
枕
詞
と
地
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主
と
し
て
『
風
土
記
』

に
つ
い
て

駒
　
　
　
木

敏

）１（

　
枕
詞
は
長
い
間
、
も
っ
ぱ
ら
和
歌
史
の
側
の
固
有
の
課
題
と
し
て
、
そ
の
修

辞
法
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
発
生
論
的
な
立
場

か
ら
は
、
こ
れ
を
神
の
呪
一
言
と
捉
え
、
霊
力
の
こ
も
っ
た
諺
か
ら
の
分
化
と
想

　
　
　
　
　
　
幻

定
す
る
折
口
学
説
を
展
開
し
た
が
ら
、
そ
の
始
原
性
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
が

次
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
に
、
神
託
（
託
宣
）
、
諺
、
歌
謡
、
和
歌
た
ど
の
枕

詞
表
現
を
含
む
言
語
伝
承
の
ジ
ャ
ソ
ル
的
範
曉
を
基
軸
と
し
て
、
そ
の
通
時
相

が
論
じ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
ら
種
々
の
言
語
伝
承
に
共
有
さ
れ
る
枕
詞
の
あ
り
ょ
う
は
、
そ

れ
ら
の
共
時
的
位
相
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
ず
論
を
進
め
る
前
提
と
し
て
、
枕
詞
研
究
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

こ
と
の
な
か
か
ら
、
次
の
三
点
を
特
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
枕
詞
の
表
現
法

の
あ
り
よ
う
と
Ｌ
て
、

　
の
　
被
枕
詞
か
ら
の
分
類
に
よ
る
と
、
Ｇ
り
固
有
名
詞
、
働
普
通
名
詞
、
ｏ
用

　
　
言
に
冠
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
が
、
Ｇ
り
の
固
有
名
詞
（
地
名
・
神
名
）

　
　
に
冠
す
る
形
が
枕
詞
の
始
原
的
位
相
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　
＠
枕
詞
と
被
枕
詞
の
関
係
を
語
法
的
に
み
た
場
合
、
両
者
は
独
立
語
（
句
）

　
　
の
連
合
と
も
い
え
る
関
係
で
表
出
さ
れ
、
通
常
の
文
法
的
な
接
続
関
係
で

　
　
は
把
握
で
き
な
い
語
法
を
有
す
る
こ
と
。

　
働
　
枕
詞
は
被
枕
詞
の
賛
辞
、
称
辞
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
。

汰
ど
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
統
一
的
に
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、
枕
詞

の
表
現
性
が
見
定
め
ら
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
土
橋
学
説
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
枕
詞
の
表
現
性
は
、
枕
詞
が
和
歌
の
修
辞
法
と
な
る
以
前
の
「
前
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
〕

性
・
融
即
性
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
た
。
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ま
た
最
近
西
郷
信
綱
氏
は
、
両
者
の
特
殊
た
連
合
関
係
に
つ
い
て
、
　
「
意
味

と
音
と
が
窓
意
的
に
融
合
し
一
体
化
す
る
不
思
議
た
機
能
」
は
「
文
学
以
前
の

口
承
的
言
語
の
産
み
落
と
し
た
形
式
で
あ
り
、
独
自
の
語
法
」
で
あ
る
と
論
じ

　
　
訓

ら
れ
ね
。
」
従
来
の
枕
詞
論
で
は
「
意
義
」
と
「
音
」
と
を
分
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
枕
詞
と
被
枕
詞
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
始
原
的
言
語
に

お
い
て
意
義
と
音
と
は
未
分
化
で
混
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
き
、

西
郷
論
の
指
摘
も
ま
た
枕
詞
の
始
原
性
に
と
っ
て
重
要
な
提
起
で
あ
っ
た
。

　
こ
似
よ
う
た
枕
詞
の
始
原
性
に
か
か
わ
る
分
析
を
承
げ
て
、
本
稿
で
は
、
融

即
性
に
基
づ
く
呪
的
称
辞
と
す
る
把
握
を
展
開
さ
せ
て
、
神
の
側
か
ら
の
方
位

性
を
有
す
る
神
話
的
玩
前
性
に
か
か
わ
る
の
が
枕
詞
の
始
原
的
位
相
で
は
な
い

か
と
の
試
論
を
、
地
名
と
枕
詞
の
あ
り
よ
う
を
中
心
に
考
察
し
提
起
し
た
い
。

）２（

　
周
知
の
よ
う
に
風
土
記
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
地
名
は
起
源
伝
承
を
も
っ
て

