
理
由
に

よ
っ
て
既
に
存
在
し
て
お
り
'
そ
れ
を
破

っ
た
た
め
に
不
具
児
が
生
ま
れ

た
t
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
不
具
児
ば
か
り
で
な
-
異
生
物

が
生
ま
れ
る
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
｡
し
か
も
'

始
祖
と
い
う
位
置
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
'
こ
の
兄
妹
楯
は
理
想
楯
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
始
祖
と
は
共
同
体
に
と
っ
て

八神
)
の
位
置
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
｡

兄
妹
楯
が
理
想
婚
で
あ
り
'
同
時
に
禁
忌
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た

<拝)8
>

構
造
を
最
も
明
折
に
解
明
し
た
の
は
古
橋
信
孝
氏
で
あ

ろ

う

｡

古
橋
氏
に

よ
れ
ば
'
始
祖
が
兄
妹
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
'
血
筋
の
正
統
性
の
要
求

に
よ
る
と
い
う
｡
そ
の

1
万
で
'
(家
族
)
(
世
代
)
と
い
う
概
念
を
導
入

し
た
と
き
に
初
め
て
'
兄
妹
婚
は
禁
忌
と
な
る
と
い
う
｡
こ
の
構
造
を
よ

り
単
純
化
し
て
捉
え
れ
ば
'
共
同
幻
想
の
問
題
と
し
て
理
想
楯
で
あ
り
'

対
幻
想
の
問
題
と
し
て
禁
忌
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

と
す
れ
ば
'
始
祖
と
い
う
位
置
に
立
つ
理
想
楯
と
し
て
の
兄
妹
楯
の
結

果
､
何
故
不
具
児
が
誕
生
す
る
の
か
｡
こ
の
場
合
の
不
具
児
と
は
､
我
々

の
所
謂
不
具
児
と
い
う
観
念
で
受
け
止
め
て
よ
い
も
の
な
の
か
｡
異
生
物

生
み
に
つ
い
て
は
ど
う
か
｡

兄
妹
婚
の
伝
承
に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
多
数
の
論
考
が
試
み
ら
れ
て
い

る
と
い
う
の
に
､
こ
の
点
に
関
し
て
は
何
故
か
今
だ
に

〟近
親
者
か
ら
は

不
具
児
が
生
ま
れ
る
確
率
が
高
い
〟
と
い
っ
た
優
生
学
的
解
釈
を
も
と
に
､

表
面
的
に
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
だ
が
'
先
述
し
た
よ
う
に
'

こ
れ
は
む
し
ろ
兄
妹
楯
の
禁
忌
を
破

っ
た
結
果
'
不
具
児
な
り
異
生
物
な
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り
が
生
ま
れ
た
､
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
'
不
具
児
や
異
性

物
を
包
括
し
て
捉
え
る
概
念
と
は
何
か
｡
そ
れ
は
'
(異
常
な
子
)
の
概
念

と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
な

(異

常
な
子
)
が
何
故
生
ま
れ
て
来
る
の
か
と
言
え
ば
'
兄
妹
楯
と
い
う

(
異

常
な
婚
)
を
行
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

兄
妹
の
楯
は
､
そ
れ
が
禁
忌
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

(異
常
な
婚
)
で

あ
る
｡
こ
の
と
き
'
禁
忌
を
侵
し
た
結
果
で
あ
る

(異
常
な
子
)
は
'
(
ケ

ガ
レ
)
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
｡
だ
が
兄
妹
始
祖
の
楯
が

(異
常
な
婚
)
で

あ
る
理
由
は
'
そ
れ
以
上
に
理
想
楯
で
あ
る
､
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
と
き

(異
常
な
婚
)
は

八神
の
婚
)
と
い
う
位
置
に

あ
り
､
(
異
常
な
子
)
は

八神
の
子
)
と
し
て
t
へ
ハ
レ
)
の
存
在
と
な
る

だ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の

(異
常
な
子
)
は
'
(購
)
と

(貴
)
の
両
義

性
を
体
現
し
､
怖
れ
の
対
像
と
な
る
神
聖
な
存
在
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'

<-吐9
)

古
橋
氏
が
紹
介
し
て
い
る
宮
古
の
多
良
間
島
の
洪
水
伝

承

を

考
え
る
と
わ

か
り
や
す
い
｡
そ
の
伝
承
で
は
'
洪
水
後
生
き
残
っ
た
兄
妹
が
夫
婦
と
な

っ
て
､
最
初
に
生
ま
れ
た
の
は
ポ
ウ

(
ヘ
ビ
)
と
バ
カ
ギ
サ

(
と
か
げ
)

で
あ
っ
た
｡
次
に
ア
ズ
カ
リ

(
シ
ャ
コ
貝
)
と
プ
-

(苧
麻
)
を
産
み
'

そ
の
後
に
人
間
が
生
ま
れ
た
､
と
語
ら
れ
て
い
る
｡
古
橋
氏
は
'
こ
の
伝

承
で
初
め
に
生
ま
れ
る
ポ
ウ
と
バ
カ
ギ
サ
は
生
命
の
再
生
に
関
わ
る
共
同

幻
想
の
象
徴
と
考
､え
ら
れ
る
こ
と
を
'
別
の
伝
承
か
ら
導
い
て
い
る
｡
ま

た
'
二
番
目
に
生
ま
れ
る
ア
ズ
カ
リ
と
プ
I
に
つ
い
て
は
へ
出
産
の
際

へ

そ
の
緒
を
ブ
-
で
結
ん
で
切
り
'
胞
衣
は
ア
ズ
カ
リ
の
中
に
入
れ
て
上
中

に
埋
め
る
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
'
や
は
り
生
命
の
誕
生
に

関
わ
る
共
同
幻
想
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
o
こ
の
例

を
考
え
れ
ば
'
兄
妹
始
祖
が
人
間
に
先
立
っ
て
生
み
出
し
た
の
は
､
共
同

幻
想
を
象
徴
す
る
神
聖
な
生
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

と
す
れ
ば
'
兄
妹
が
婚
姻
に
よ
り
始
祖
と
な
る
伝
泰
で
は
､
初
め
に
神

聖
な
生
物
を
､
八神
)
に
近
い
(貴
)
な
る
存
在
を
生
み
出
す
形
が
本
来
的

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
仮
説
も
た
て
ら
れ
よ
う
｡
そ
し
て
そ
の

八景
)
な
る
存
在
は
'
共
同
体
に
と
っ
て
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
｡
従
っ
て
､
こ
う
い
っ
た
存
在
を
生
ん
だ
後
棄
て
て
し
ま
っ
た
或
い
は

流
し
て
し
ま
っ
た
t
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
'
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
共
同
体
外
の
存
在
に
し
た
t
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
'
棄
て
た
り
流
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
言
わ
ば

八神
)
の

も
と
へ
送
り
返
す
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
所
謂
生
み
損
い
の
伝
承
と
い
う
の
は
'
本
来
そ
の
共
同

体
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
を
持
つ
神
聖
な
存
在
を
生
む
こ
と
で
あ
っ
た

と
考
え
る
｡
故
に
'
ヒ
ル
コ
の
出
生
と
放
流
に
つ
い
て
も
､
こ
の
よ
う
に

読
み
と
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
｡

四
'
ヒ
ル
メ
と
ヒ
ル
コ

¶記
』
に
お
け
る
ヒ
ル
コ
は
､
島
生
み
の
初
生
児
で
あ
り
'
良
か
ら
ぬ
子

と
し
て
葦
舟
で
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
『紀
』
に
関

し
て
い
え
ば
､
第

1
の
一
書
が

『記
』
同
様
の
形
を
持
つ
l
万
'
本
文
及

び
第
二
の
1
書
で
は
所
謂
三
貴
子
と
共
に
生
ま
れ
た
脚
の
立
た
な
い
子
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
後
者
の
形
の
伝
承
か
ら
ヒ
ル
コ
に
つ
い
て
何
が

考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
は
､
当
然
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

三
貴
子
出
生
の
段
に
お
い
て
'
ヒ
ル
コ
は
､
｢大
日
寧
貴
｣
｢
天
照
大
神
｣

｢天
照
大
日
寧
尊
｣
な
ど
と
伝
え
ら
れ
る
日
神
と
､
ツ
タ
ヨ
ミ
な
る
月
神
に
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続
い
て
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
と
き
､
た
と
え
脚
の
立
た
な
い