の
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
っ
て
井
出
至
氏
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
地
名

起
源
伝
承
の
主
体
は
神
か
「
尊
貴
の
人
物
」
か
に
収
束
さ
れ
、
そ
の
名
前
．
行

為
二
言
葉
（
発
言
）
と
か
か
わ
っ
て
地
名
の
由
来
、
命
名
が
画
定
さ
れ
る
の
で

　
刎

あ
刷
。
そ
し
て
そ
の
主
体
は
、
出
雲
国
風
土
記
で
は
ほ
ぽ
出
雲
固
有
の
神
々
で

あ
り
、
常
陸
国
風
土
記
ハ
豊
後
国
風
土
記
で
は
天
皇
で
あ
り
、
播
磨
国
風
土
記

に
お
い
て
は
両
様
相
半
ぱ
し
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
を
観
定
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

伝
承
の
特
定
の
場
と
役
割
に
か
か
わ
る
「
生
の
座
」
に
よ
る
差
異
の
み
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
差
異
を
も
ち
た
が
ら
、
風
土
記
の
地
名
起
源
伝
承

に
た
お
通
底
す
る
の
は
、
地
名
の
命
名
が
聖
た
る
位
格
の
存
在
や
発
言
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
る
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
た
が
ら
、
そ
れ
ら
の
地
名
起
源

伝
承
を
無
媒
介
に
枕
詞
の
あ
り
ょ
う
と
結
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
引

れ
は
、
伝
承
史
的
方
法
に
よ
っ
て
、
風
土
記
を
多
様
た
伝
承
を
複
合
的
、
重
層

的
に
織
り
次
し
た
テ
ク
ス
ト
と
み
と
め
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
生
の
座
に
基
づ

き
、
内
在
的
枠
組
み
た
る
様
式
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
伝
承
構
成
体
で
あ
り
、

編
集
句
に
よ
っ
て
繋
が
れ
な
が
ら
、
そ
の
内
部
に
多
様
な
伝
承
を
と
り
こ
ん
で

い
る
。
従
っ
て
、
伝
承
の
よ
り
古
い
層
を
認
定
す
る
に
は
、
風
土
記
テ
ク
ス
ト

が
取
り
こ
ん
で
い
る
多
様
な
素
材
や
伝
承
断
片
の
重
層
性
を
、
そ
の
編
集
さ
れ

成
文
化
さ
れ
た
表
現
の
分
析
を
通
し
て
選
り
わ
げ
る
作
業
が
前
提
と
た
る
か
ら

で
あ
る
。

　
風
土
記
の
地
名
起
源
伝
承
の
重
層
性
は
、
そ
の
表
現
形
式
の
上
か
ら
探
る
こ

と
が
で
き
る
。
枕
詞
論
で
し
ぱ
し
ぱ
間
題
と
さ
れ
る
「
風
俗
諺
」
「
風
俗
説
」

を
手
掛
り
に
考
え
よ
う
。
風
俗
諺
の
形
で
地
名
に
関
す
る
枕
詞
を
記
述
す
る
の

は
常
陸
国
風
土
記
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
地
名
と
枕
詞
の
関
係
の
一
っ
の

あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
国
風
土
記
に
よ
る
と
、
「
常
陸
」
の
国
号
起

源
と
新
治
、
筑
波
、
行
方
、
茨
城
、
香
島
、
多
珂
の
各
郡
名
の
起
源
に
か
か
わ

っ
て
、
「
風
俗
諺
」
、
「
風
俗
説
」
の
表
記
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
を
示



せ
ぱ
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
古
老
の
い
へ
ら
く
、
筑
波
の
縣
は
、
古
、
紀
の
国
と
謂
ひ
き
。
美
万
貴
の

　
　
天
皇
の
み
世
、
采
女
の
臣
の
友
属
、
筑
箪
命
を
紀
の
国
の
国
造
に
遣
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
き
。
時
に
、
筑
箆
命
い
ひ
し
く
、
「
身
が
名
を
ぽ
国
に
着
げ
て
、
後
の
代

　
　
に
流
伝
へ
し
め
む
と
欲
ふ
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
、
本
の
號
を
改
め
て
、
更

　
　
に
筑
波
と
称
ふ
と
い
へ
り
。
風
俗
の
説
に
握
飯
筑
波
の
国
と
い
ふ
。
（
常
陸
国
風
土

　
　
記
、
筑
波
郡
の
条
）

こ
こ
に
は
「
筑
波
」
の
地
名
に
か
か
わ
る
二
つ
の
伝
承
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

「
古
老
の
い
へ
ら
く
…
－
・
と
い
へ
り
」
と
「
風
俗
の
説
に
－
：
－
１
と
い
ふ
」
と
い

う
二
っ
の
編
集
句
で
括
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ツ
ク
ハ
ノ
、
・
・
コ
ト
が
そ
の
名
に

よ
っ
て
筑
波
と
命
名
し
た
こ
と
と
「
握
飯
筑
波
の
国
」
の
風
俗
説
は
直
接
的
に

は
関
係
を
有
し
て
い
な
い
。
本
行
に
お
い
て
筑
波
の
命
名
の
由
来
を
の
べ
、
さ

ら
に
筑
波
の
地
名
が
特
定
の
諺
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
握
飯
筑
波

の
国
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
風
俗
の
説
に
」
以
下
が
割
注
形

式
で
示
さ
れ
る
記
述
移
式
の
相
違
も
こ
の
こ
と
を
葵
づ
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
重
層
性
は
、
割
注
彬
式
で
表
記
さ
れ
る
他
の
郡
の
場
合
に
も
共
通
し
て
い
る
。

　
風
俗
の
諺
に
１
、
白
遠
ふ
新
治
の
国
と
い
ふ
。

　
風
俗
の
諺
に
、
水
泳
る
茨
城
の
国
と
い
ふ
。

　
風
俗
の
諺
に
、
立
雨
零
る
行
方
の
国
と
い
ふ
。

　
風
俗
の
諺
に
、
霞
零
る
香
島
の
国
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

　
風
俗
の
説
に
、
薦
枕
多
珂
の
国
と
い
ふ
。

こ
の
割
注
に
対
す
る
本
行
で
は
、
新
治
の
国
造
の
祖
比
奈
良
珠
命
が
一
．
井
を
浴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぱ
ら

り
し
」
こ
と
に
よ
っ
て
（
新
治
郡
）
、
「
大
臣
の
族
黒
坂
命
が
「
茨
蘇
を
穴
の
内

に
施
れ
」
て
山
の
佐
伯
・
野
の
佐
伯
を
討
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
茨
城
郡
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
　
　
　
　
　
な
め
く
は
し
　
　
　
　
　
　
い

倭
武
の
天
皇
が
「
四
方
を
望
み
ま
し
て
」
「
此
の
地
の
名
を
行
細
の
国
と
称
ふ

べ
し
」
と
発
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
行
方
郡
）
、
香
島
の
天
の
大
神
の
座
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
が
た
　
　
め
ぐ
り
み
　
　
　
　
　
　
さ
か

こ
と
に
よ
っ
て
（
香
島
郡
）
、
国
造
建
御
狭
目
命
が
「
地
体
を
歴
験
て
、
峯
険

　
　
や
ま
た
か

し
く
岳
崇
し
と
為
し
」
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
多
珂
郡
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
名
が

名
づ
げ
ら
れ
た
と
す
る
伝
承
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
風
俗
諺
と
は
論
理
的
に
は

直
結
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
右
の
よ
う
な
風
俗
諺
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
一
．
伝
言
却
ち
古
語
」

と
し
て
の
位
相
を
有
す
る
伝
承
的
詞
章
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
句
対
の
反

復
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
律
語
的
要
素
を
内
在
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
　
「
風
俗
」

語
（
土
着
語
）
に
よ
る
固
定
的
詞
章
が
、
風
俗
諺
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
よ
い
。
地
名
の
呼
称
に
際
し
て
固
定
的
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
諺
と
し
て

の
枕
詞
表
現
の
位
相
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
、

地
名
を
讃
称
的
に
呼
び
お
こ
す
意
味
性
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
　
「
握
飯

筑
波
の
国
」
の
場
合
ニ
ギ
リ
ィ
ヒ
ー
ー
ツ
ク
（
固
執
す
る
、
付
着
す
る
）
の
懸
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刀