子
で
あ
っ
た
に
せ
ま

'
日
神

･
月
神
の
兄
弟
と
し
て
並
べ
ら
れ
た
ヒ
ル
コ

に
は
､
や
は
り

(
貴
)
な
る
面
を
見
て
然
る
べ
き
で
あ
る
｡
脚
が
立
た
な

い
と
い
う

(
異
常
)
さ
そ
の
も
の
に

(聖
)
の
面
を
読
み
と
っ
て
も
よ
い
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
ヒ
ル
コ
は
尋
常
な
ら
ぬ
子
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の

(異
常
)
な
子
の
出
産
の
理
由
を
二
神
の
婚
姻
の
際
の
女
人
先
唱
に
求
め
て

い
る
の
は
,
後
代
的
な
解
釈
と
い
わ
れ
て
蟻

璽

と
こ
ろ
で
'
先
に
日
神
の
名
称
を
三
通
り
あ
げ
て
お
い
た
が
'
ア
マ
テ

ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
な
る
名
称
よ
り
は
'
オ
オ
ヒ
ル
メ
の
方
が
本
来
的
と
さ

れ
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
'
日
神
は
女
性
神
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
｡
ま
た
'
記
紀
中
す
べ
て
の
伝
承
で
日
神
に
次
い
で
生
ま
れ
る
月
神
ツ

ク
ヨ
ミ
が
'
実
は
そ
の
伝
承
中
で
ほ
と
ん
ど
活
躍
し
て
お
ら
ず
名
目
的
存

在
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
既
に
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

と
す
れ
ば
'
貴
子
出
生
の
順
序
と
し
て
'
日
神

･
月
神

･
ヒ
ル
コ
と
い
う

形
を
あ
ま
り
固
定
的
に
見
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
｡
ツ
タ
ヨ
ミ
が
名
ば
か
り
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
は
､
オ
オ
ヒ
ル
メ
と

対
を
な
す
た
め
に
割
合
後
代
的
な
段
階
で
つ
-
り
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
.

そ
う
し
た
場
合
'
オ
オ
ヒ
ル
メ
に
対
し
て
観
念
的
に
ツ
ク
ヨ
ミ
が
生
み

出
さ
れ
る
以
前
の
も
の
と
し
て
は
'
如
何
な
る
形
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
｡
或
い
は
こ
こ
に
'
女
人
先
嶋
に
よ
る
生
み
損
い
と
い
う
解
釈
が
な
さ

れ
る
以
前
の
ヒ
ル
コ
像
を
求
め
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

や
は
り
ヒ
ル
コ
と
い
う
名
称
は
ヒ
ル
メ
と
対
を
な
す
の
で
は
な
い
か
｡

『記
』
及
び

r
紀
』
本
文
で
は
'
天
照
大
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え

る
部
分
が
あ
る
｡

天
照
大
御
神
'
忌
服
屋
に
坐
し
て
'
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
､

其
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
'
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
堕
し
入
る

時
に
'
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
､
稜
に
陸
上
を
衝
き
て
死
に
き
｡

(
『記
』
)

天
照
大
神
の
'
方
に
神
衣
を
織
り
つ
つ
'
斎
服
殿
に
居
し
ま
す
を
見

て
'
則
ち
天
斑
駒
を
剥
ぎ
て
､
殿
の
善
を
穿
ち
て
投
げ
納
る
｡
是
の

時
に
､
天
照
大
神
､
常
勤
き
た
ま
ひ
て
'
稜
を
以
て
身
を
傷
ま
し
む
｡

(
F紀
』
本
文
)

こ
れ
は
､
ス
サ
ノ
ヲ
の
数
々
の
悪
行
を
伝
え
る
記
事
の

一
部
分
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､
天
照
大
神
は
斎
服
殿
に
て
神
衣
を
織
る
女
性
､
即
ち
鬼
女
と

な
っ
て
い
る
.
そ
し
て
'
｢稜
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
.J
｢稜
を
以
て
身

を
傷
ま
し
む
.)
と
い
う
部
分
は
三
輪
山
神
婚
説
話
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
'

稜
に
て
傷
つ
-
の
は
や
は
り
蛋
女
の
証
明
で
あ
る
｡
ま
た
t
F紀
1
第

1
の

一
書
で
は
､
斎
服
殿
で
神
衣
を
織
り
､
稜
に
よ
っ
て
傷
つ
-
の
は
椎
日
女

の
行
為
と
さ
れ
て
い
て
'
｢
ヒ
ル
メ
｣
は
鬼
女
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
が
よ

り
わ
か
り
や
す
い
｡
三
谷
栄

一
氏
は
'
顕
宗
紀
三
年
二
月
の
粂
及
び
四
月

の
条
に
月
神

･
日
神
の
祖
が
高
皇
慶
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
､

ム
ス
ヒ
と
は
本
来

｢生
す
日
｣
な
る
太
陽
神
で
あ
り
'
ヒ
ル
メ
は

｢
日
の

メ

<itl_ー
〉

妻
｣
で
そ
の
斎
女

･
浸
り
代
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て

い

る

.

と
す

れ
ば
'
こ
の
太
陽
神
ム
ス
ヒ
と
そ
の
妻
ヒ
ル
メ
と
の
間
に
生
ま
れ
る
日
の

子
が
'
問
題
の
ヒ
ル
コ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
と
き
'
ヒ
ル
メ
と

ヒ
ル
コ
は
母
子
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
仮
に
こ
の

推
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
日
神
の
子
で
あ
る
ヒ
ル
コ
が
や
が
て
成
長
し
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て
親
神
の
位
置
に
立
っ
た
と
き
'
そ
こ
で
神
楯
の
際
に
迎
え
る
基
女
は
や

は
り
ヒ
ル
メ
で
あ
ろ
う
か
ら
､
ヒ
ル
メ
と
ヒ
ル
コ
が
対
を
な
す
t
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
は
ず

で

鮎

璽

尤
も
'
古
代
に
お
い
て
神
と
産
と
は
不
分
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か

ら
､
ヒ
ル
メ
は
日
神
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
と
に

か
-
､
太
陽
信
仰
を
司
ど
る
女
性
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
こ
こ
ま
で
に
述
べ

て
き
た
事
柄
に
基
づ
-
な
ら
'
ヒ
ル
コ
は
太
陽
信
仰
に
関
わ
る
男
性
霊
格

と
考
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
｡

今
紹
介
し
た
よ
う
に
三
谷
氏
は
ム
ス
ヒ
を

｢生
す
日
｣
と
解
釈
し
て
い

る
が
､
こ
の

一
方
で
'
ム
ス
ヒ
の
｢
ヒ
｣
の
観
念
は
よ
り
根
本
的
に
は

｢霊
(辻】M▲>

力
｣
を
表
わ
す
も
の
､
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
土
橋
寛
氏
の

説

が

あ
る
｡
こ
の
見
解
は
大
変
示
唆
的
で
あ
る
た
め
､
少
々
長
-
な
る
が
そ
の

一
部
を
次
に
引
用
し
た
い
｡

ヒ
レ
は
領
巾
の
ほ
か
に
鰭
を
も
意
味
す
る
が
'
ヒ
ル
･
ヒ
ヒ
ル
と
い

う
動
詞
と
関
係
の
あ
る
語
で
'
マ
ナ
の
観
念
を
表
わ
す

｢
ヒ
｣
(
ム
ス

ヒ
･
ク
シ
ヒ
の
し
)
を
語
根
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

ヒ
ル
･
ヒ
ヒ
ル
と
い
う
語
は
'
視
覚
的
に
は
光
り
輝
-
こ
と

(
『名
義

抄
』
｢曙
｣
｢晶
｣
｢映
嘆
｣
を
ヒ
ル
と
訓
む
)､
ひ
ら
ひ
ら
動
-
こ
と

(｢
茜
｣
ヒ
ル
｡
｢沖
｣
ヒ
ヒ
ル
)'
あ
る
い
は
ひ
ら
ひ
ら
動
-
物

(｢
蛭
｣

ヒ
ル
｡
｢蛾
｣
｢青
蛤
｣
ヒ
ヒ
ル
)
に
用
い
ら
れ
､
味
覚
的
に
も
ひ
り

ひ
り
す
る
刺
戟
的
な
食
用
草
に
用
い
ら
れ
る

(
｢蘇
｣
｢産
｣
｢意
｣
ヒ

ル
)｡
ヒ
ヒ
ク
も
同
様
へ
視
覚
的

･
聴
覚
的

･
味
覚
的
に
刺
戟
の
強
い

こ
と
を
意
味
す
る

(｢響
｣
｢動
｣
ヒ
ヒ
ク
｡
｢
ロ
ヒ
ヒ
ク
｣
記
12
)
こ

の
よ
う
に
感
覚
的
に
は
異
質
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
'
同
じ
ヒ
ル
･

ヒ
ヒ
ル
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
'
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
と
(霊
力
)