的
契
機
に
よ
っ
て
地
名
ツ
ク
ハ
と
結
合
し
、
握
飯
が
「
神
供
の
飼
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
筑
波
の
ク
ニ
を
讃
称
的
に
現
前
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
枕
詞
の
意
義
は
た
お
未
詳
の
も
の
が
多
い
。
　
「
白

遠
ふ
」
に
つ
い
て
は
「
志
良
登
保
布
　
小
新
田
山
」
（
万
１
４
・
三
四
三
六
）
の

例
か
ら
、
双
方
に
共
通
す
る
ニ
ヒ
（
新
）
と
の
関
違
が
い
わ
れ
て
い
る
が
不
明

で
あ
り
、
「
立
雨
零
」
に
つ
い
て
も
、
俄
雨
の
雨
足
が
同
方
向
に
並
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
．
　
　
．

意
か
ら
ナ
メ
（
並
）
と
関
連
す
る
と
か
、
タ
チ
サ
メ
と
ナ
メ
カ
タ
の
類
音
に
よ

釧
到
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
が
、
や
ば
り
不
明
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
他
方

で
、
「
緩
零
」
は
「
阿
羅
礼
布
綾
　
杵
島
が
嶽
」
（
風
土
記
１
９
）
と
も
あ
っ
て
、

霞
の
降
る
音
の
カ
シ
マ
シ
（
そ
れ
と
類
音
の
キ
シ
マ
）
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｃ
ｏ

み
て
よ
い
。
そ
し
て
霞
の
降
る
こ
と
は
、
呪
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
霞
零
る
」
は
香
島
の
ク
ニ
を
讃
称
的
に
現
前
せ
し

め
る
枕
詞
と
み
た
し
う
る
。
「
薦
枕
」
も
そ
れ
が
高
い
こ
と
か
ら
タ
カ
（
多
珂
）

と
懸
詞
的
に
結
合
し
、
か
っ
、
そ
れ
が
神
事
に
お
げ
る
も
の
、
た
い
し
は
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
カ

枕
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
そ
の
讃
称
的
機
能
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
風
俗
諺
と
し
て
記
述
さ
れ
る
常
陸
国
風
土
記
の
地
名
の
呼
称

法
は
、
讃
称
的
に
祭
祀
共
同
体
と
し
て
の
ク
ニ
を
現
前
す
る
伝
承
詞
章
で
あ
っ

た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
国
号
起
源
に
関
す
る
風
俗
諺
の
場
合
は
、
唯
一
割
注
移
式
を
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

な
い
。
そ
こ
で
は
、
Ｇ
○
「
直
通
の
義
を
取
り
て
、
名
称
と
為
せ
り
」
、
岬
「
或

る
ひ
と
」
の
説
と
し
て
、
凄
武
天
皇
が
新
た
に
掘
ら
せ
た
井
に
「
御
手
を
洗
ひ

た
ま
ひ
し
に
、
御
衣
の
袖
、
泉
に
垂
り
て
沽
ぢ
ぬ
。
便
ち
、
袖
を
漬
す
義
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

り
て
、
此
の
国
の
名
と
為
せ
り
」
、
い
「
風
俗
の
諺
に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
崔
り
、

衣
袖
漬
の
国
と
い
ふ
は
是
な
り
」
、
の
三
つ
の
由
来
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
の

と
＠
い
と
は
本
文
の
論
理
か
ら
し
て
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ
る
。
記
述
者
（
編
集
者
）
は
倭
武
天
皇
の
事
跡
と
し
て
の
袖
を
泉
に
「
垂

り
て
沽
ぢ
ぬ
」
と
、
風
俗
諺
と
し
て
の
「
筑
波
岳
に
黒
雲
珪
り
、
衣
袖
漬
の

国
」
を
同
質
の
も
の
と
認
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
風
俗
の
諺
に
…
－
と

い
ふ
は
是
た
り
」
は
、
＠
の
倭
武
天
皇
に
か
か
わ
る
起
源
伝
承
を
承
け
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
風
俗
諺
が
割
注
捗
式
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
そ
こ
に
理
由
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
御
衣
の
袖
、
泉
に
垂
り
ぬ
沽
ぢ
ぬ
。
便
ち
、

袖
を
漬
す
義
に
よ
り
て
…
…
」
の
問
に
は
ヒ
ヂ
（
ヒ
ヅ
の
連
用
移
）
．
ヒ
タ
ス

の
相
違
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
落
差
が
あ
る
し
、
井
水
に
袖
を
ヒ
ヅ
こ
と
と
「
筑