の
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
視
覚
的
な
面
に
つ
い
て
言
え
ば
'

ヒ
ラ
ヒ
ラ
す
る
物
に
は
､
霊
力
の
活
動
が
観
念
さ
れ
'
ひ
ら
ひ
ら
と

飛
ぶ
蛾
や
鳥
は
'
人
の
霊
魂
の
姿
と
も
考
え
ら
れ
で
い
る
の
で
あ
り

同
じ
観
念
に
よ
っ
て
､
物
を
ひ
ら
ひ
ら
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
命

力
を
活
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
呪
具
が
比
礼
で
あ
る
｡

ヒ
ル
は
お
そ
ら
く
霊
力
を
意
味
す
る
と

(
ム
ス
L
,
ク
シ
L
,
マ
ガ

ヽ
ツ
ヒ
な
ど
)
を
働
か
し
た
動
詞
で
'
ヒ
ラ
メ
ク
'
ヒ
ラ
ヒ
ラ
な
ど
の

語
は
そ
の
派
生
語
で
あ
り
'
ヒ
ヒ
ル
は

｢
ヒ

･
ヒ
ル
｣
の
意
で
あ
ろ

う
｡
鳥
や
蝶
の
類
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
飛
ぶ
姿
に
'
霊
力
の
活
動
を
見
た

古
代
人
の
思
惟
は
､
ヒ
ル
と
い
う
語
の
意
味
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
土
稀
氏
の
見
解
を
も
と
に
'
吉
井
巌
氏
は
､
ヒ
ル
コ
は
本
来
霊
威

あ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
'
そ
の
名
称
自
体
に
､
｢蛭
｣
の
字
が
用
い
ら
れ

欠
陥
児
と
し
て
の
印
象
を
与
え
て
い
-
要
因
を
内
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
'

ま
た
､
ヒ
ル
コ
と
ヒ
ル
メ
は
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
男
女
と
考
え
ら
れ
'
本

(注
l一川>

来
は
人
祖
の
誕
生
を
語
る
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て

い

る

｡

こ

れ
は
卓
見
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
､
土
橋
氏
の
説
に
従
え
ば
蛭
は
古
代
人
に

と
っ
て
霊
力
の
活
動
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
､
ヒ
ル

コ
が
た
と
え
字
義
通
り
に

｢蛭
児
｣
と
解
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
'
や
は

り
本
来
的
に
は
霊
威
あ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
ヒ
ル
コ
と

ヒ
ル
メ
は
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
男
女
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
単
な

る
人
祖
と
受
け
取
れ
る
も
の
か
'
疑
問
を
感
じ
て
も
い
る
｡
む
し
ろ
'
よ
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り
神
に
近
い
存
在
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
な
ぜ
な
ら
ば
へ
ヒ
ル
コ
は

舟
で
流
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
'
そ
れ
は
ヒ
ル
コ
出
生
浮
に
と
っ
て
重
要
な

要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
詳
し
-
は
後
述
す
る
が
､
基
本

的
に
'
舟
は
神
の
乗
り
物
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
.

五
㌧
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヒ
ル
コ

三
貴
子
出
生
の
段
を
も
と
に
'
ヒ
ル
メ
と
ヒ
ル
コ
の
関
係
を
眺
め
て
き

<注
川川>

た
が
'
も
う

一
つ
'
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヒ
ル
コ
の
共
通
点

･
類
似

性

も

､

見
逃

せ
な
い
ボ
イ
ン
-
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヒ
ル
コ
は
共
に
日
神
･

月
神
の
兄
弟
と
い
う
位
置
に
あ
り
な
が
ら
､
高
夫
原
を
追
放
さ
れ
る
運
命

に
あ
る
｡
こ
の
類
似
性
を
最
も
顕
著
に
読
み
取
れ
る
の
は

¶
紀
』
第
二
の

一
書
で
あ
り
､
恐
ら
-
は
こ
の
類
似
性
に
よ
っ
て
'
二
者
は
ほ
と
ん
ど
混

同
さ
れ
て
い
る
｡

一
書
に
日
は
-
'
日
月
既
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
｡
次
に
蛭
児
を
生
む
｡

此
の
児
'
年
三
歳
に
満
り
ぬ
れ
ど
も
､
脚
尚
し
立
た
ず
｡
初
め
'
伊

突
諾

･
伊
突
再
尊
'
柱
を
巡
り
た
ま
ひ
し
時
に
'
陰
神
先
づ
書
の
言

を
硬
ぐ
｡
既
に
陰
陽
の
理
に
違

ヘ
リ
｡
所
以
に
､
今
蛭
児
を
生
む
｡

次
に
素
養
鳴
尊
を
生
む
｡
此
の
神
'
性
悪
-
し
て
､
常
に
突
き
恵
む

こ
と
を
好
む
｡
国
民
多
に
死
ぬ
｡
故
､
其
の
父
母
､
勅
し
て
日
-
､

｢恨
'
汝
此
の
閲
を
治
ら
ば
､
必
ず
残
ひ
傷
る
所
多
け
む
と
お
も
ふ
｡

故
､
汝
は
'
以
て
極
め
て
遠
き
根
園
を
駁
す
べ
し
｣
と
の
た
ま
ふ
｡

次
に
鳥
磐
橡
樺
船
を
生
む
｡
轍
ち
此
の
船
を
以
て
蛭
児
を
載
せ
て
､

流
の
順
に
放
ち
棄
つ
｡

こ
の
伝
承
で
は
'
追
放
の
理
由
が
明
確
な
の
は
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
り
'
追

放
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
も
ま
た
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'

ス
サ
ノ
ヲ
に
追
放
を
命
じ
た
後
に
生
み
出
さ
れ
た
鳥
磐
健
棒
船
を
以
て
'

実
際
に
追
放
さ
れ
た
の
は
蛭
児
の
方
な
の
で
あ
る
｡
文
脈
か
ら
言
え
ば
そ

こ
で
追
放
さ
れ
る
べ
き
は
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
り
へ
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
混
同

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

ま
た
､
ヒ
ル
コ
は

｢
三
歳
に
な
る
ま
で
脚
猶
し
立
た
ず
.J
(r
紀
』
本
文
)'

ス
サ
ノ
ヲ
は

｢常
に
突
き
泣
つ
る
を
以
て
行
と
す
｣
(
『紀
』
本
文
)
｢八
拳

須
心
の
前
に
至
る
ま
で
､
噴
き
伊
佐
知
伎
｣
(
『記
』
)
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
､
こ
れ
に
つ
い
て
青
田
修
作
氏
は
､
い
づ
れ
も
嬰
児
の
持
徴
の

一
つ
で

あ
る
こ
と
'
成
長
し
て
も
嬰
児
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
単
な
る
不
具

で
は
な
-
常
人
と
異
な
る
霊
格
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
'
ヒ
ル

へ拝-1
}

コ
と
ス
サ
ノ
ヲ
を
同

一
神
格
と
見
倣
し
て
い

る

｡

少
名
昆
古
郡
の
小
さ
さ

や
､
本
牟
智
和
気
王
が

｢
八
拳
孝
心
の
前
に
至
る
ま
で
真
事
萱
波
｣
ぬ
ま

ま

(¶記
』
)
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
､
嬰
児
形
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
や
は
り

(聖
)
の
象
徴
と
見
徹
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
｡
吉
田
氏
も
言
う
よ
う
に
､
成
長
し
て
も
嬰
児
形
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
'
結
局
'
(
異
常
)
な
子
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢八
拳
寮
｣
云
々
に
関
し
て
い
え
ば
､
『出
雲
国
風
土
記
』
に
も
次
の
よ
う

な
所
伝
が
見
､え
'
類
型
的
な
表
現
と
受
け
取
れ
る
｡

三
洋
の
郷

郡
家
の
西
南
の
か
た
廿
五
里
な
り
｡
大
神
大
穴
持
命
の

御
子
'
阿
遅
須
棋
高
日
子
命
'
御
須
孝
八
握
に
生
ふ
る
ま
で
'
夜
書
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突
き
ま
し
て
､
み
辞
通
は
ぎ
り
き
｡
そ
の
時
､
御
祖
の
命
'
御
子
を

船
に
乗
せ
て
､
八
十
場
を
率
て
巡
り
て
う
ら
が
へ
し
給

へ
ど
も
､
猶

突
き
止
み
ま
き
ぎ
り
き
｡

こ
こ
で
気
が
つ
く
の
は
'
本
牟
智
和
気
も
阿
遅
須
伎
高
日
子
も
､
共
に

船
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
本
牟
智
和
気
の
場
合
は

｢尾
張
の

相
津
に
在
る
二
俣
塩
を
二
俣
小
舟
に
作
り
て
'
持
ち
上
り
来
て
､
倭
の
市

師
池
'
軽
池
に
浮
か
べ
て
'
其
の
御
子
を
率
て
遊
び
き
.J

(
『記
J
)
と
さ
れ

て
い
る
.
吉
田
氏
は
'
八
拳
額
が
生
え
る
ま
で
突
い
て
い
た
り
し
ゃ
べ
ら

な
か
っ
た
り
と
い
う
の
は
､
魂
の
鎮
定
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
り
'
そ

れ
を
船
に
乗
せ
る
の
は
鎮
魂
呪
術
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
だ
が
､

船
に
乗
る
こ
と
が
鎮
魂
に
つ
な
が
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
｡

本
稿
の
問
題
の
中
心
で
あ
る
ヒ
ル
コ
は
'
嬰
児
形
と
考
え
ら
れ
'
そ
し

て
舟
で
流
さ
れ
た
｡
ま
た
､
少
名
毘
古
郡
は
舟
で
や
っ
て
来
た
｡
こ
れ
ら

を
考
え
合
わ
せ
る
と
'

｢嬰
児
形
の
神
が
舟
に
乗
る
｣
と
い
う
モ
チ
ー
フ

(.d
l
)

は
き
わ
め
て
根
本
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る

｡

六
､
｢舟
｣
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
次
に
､
舟
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
-

舟
の
性
質

･
舟
に
て
放
棄
さ
れ
る
こ
と
や
寄
り
着
-
こ
と
の
意
味
等
-

に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

ま
ず
'
舟
が
神
の
乗
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
'
そ
の
例

を
あ
げ
て
み
た
い
｡
『記
』
に
よ
れ
ば
'
葦
原
中
国
平
定
の
際
使
者
と
な
っ

た
建
御
雷
神
は
'
天
鳥
船
神
を
副
え
て
大
国
主
の
も
と
へ
遣
わ
さ
れ
て
お

リ
､
恐
ら
-
は
こ
の
船
に
建
御
雷
神
が
乗

っ
て
向
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
.
r
紀
J
で
は
こ
の
国
譲
り
の
場
面
で
熊
野
の
諸
手
船

(亦
の
名
は
天
領
船
と
い
う
)
が
登
場
し
､
大
国
主
の
使
者
稲
背
腰
を
乗
せ

て
い
る
｡
火
連
理
命
は
無
目
勝
間
の
小
船
で
綿
津
見
宮

へ
赴
い
た
｡
『摂
津

国
風
土
記
』
逸
文
で
は
'
天
椎
彦
の
降
臨
に
付
き
添
っ
て
き
た
天
探
女
は

天
磐
船
で
や
っ
て
来
る
｡
こ
の
船
は

F紀
』
で
は
廉
連
日
命
の
乗
り
物
と

も
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
他
既
に
あ
げ
た
例
で
は
'
少
名
見
古
郡
の
天
之
羅

摩
船
'
本
牟
智
和
気
の
二
俣
小
舟
等
が
あ
る
｡
ま
た
､
舟
の
名
が
あ
が
ら

な
い
例
で
は
､
r出
票
国
風
土
記
)
中
の
阿
遅
須
伎
高
日
子
の
船
や
､
r播

磨
国
風
土
記
』
中
の

｢
天
照
大
神
の
坐
せ
る
船
｣
等
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
｡
こ
の
よ
う
に
､
神
が
舟
に
乗

っ
て
い
る
例
は
多
数
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
｡
『常
陸
国
風
土
記
』
に
神
に
舟
を
献
上
す
る
話
が
あ
る
こ
と
や
'
『摂

津
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
ら
れ
る
神
功
皇
后
の
話
で
は
神
の
託
宣
に
よ
っ

て
神
の
船
を
造
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
'
ま
す
ま
す
舟
が
神
の
乗
り
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
だ
ろ
う
｡
舟
は
'
そ
う

い
う

(聖
)
な
る
乗
り
物

で
あ
っ
た
｡

こ
の
こ
と
は
'

｢枯
野
｣
の
琴
の
伝
承
に
も
よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

此
の
御
世
に
'
免
寸
河
の
西
に

一
つ
の
高
樹
有
り
き
｡
其
の
樹
の
影
､

旦
日
に
普
れ
ば
､
淡
道
島
に
逮
び
'
夕
日
に
昔
れ
ば
'
高
安
山
を
越

え
き
｡
故
､
是
の
樹
を
切
り
て
船
を
作
り
L
に
､
甚
捷
-
行
-
船
な

り
き
｡
時
に
其
の
船
を
就
け
て
枯
野
と
謂
ひ
き
｡
故
へ
是
の
船
を
以

ち
て
旦
夕
淡
道
島
の
寒
泉
を
酌
み
て
'
大
御
水
献
り
き
.
弦
の
船
'

破
れ
壊
れ
て
塵
を
焼
き
'
其
の
焼
け
通
り
し
木
を
取
り
て
琴
を
作
り

L
に
'
其
の
音
七
里
に
響
み
き
｡
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以
上
が

『記
』
に
よ
る

｢枯
野
｣
の
伝
承
で
あ
る
｡
｢朝
日
に
-

'
夕

日
に
Ⅰ

､｣
と
い
う
形
は
大
樹
伝
説
の
典
型
的
な
表
現
で
あ
る
が
'
こ
の

｢枯
野
｣
の
伝
承
に
酷
似
し
た
例
と
し
て

『播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
ら

れ
る

｢速
鳥
｣
と
い
う
舟
の
伝
承
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

駒
手
の
御
井
は
､
難
波
の
高
津
の
宮
の
天
皇
の
御
世
､
楠
'
井
の
上

に
生
ひ
た
り
き
｡
朝
日
に
は
淡
路
嶋
を
蔭
し
､
夕
日
に
は
大
倭
嶋
根

を
蔭
し
き
｡
仇
ち
'
其
の
楠
を
伐
り
て
舟
を
造
る
に
'
其
の
迅
き
こ

と
飛
ぶ
が
如
-
､

一
機
に
七
浪
を
去
き
越
え
き
｡
仇
り
て
速
鳥
と
髄

-
｡
こ
こ
に
､
朝
夕
に
此
の
舟
に
乗
り
て
､
御
食
に
供

へ
む
と
し
て

此
の
井
の
水
を
汲
む
に
､

一
旦
'
御
食
の
時
に
堪

へ
ぎ
り
き
｡
故
､

歌
作
み
し
て
止
め
き
｡

枯
野
に
せ
よ
速
鳥
に
せ
よ
'
朝
日
に
は
淡
路
島
ま
で
'
夕
日
に
は
高
安

山
或
い
は
大
倭
嶋
根
ま
で
そ
の
影
が
及
ぶ
と
い
う
特
殊
な
樹
で
造
ら
れ
た
'

す
ば
ら
し
-
速
い
舟
で
あ
る
｡
こ
の
両
の
木
は
そ
う
い
っ
た

(異
常
)
性

か
ら
考
え
て

(聖
)
な
る
木
で
あ
り
､
そ
れ
を
材
と
し
て
用
い
た

｢枯
野
｣

及
び

｢速
鳥
｣
は
､
ま
さ
に

へ聖
)
な
る
乗
り
物
と
考
え
ら
れ
る
o

思
う
に
'
こ
の

(聖
)
な
る
木
と
は
'
神
の
依
り
代
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
｢枯
野
｣
や

｢速
鳥
｣
は
神
の
依
り
代
で
あ
る
聖
木
で
造
ら
れ
て

い
る
た
め
'
舟
に
も
霊
威
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
こ
の
見

方
を
さ
ら
に
拡
げ
て
い
け
ば
､
木
は
す
べ
て
神
の
依
り
代
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
お
り
'
そ
れ
を
用
い
て
造
る
故
に
舟
は
神
の
乗
り
物
で
あ
る
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢枯
野
｣
や

｢速
鳥
｣
が
特
に
霊
威
を
発
揮
し
た

の
は
､
そ
の
材
と
な
っ
た
木
の
霊
力
が
強
か
っ
lL
Jた
め
で
あ
り
､
よ
り
基

本
的
に
は
舟
は
み
な
神
の
依
り
代
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(

旺

1

>,

折
口
信
夫
氏
は

｢繋
龍
の

話

｣

の

中
で
'
竹
の
龍
は
本
来
儀
式
の
依
り

代
で
あ
っ
た
の
が
'
そ
の
用
途
が
忘
れ
ら
れ
て
供
物
容
れ
と
な
っ
た
と
考

え
'
｢
こ
こ
に
毛
色
の
襲
っ
た

1
類
の
龍
が
あ
る
｡
某
は
火
真
理

ノ
命
の
目

無
堅
間

･
熊
野
大
神
の
八
目
荒
龍

･
秋
山
下
水
杜
夫
の
形
代
を
寄
れ
た
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
ふ
川
島
の
い
く
み
竹
の
荒
龍
な
ど
､
ぼ
っ
-

見
え
て
ゐ
る
の
が
其
で
､

ど
う
や
ら
供
物
入
れ
が
神
の
在
処
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
様
で

あ
る
.J
と
述
べ
て
い
る
.
折
口
氏
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
'
無
目
勝
間
の
小

船
は
神
の
依
り
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
舟
に
乗
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
'
舟
に
依
り
付

い
た
存
在
'
(聖
)
の
側
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
所
謂
貴
種
流
離
辞
で
あ
る
｡
身
近
な
話
で

そ
の
代
表
と
い
え
ば
桃
太
郎
や
瓜
子
姫
で
あ
ろ
う
が
'
こ
れ
は
先
に
述
べ

た

｢嬰
児
形
の
神
が
舟
に
乗
る
｣
モ
チ
ー
フ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
'

ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
や
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
･
ホ
ム
チ
ワ
ケ
と
通
じ
る
も
の
が

(泣
_
>

あ
る
と
言

え

る

｡

犬
も
'
桃
太
郎
の
桃
や
瓜
子
姫
の
瓜
は
'
所
謂

｢舟
｣

と
は
異
な
り
中
空
の
果
実
で
あ
る
か
ら
'
う
つ
ぼ
舟
漂
流
辞
の
範
噂
と
し

て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ヽ
辻
】

加
〉

柳
田
国
男
氏
は
'
｢う
つ
ぼ
舟
の
話

｣
の
中
で
'
｢う
つ
ぼ
舟
｣
を
次
の

よ
う
に
定
義
し
た
｡

沖
よ
り
外
の
未
知
の
世
界
は
'
殆
ど
有
る
限
り
の
空
想
の
千
襲
蔦
化

を
許
し
た
に
も
拘
ら
ず
'
如
何
な
る
根
強
い
経
験
の
力
で
あ
っ
た
か
､
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海
を
越
え
て
浮
び
乗
る
異
常
の
物
は
'
例

へ
ば
死
人
を
納
め
た
木
の

箱
の
如
き
も
の
迄
､
我
々
の
祖
先
は

一
括
し
て
'
常
に
之
を

｢う
つ

ぼ
舟
｣
と
呼
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に

｢う
つ
ぼ
舟
｣
は
'
や
は
り

(
異
常
)
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
柳
田
氏
は
こ
の
論
文
中
に
い
-
つ
も
の
う
つ

ぼ
舟
漂
流
薄
を
あ
げ
て
い
る
が
'
そ
の
中
の

一
つ
で
あ
る
大
隅
正
八
幡
宮

の
本
線
詩
は
､
幸
い
文
字
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
の
で
'
次
に
あ
げ
て
み

た
い
｡震

旦
圃
陳
大
王
娘
大
比
留
女
｡
七
歳
御
懐
妊
｡
父
王
怖
畏
ヲ
ナ
シ
｡

汝
等
未
幼
少
也
｡
誰
人
子
有
憶
申
ベ
シ
ー
仰
ケ
レ
バ
｡
我
夢
朝
日
光

胸
覆
所
娠
也
卜
申
給

へ
バ
｡
浦
驚
テ
｡
御
誕
生
皇
子
共
｡

一
空
船
乗
｡

流
レ
着
所
ヲ
領
-
シ
給

へ
-
テ
大
海
浮
奉
｡
日
本
大
隅
磯
岸
着
給
｡

其
太
子
ヲ
八
幡
卜
競
奉
｡
依
此
船
着
所
ヲ
八
幡
崎
卜
名
｡
是
植
林
天

皇
御
字
也
｡
大
比
官
女
天
筑
前
囲
若
椙
山
へ
飛
大
給
後
｡
香
椎
聖
母

大
菩
薩
卜
顕
給

へ
リ
｡
皇
子
大
隅
圃
留
リ
テ
｡
正
八
幡
宮
配
レ
給

へ

J
O(

｢大
隅
正
八
幡
宮
本
線
事
｣
『惟
賢
比
丘
筆
記
』
続
群
書
類
従

第

三
輯
上
)

こ
の
説
話
は
､
三
品
彰
英
氏
も
､
箱

･
舟

･
筏
等
に
乗
っ
て
漂
流
す
る

(注
2ー
)

型
の
伝
説
を
紹
介
し
た
論
文

｢箱
舟
漂
流
神
話
そ
の

他

｣

中
に
お
さ
め
'

う
つ
ぼ
舟
型
伝
説
の
典
型
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'
三
品
氏
も
､
箱
舟
と
い

う
概
念
を
今
少
し
広
げ
て
考
え
れ
ば
､
桃
太
郎
や
瓜
子
姫
も
そ
の
中
に
含

め
得
る
と
考
え
て
お
り
'
さ
ら
に
ヒ
ル
コ
放
流
諦
を
も
そ
こ
に
類
属
せ
し

め
て
い
る
が
'
そ
れ
ら
が
嬰
児
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
は
し
な
か

っ
た
｡
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
､
三
晶
氏
が
紹
介
し
た
朝
鮮
の
伝
説
の
中

に
､
嬰
児
が
水
中
に
捨
て
ら
れ
る
も
の
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

話
が
少
々
前
後
し
て
恐
縮
だ
が
'
｢嬰
児
が
舟
に
乗
る
｣
モ
チ
ー
フ
は
'
や

(注
22
)

は
り
か
な
り
根
本
的
な
も
の
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
｡

さ
て
'
｢う
つ
ぼ
舟
｣
自
体
を
如
何
な
る
観
念
と
し
て
捉
え
る
か
､
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
'
大
変
示
唆
的
な
見
解
を
展
開
し
て
い
る
の
は
や
は
り

(注
ss)

折
口
信
夫
氏
で
あ

る

｡

こ
れ
も
少
々
長
-
な
る
が
'
次
に
引
用
し
た
い
と

思
う
｡う

つ
ぼ
舟
は
､
中
が
中
空
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
で
す
｡
同
じ
こ
と
ば

マル

で
'
う

つ
ぼ
柱
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
全

物
で
あ
る
様
に
見
え

て
'
中
が
空
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
此
が
､
つ
ま
り
'
う

つ
ぼ
で
す
｡
こ

の
こ
と
ば
は
'
終
ひ
迄
､
語
原
が
訣
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
が
'
うt
刊
は
'

砂
く
も
､
空
っ
ぽ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
訣
り
ま
す
｡

我
々
は
'
う

つ
と
言

へ
ば
'
空
と
思
っ
て
居
ま
す
が
'
葺
は
'
空
で

は
な
-
､
ほ
ん
た
う
に
充
葉
し
て
居
る
時
が
､
う
つ
ら
し
-
息
ほ
れ

ま
す
｡
我
々
が
死
ん
だ
様
な
状
態
や
､
偲
睡
状
態
の
や
う
な
'
さ
う

い
ふ
時
に
は
'
魂
は
抜
け
て
居
ま
す
｡
魂
が
遥
入
っ
て
ゐ
る
と
生
き

て
ゐ
る
｡
で
'
-

つ
し
世
は
'
絶
て
の
人
の
生
命
を
綜
合
し
た
社
食
t

と
い
ふ
様
な
意
味
に
考

へ
ら
れ
て
来
ま
す
｡
う
つ
し
身
も
､
現
寮
生

活
を
営
ん
で
ゐ
る
髄
､
と
い
ふ
意
味
で
す
｡
そ
の
時
の
状
態
は
'
中

が
空
っ
ぽ
で
あ
る
そ
の
中
に
'
魂
が
充
ち
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
な
り
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ま
す
｡
今
'
此
考

へ
の
順
序
を
言
う
て
見
る
と
､
物
が
充
ち
た
と
い

ふ
状
態
を
う

つ
と
言
ひ
､
又
'
此
と
同
じ
様
な
言
ひ
万
だ
が
､
物
が

中
に
龍

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
状
態
が
う
つ
で
あ
り
'
更
に
罷

っ
て
ゐ
る

も
の
よ
り
も
'
そ
の
容
れ
物
だ
け
の
空
洞
を
考

へ
た
と
き
が
う
つ
で

す
｡
此
考

へ
万
は
'
恐
ら
-
'
普
通
の
考

へ
方
と
順
序
が
逆
だ
t
と

思
は
れ
ま
す
が
､
静
か
に
考

へ
る
と
､
此
方
の
正
し
い
事
が
'
訣
る

と
思
ひ
ま
す
｡
う

つ
と
い
ふ
こ
と
ば
は
'
そ
れ
に
直
-
接
し
た
も
の

と
考

へ
て
行
け
ば
よ
い
が
､
其
庭

へ
い
と
い
ふ
形
式
の
上
の
過
程
を

経
た
こ
と
ば
が
出
て
来
'
そ
し
て

1
方
の
,T

は
､
空
虚
と
い
ふ
意

味
に
決

っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
'
ち
ょ
っ
と
其
鹿
に
考

へ
難
い
所
が
あ

る
の
で
す
O
そ
れ
か
ら
'
刊
万
廟
の
刷
は
何
か
と
い
ふ
と
'
此
は
又

問
題
に
な
る
が
'
略
我
々
に
は
考

へ
ら
れ
ま
す
｡
木
の
洞
穴
な
ど
を

考

へ
て
ゐ
る
と
､
そ
れ
は
訣
り
ま
せ
ん
が
'
も
少
し
先
を
考

へ
る
と

訣
り
ま
す
O

つ
ま
り
､
う

つ
と
は
と
は
別
で
あ

っ
て
'
刷
は
神
の
心

を
示
す
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
る
し
る
し
､
帥
'
兆
で
す
｡

折
口
氏
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
'
｢う
つ
ぼ
舟
｣

と
は
神
の
依
り
代
で

あ
る
と
と
も
に
､
た
ま
即
ち
魂
の
入
れ
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
よ

り
正
確
に
言
え
ば
､
神
の
依
り
付
い
て
い
る
舟
'
た
ま
の
入
っ
て
い
る
舟

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡
ま
た
'
枢
を
フ
ネ
と
も
言
い
'
入
棺
を

ヽ
ヽ

オ
フ
ネ
イ
リ
と

言
う
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
｢舟
｣
は
た
ま
の
入

(注
24
)

れ
物
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ

る

O

結
局
'
舟
は
神
の
依
り
代
で
あ
り
t
i
,

ま
の
入
れ
物
で
あ
り
'
そ
れ
故

(聖
)
な
る
乗
り
物
で
あ
る
t
と
い
う
と

こ
ろ
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
舟
に
乗
る
こ
と
が
鎮
魂
に
つ
な
が
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
折
口
氏
は
こ
の
論
文
中
で
､
さ
ら
に
ま
た
興
味
深
い
指
摘

を
し
て
い
る
｡
竹
取
物
語
の
赫
夜
姫
も
'
竹
の
よ
､
つ
ま
り
節
と
節
の
間

の
空
洞
に
い
た
と
い
う
意
味
で
う

つ
ぼ
の
状
態
に
あ

っ
た
わ
け
だ
が
'
折

口
氏
は

｢よ
る

(夜
)｣
と

｢
ひ
る

(畳
)｣
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
'
こ

ヽ

の
竹
の
よ
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

冒

夜
と
い
ふ
の
は
'
竹
の
節
と
同
じ
で
'
竹
の
節
な
ど
の
'
う

つ
ろ
の

中
に
絶

っ
て
ゐ
る
状
態
が
封
で
あ

っ
て
'
そ
れ
か
ら
出
た
形
が
別

馴

な
の
で
す
｡
夜
と
童
と
の
関
係
は
'
中
に
居
る
の
と
出
た
の
と
の
違

い
で
す
｡
竹
の
節
と
い
ふ
の
は
'
空
の
様
な
状
態
を
言
ふ
の
で
あ

っ

て
､
某
か
ら
す
べ
て
の
封
が
出
て
来
る
と
は
言
は
な
い
が
'
と
も
か

く
'
封
と
い
ふ
こ
と
ば
か
ら
､
色
々
意
味
の
岐
れ
て
行
-
元
に
は
'

此
を
考

へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
.
そ
れ
で
､
葦
の
髄
な
ど
も
封
と

言
ひ
'
そ
れ
か
ら
物
に
龍

っ
て
眠
っ
て
ゐ
る
の
を
も
封
と
言
ふ
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
｡
此
に
封
L
t
ひ
る
と
い
ふ
こ
と
ば
が
あ
り
ま
し
た
｡

だ
か
ら
ど
う
し
て
も
､
叫
引
と
い
ふ
こ
と
ば
は
初
め
て
出
現
し
た
時

を
表
わ
す
こ
と
ば
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
時
間
で
は
'
我
々
の

考

へ
で
は
'
朝
に
封
し
て
引

訓
だ
が
'
そ
れ
は
ず

っ
と
繰
り
あ
げ
て
､

早
-
考

へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
.
魂
で
言

へ
ば
'
封
に
龍

っ
て
ゐ

た
魂
の
現
出
し
た
時
が
叫
引
で
す
｡

こ
の
折
口
氏
の
見
解
を
も
と
に
'
葦
舟
に
乗

っ
た
ヒ
ル
コ
を
思
い
浮
か

べ
る
の
は
'
あ
ま
り
に
大
胆
な
推
定
で
あ
ろ
う
か
｡
折
口
氏
自
身
は
､
ヒ

ル
コ
の

｢
ヒ
ル
｣
を
虫
の

｢蛭
｣
の
方
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
ら
し

ヽ

い
が
'
ど
う
も
'
葦
舟
と
は
葦
の
髄
'
即
ち
葦
の
よ
で
で
き
て
い
る
う

つ
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ヽ
ヽ

ヽ

ぼ
舟
で
'
岐
美
二
神
の
子
と
し
て
初
め
て
現
出
し
た
ひ
る
こ
は
､
葦
の
よ

に
龍
っ
た
状
態
で
流
さ
れ
た

八景
)
な
る
存
在
で
あ
る
t
と
勘
ぐ
っ
て
み

た
-
な
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
こ
の
読
み
に
関
し
て
は
'
ほ
か
に
根
拠
が
あ

る
わ
け
で
も
な
-
'
自
分
で
も
大
胆
な
憶
測
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
､

勘
ぐ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
思
う
｡

た
だ
､
葦
舟
で
あ
ろ
う
と
天
磐
健
棒
船
で
あ
ろ
う
と
､
そ
れ
は
や
は
り

神
の
依
り
代
で
あ
ろ
う
し
､
ヒ
ル
コ
が

(聖
)
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
｡

七
､
太
陽
の
舟
と
海
上
他
界

う
つ
ぼ
舟
に
つ
い
て
触
れ
た
場
合
'
さ
ら
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
問
題

と
し
て
､
太
陽
船

-

太
陽
が
舟
で
移
動
す
る
-

の
観
想
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
｡
太
陽
船
の
伝
承
が
ほ
ぼ
世
界
中
に
分
布
し
'
そ
の
信
仰
の

痕
跡
と
み
ら
れ
る
太
陽
船
表
象
絵
画
も
ま
た
世
謹

相
場
の
遺
跡
か
ら
発
見

(注
25
)

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
既
に
松
本
信
広

氏

や

松
前
健

氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
日
本
に
つ
い
て
も
､
福
岡
県
で
発
見
さ
れ
た
珍

敷
塚
古
墳
の
壁
画
に
は
'
上
方
に
太
陽
表
象
と
見
ら
れ
る
同
心
円
を
伴
な

(注
27
)

う
'
鳥
の
と
ま
っ
た
舟
の
図
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お

り

､

太
陽
船
信
仰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
確
か
に
不
思
議
は
な
い
と
言

え
る
｡
今
､
こ
の
太
陽
船
の
問
題
が
な
ぜ
う

つ
ぼ
舟
の
問
題
か
ら
派
生
す

る
の
か
と
い
え
ば
､
う
つ
ぼ
舟
漂
流
薄
に
つ
い
て
は
'
そ
の
流
さ
れ
る
存

在
の
太
陽
起
源
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡

先
に
あ
げ
た

｢大
隅
正
八
幡
宮
本
線
事
｣
も
そ
う
で
あ
っ
た
｡
大
比
留

女
は
日
光
に
胸
を
覆
わ
れ
て
日
神
の
子
を
生
ん
だ
の
で
あ
り
'
そ
の
子
と

共
に
垂
船
で
流
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
と
同
系
統
の
説
話
と
し
て
は
､
対
馬

国
豆
酸
郡
内
院
村
に
伝
わ
る

｢対
馬
の
天
童
｣
の
伝
説
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
'
照
日
の
菜
と
い
う
女
が

一
人
の
娘
を
生
み
'
そ
の
娘
は

日
輪
の
光
に
感
じ
て
妊
娠
し
た
｡
や
が
て
そ
の
娘
か
ら
日
輪
の
精
で
あ
る

男
の
子
が
生
ま
れ
'
天
道
童
子
と
呼
ば
れ
る
t
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ

の
天
童
の
母
は
'
不
義
の
た
め
に
う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
た
宮
中
の
女
院
で
'

内
院
村
の
浜
に
漂
着
し
た
時
既
に
懐
妊
し
て
お
り
'
そ
こ
で
天
童
を
生
ん

(注
鵠
)

だ
t
と
も
伝
え
ら
れ
る
と

い
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
日
神
の
子
が
う

つ
ぼ
舟

で
流
さ
れ
る
説
話
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
｡
殊
に

｢大
隅
正
八
幡
宮
本

線
事
｣
で
は
'
臥
神
の
子
を
身
罷
る
の
が

｢大
比
留
女
｣
で
あ
り
､
岐
美

神
話
に
お
け
る

｢大
日
垂
貴
｣
と
結
び
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡
こ
の

説
話
中
母
親
も
ろ
と
も
う
つ
ぼ
舟
に
て
流
さ
れ
る
日
神
の
子
に
し
て
も
'

や
は
り
そ
こ
に
は
ヒ
ル
コ
を
重
ね
合
わ
せ
て
良

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
｡
ヒ
ル
コ
の
放
棄
に
用
い
ら
れ
た
船
が
'
『
紀
』
本
文
で
は
｢
天
磐
棟
樟

船
｣
と
い
わ
れ
'
第
二
の

一
書
で
は

｢鳥
磐
橡
樺
船
｣
と
い
わ
れ
'
そ
の

亦
の
名
と
し
て

『記
』
に

｢
天
鳥
船
｣
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
'
松

本
氏
ら
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
､
太
陽
船
を
示
す
ら
し
さ
鳥
船
表
象
と
の

つ
な
が
り
を
思
わ
せ
'
ヒ
ル
コ
が

｢
日
子
｣
で
あ
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ

る｡た
だ
し
'
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
'
舟
は
基
本
的
に
は
神
の
乗
り
物
で

あ
り
､
必
ず
し
も
日
神
の
乗
り
物
と
は
限
ら
な
い
｡
ま
た
､
う

つ
ぼ
舟
は

ヽ
ヽ

た
ま
の
依
り
付
い
て
い
る
舟
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
流
れ
着
い
た
う
つ
ぼ

舟
中
の
ま
れ
び
と
が
､
日
神
の
子
と
考
､え
ら
れ
た
の
は
何
故
か
｡
う
つ
ぼ

舟
の
流
れ
出
る
所
､
或
い
は
流
れ
着
-
先
は
'
何
処
と
考
え
ら
れ
て
い
た
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の
だ
ろ
う
か
｡

沖
縄
の
祝
詞

(
お
た
か
べ
ご
と
)
に
見
ら
れ
る
日
神
の
初
生
児
オ
ー
ヂ

チ
ョ
の
場
合
'
そ
の
生
し
敗
り
子
が
ネ
ズ
ミ
と
な
っ
て
下
界
に
降
ろ
さ
れ
'

そ
こ
で
も
悪
さ
を
す
る
た
め
に
'
海
上
他
界
と
考
､え
ら
れ
る
ニ
ラ
イ
へ
と

(注
29
)

流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い

る
｡
ま
た
､
火
真
理
命
の
場
合
に
は
'
無
目

勝
間
の
小
船
が
行
き
着
-
先
は
海
神
の
宮
で
あ
る
｡
う

つ
ぼ
舟
の
行
き
着

-
先
は
海
の
果
て
に
あ
る
と
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
異
郷
'
他
界
な
の
で
あ

っ
た
｡
さ
ら
に
'
少
名
昆
古
郡
が
莱
茎
に
弾
か
れ
て
常
世
の
国

へ
去
っ
て

い
っ
た
こ
と
か
ら
'
そ
の
海
上
他
界
は
即
ち
常
世
の
国
と
お
さ
え
る
こ
と

が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
海
の
果
て
に
他
界
が
想
定
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
､

(注
謝
)

水
が
聖
な
る
も
の
で
あ
り
､
海
が
聖
な
る
空
間
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と

な
ど
が
そ
の
一
因
と
し
て
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
は
と
も

か
-
､
古
代
人
た
ち
に
と
っ
て
､
海
の
果
て
に
は

(常
世
)
が
存
在
し
'

ヽ
ヽ

そ
れ
は
た
ま
の
住
む
国
で
あ
る
ゆ
え
､
舟
に
よ
っ
て
こ
の
世
と
の
往
復
が

行
な
わ
れ
る
と
考
､え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
｡
つ
ま
り
､
舟
は
渡
海
の
手
段

ヽ
ヽ

で
あ
り
､
し
か
も
た
ま
の
入
れ
物
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
｡
従
っ
て
'
ど
こ
か
ら
と
も
な
-
寄
り
着
い
た
う
つ
ぼ
舟
は
､
(常
世
)

ヽ
ヽ

か
ら
の
た
ま
の
来
訪
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た

一
方
で
'
太
陽

が
上
り
そ
し
て
沈
む
海
の
果
て
は
へ太
陽
の
国
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た

だ
ろ
う
｡
う
つ
ぼ
舟
中
の
ま
れ
び
と
が
し
ば
し
ば
太
陽
に
起
源
を
持
つ
形

で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
､
恐
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
｢海
神

(
ワ
タ
ツ
ミ
の
神
)｣
は
'
｢紀
』
第
六
の
一
書

･
第

七
の
一
書
で
は

｢少
量
命

(
ワ
タ
ツ
ミ
の
命
)
｣
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
お

り
'
童
形
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
即
ち
'
海
の
果
て

の
異
郷
に
は
童
形
の
神
の
存
在
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
'
先
に
述

ヽ
ヽ

べ
た

｢嬰
児
形
の
神
が
舟
に
乗
る
｣
モ
チ
ー
フ
や
'
日
神
の
子
が
う
つ
ぼ

舟
で
流
さ
れ
る
と
い
う
伝
承
も
､
こ
の
点
と
少
な
か
ら
ず
関
連
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
｡
う
つ
ば
舟
漂
流
辞
を
含
め
'
貴
種
流
離
辞
の
類
は
'
こ
う

い
っ
た
諸
々
の
要
素
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
た
結
果
の
産
物
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡

次
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
へ
こ
の
海
上
他
界
の
性
格
で
あ
る
｡
岐

美
神
話
中
に
見
ら
れ
る

(常
世
の
国
)
に
は
､
｢牝
の
国
｣
｢根
の
国

(樵

の
堅
州
国
)｣
｢黄
泉
の
国
｣
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
れ
ら
と
海

上
他
界
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
｡

｢牝
の
国
｣
の
性
格
は
今

1
つ
不
鮮
明
で
あ
る
が
'
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
こ
へ

の
回
帰
を
切
望
し
た
結
果
追
放
さ
れ
て
い
っ
た

｢根
の
国
｣
に
重
ね
得
る

と
す
れ
ば
'
｢黄
泉
の
国
｣
も
含
め
て
こ
の
三
つ
の
BE
Iは
共
に
地
底
の
暗
黒

に
存
在
す
る
他
界
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
こ
の
地
底
の
他
界

は
､記
紀
に
お
け
る
描
写
か
ら
も
判
断
で
き
る
よ
う
に
'
(死
の
国
V
t
(
ケ

ガ
レ
の
国
)
と
し
て
の
性
格
が
浪
厚
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
は

(常
世
の
国
)

(注
3ー
)

は

(常
夜
の
国
)
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
に
違
い

な

い

｡

而
し
て
そ
の

1

方
に
は

八神
の
国
)
と
し
て
の
高
天
原
が
存
在
す
る
｡
従
っ
て
'
岐
美
神

請
で
は

(常
世
の
国
)
と
し
て
t
へ
ハ
レ
の
国
)
で
あ
る
天
上
他
界
と

(
ケ

ガ
レ
の
国
)
で
あ
る
地
底
他
界
と
が
か
か
げ
ら
れ
て
お
り
'
(
ハ
レ
)
と

(
ケ
ガ
レ
)
の
観
念
が
明
確
に
分
散
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対

し
て
海
上
他
界
の
場
合
は
'
明
ら
か
に
こ
の
両
義
を
担
っ
て
い
る
｡
そ
こ

で
は

(
ハ
レ
)
ち

(
ケ
ガ
レ
)
も
共
存
し
'
単
純
に

(聖
)
の
国
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
に
し
て
も
､
元

(注
32
)

は
死
の
島
で
あ
っ
た
が
'
理
想
郷
と
し
て
も
意
識
さ
れ
た

と

い

う

｡

こ
の
点
か
ら
考
え
る
に
､
海
上
他
界
の
観
念
と
は
か
な
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
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ブ
な
も
の
で
､
本
来
的
な

(常
世
)
の
観
念
を
伝
え
て
-
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
水
平
的
な
世
界
観
に
基
づ
い
て
t
へ
ハ
レ
)
ち

(
ケ
ガ
レ
)

も
包
含
す
る
か
か
の
国
と
し
て
の

(常
世
)
の
様
を
､
そ
こ
に
読
み
と
っ

て
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
比
べ
る
と
､
天
上
他
界
及
び
地

底
他
界
の
観
念
は
'
(
ハ
レ
)
と

(
ケ
ガ
レ
)
の
観
念
が
か
な
り
明
確
化
し

た
後
､
し
か
も
垂
直
方
向
の
世
界
観
が
発
達
し
た
後
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
､
海
上
他
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
え

る
.
そ
れ
は
,
海
の
果
て
に
存
在
す
る
常
世
の
国
'
か
か
の
住
む
国
で
あ

り
t
へ
ハ
レ
)
と

(
ケ
ガ
レ
)
の
共
存
す
る

(聖
)
な
る
国
で
あ
る
｡
そ
の

国
と
の
往
復
の
手
段
に
は
､
渡
海
の
道
具
で
し
か
も
i
,か
の
入
れ
物
で
あ

る
舟
が
考
え
ら
れ
た
O
そ
の
た
め
'
寄
り
着
い
た
舟
に
は
常
世
か
ら
来
訪

ヽ
ヽ

し
た
た
ま
が
乗

っ
て
い
る
と
意
識
さ
れ
た
｡
ま
た
､
そ
こ
は
太
陽
が
上
り

沈
み
ゆ
-
国
と
も
考
､え
ら
れ
た
た
め
､
舟
の
中
の
ま
れ
び
と
は
し
ば
し
ば

太
陽
と
の
関
連
を
伝
え
ら
れ
た
｡
さ
ら
に
､
そ
こ
は
海
神
の
国
と
も
考
え

ら
れ
､
海
神
は
嬰
児
形
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
'
舟
中
の

ま
れ
び
と
は
嬰
児
も
し
-
は
童
形
で
あ
る
と
も
伝
､え
ら
れ
た
｡
こ
れ
ら
の

要
素
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
'
う
つ
ぼ
舟
漂
流
韓
は
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

八
､
流
さ
れ
る
ヒ
ル
コ
の
本
然
性

ヒ
ル
コ
の
出
生
と
放
流
に
付
随
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
'
こ
こ
ま
で

に
漫
然
と
連
ね
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
最
後
に
そ
れ
ら
を
ふ
り
返
り
つ

つ
'
そ
こ
か
ら
求
め
ら
れ
る
ヒ
ル
コ
の
本
来
の
性
格
を
ま
と
め
て
み
た
い
｡

ま
ず
第

一
に
'
ヒ
ル
コ
と
い
う
名
称
は
ヒ
ル
メ
と
対
に
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
考
え
た
｡
ヒ
ル
メ
は
日
神
の
鬼
女
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
ヒ
ル

コ
は
太
陽
信
仰
に
関
わ
る
男
性
霊
格
と
考
え
ら
れ
る
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
､

ヒ
ル
メ
と
ヒ
ル
コ
は
母
子
の
関
係
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
第
二
に
､

ヒ
ル
コ
と
ス
サ
ノ
ヲ
に

｢嬰
児
形
｣
と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
､
そ
こ
に

(聖
)
の
象
徴
と
い
う
意
味
づ
け
を
し
て
み
た
｡
さ
ら
に
'
嬰
児
形
の
神
が

舟
に
来
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
想
定
し
た
｡
そ
こ
で
第
三
に
､
｢舟
｣
の
観

念
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
性
格
を
考
え
'
そ
れ
は
神
の
依
り
代
で
あ
り
t
i
,か

G
-入
れ
物
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
.
と
す
れ
ば
'
ヒ
ル
コ
は
そ
う

い
う

(聖
)
な
る
乗
り
物
で
流
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
､
こ
れ
は
ヒ
ル
コ
が

(聖
)
な
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
最
後
に
'

う

つ
ぼ
舟
の
流
れ
者
-
先
が
海
上
他
界
で
あ
る
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
'
そ

の
性
格
を
検
討
し
た
.
そ
れ
は
海
の
果
て
に
あ
る
常
世
の
国
'
か
か
の
住

む
国
で
'
(
ハ
レ
)
と

(
ケ
ガ
レ
)
の
両
義
を
担
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
'
｢神

の
国
｣
で
あ
る
と
同
時
に

｢死
者
の
国
｣
で
も
あ
り
'
こ
の
点
で
高
天
原

や
根
の
国

･
黄
泉
の
国
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
｡
ま
た
'
太
陽
が
上

り
'
沈
む
そ
の
先
が
海
の
果
て
と
も
感
じ
ら
れ
た
た
め
'
太
陽
の
国
と
い

う
性
格
も
付
与
さ
れ
て
い
た
｡
こ
こ
か
ら
所
謂
太
陽
船
の
観
想
が
発
生
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
ヒ
ル
コ
の
放
棄
に
用
い
ら
れ
た
天
磐
棟
樺
船
が

そ
う
い
っ
た
太
陽
船
的
性
格
を
有
す
る
可
能
性
も
確
認
し
た
｡
し
か
も
､

海
の
果
て
に
は
海
神
の
国
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
-
､
そ
の

海
神
が
嬰
児
形
も
し
-
は
童
形
と
思
わ
れ
て
い
た
ら
し
き
こ
と
か
ら
'
｢嬰

児
形
の
神
が
舟
に
乗
る
｣
モ
チ
ー
フ
と
海
上
他
界
の
観
念
と
が
結
び
つ
け

ら
れ
る
こ
と
の
一
端
は
確
認
で
き
た
と
い
え
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
べ
て
お
さ
え
直
し
た
う
え
で
､
今

一
度
ヒ
ル
コ
の
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性
格
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
ほ
か
は
な
い
｡
ヒ
ル

コ
は
､
太
陽
に
関
わ
る
男
性
霊
格
で
'
嬰
児
形
を
と
っ
て
お
り
､
そ
の
依

り
代
で
あ
る
舟
に
よ
っ
て
'
太
陽
の
国
で
あ
る
海
上
他
界

へ
と
送
り
出
さ

れ
る
存
在
で
あ

っ
た
｡

つ
ま
り
'
太
陽
に
起
源
を
持
つ
､
海
の
果
て
の
異

郷
の
神
な
の
で
あ

っ
た

と
｡
そ
れ
ゆ
え
､
ヒ
ル
コ
放
流
講
で
は
､
そ
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

流
さ
れ
る
こ
と
､
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
最
も
重
要
な
意
味
が
認
め
ら

れ
る
｡
舟
に
よ
っ
て
漂
流
す
る
こ
と
に
こ
そ
'
ヒ
ル
コ
の
本
然
性
が
反
映

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

加
え
て
今

一
度
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､海
上
他
界
が
(
ハ

レ
)
と

(
ケ
ガ
レ
)
の
両
義
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
既

に
述
べ
た
如
-
'
兄
妹
楯
の
産
果
と
し
て
の
ヒ
ル
コ
は
ま
さ
に
そ
の
両
義

を
担
う
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
｡
記
紀
神
話
中
の
ヒ
ル
コ
像
が
不
鮮
明
で
あ

る
の
も
'
こ
の
よ
う
に
ヒ
ル
コ
が
も
と
も
と
両
義
的
な
存
在
で
あ

っ
た
た

め
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
ヒ
ル
コ
を

｢生
み

損

い
｣
で
あ
る
と
か
'

｢不
具
児
｣

で
あ
る
と
か
言

っ
て
簡
単
に
済
ま
せ

て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
｡
ヒ
ル

コ
の

(異
常
)
性
'
(神
聖
)
性
に
つ

い
て
は
'
今

一
度
考
え
直
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(注
I
V
岡
正
雄

r
日
本
民
族
の
起
源
』
平
凡
社

昭
g3
'
小
島
嘩
礼

｢イ

ザ
ナ
キ
･
イ
ザ
ナ
ミ
の
婚
姻
｣
(
『宗
教
研
究
』

1-1号
昭
33
)'
福
島

秋
穂

｢
ヒ
ル
コ
神
話
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『国
文
学
研
究
』
昭
42

･10
)'

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
の
神
話
-
『国
生
み
神
話
』
学
生
社

昭
47
等

(
2
)
松
岡
静
雄
r紀
記
論
究
1
神
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