波
岳
に
黒
雲
珪
り
」
（
黒
雲
が
か
か
り
雨
が
降
っ
て
き
て
）
衣
袖
を
ヒ
タ
ス
こ

と
の
問
に
も
、
説
明
の
方
法
と
し
て
は
ず
れ
が
あ
る
と
い
わ
ね
ほ
な
ら
な
い
。

記
述
捗
式
の
上
で
は
整
序
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
こ
の
場
合
も
、
風
俗

諺
と
震
武
天
皇
を
主
体
と
す
る
起
源
伝
承
と
の
間
に
は
伝
承
の
重
層
性
が
み
と

め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
先
の
「
立
雨
零
る
　
行
方
の
国
」
や
次
の
事
例
た
ど
に
よ
る
と
、
雨
が
降
る

こ
と
を
も
っ
て
地
名
の
称
辞
と
す
る
こ
と
は
、
枕
詞
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
だ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
、
天
の
御
飯
田
の
御
倉
を
造
り
給
は
む
処
を



　
　
寛
ぎ
巡
行
り
給
ひ
き
。
そ
の
時
、
「
波
夜
佐
雨
　
久
多
美
の
山
」
と
詔
り

　
　
給
ひ
き
。
故
、
忽
美
と
い
ふ
。
（
出
雲
国
風
土
記
、
楯
縫
郡
玖
潭
郷
の
条
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
に
わ
か
雨
が
物
を
ぬ
ら
し
物
を
腐
ら
せ
る
意
で
、
ク
タ

　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ミ
（
腐
タ
ミ
）
」
と
結
合
す
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
「
降
り
く
る
雨
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
タ
　
　
　
　
．
・
・
　
　
　
　
　
　
伍

ち
水
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
」
（
ク
タ
ミ
は
降
・
水
と
み
る
）
か
ら
久

多
美
の
地
を
称
え
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
衣
袖
漬
の
国
」
の
風
俗

諺
も
そ
の
よ
う
な
枕
詞
で
あ
り
、
そ
の
命
名
が
倭
武
天
皇
の
事
蹟
と
し
て
解
釈

さ
れ
直
す
と
き
に
、
井
水
に
衣
を
ヒ
タ
ス
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
常
陸
国
風
土
記
の
風
俗
諺
に
か
か
わ
っ
て
併
記
さ
れ
る
地
名

起
源
伝
承
の
主
体
は
、
倭
武
天
皇
か
国
造
か
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
風
俗
諺
と

し
て
の
枕
詞
が
各
国
の
祭
祀
共
同
体
の
生
の
座
に
１
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、

こ
の
編
集
の
生
の
座
が
、
古
代
天
皇
制
の
側
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
風
土
記
を
単
な
る
地
誌
と
み
て
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岨
４

そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
倭
国
に
お
げ
る
四
方
の
志
」
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
ク
ニ
の
命
名
は
古
代
天
皇
制
の
側
か
ら
国
々
の
体
系
を
組
み
こ
み
秩
序

化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
風
土
記
編
纂
の
直
接
的
契
機
で
あ
る
続
紀
和
銅
六
年

の
宣
命
の
一
項
た
る
、
「
好
字
」
を
も
っ
て
地
名
を
記
せ
と
の
枠
組
み
も
、
固

有
の
来
歴
を
有
す
る
地
名
の
捉
え
直
し
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
和
語
と
し
て
の

地
名
を
漢
字
二
字
で
表
記
し
直
す
こ
と
は
大
き
た
転
換
で
あ
り
、
地
名
に
お
げ

　
こ
と
　
　
　
こ
と

る
言
と
事
の
固
有
の
関
係
の
切
断
を
促
す
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
。
に

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
中
に
は
、
国
々
の
視
座
に
基
づ
く
地
名
伝
承
が
あ
っ
た
こ

と
も
み
と
め
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
枕
詞
表
現
と
し
て
の
地
名
の
諺
に
、
そ
の

よ
う
な
位
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
風
土
記
の
風
俗
諺
と

し
て
の
地
名
伝
承
を
、

　
謂
ゆ
る
枕
詞
は
地
名
を
解
釈
し
た
意
味
性
を
持
っ
て
い
る
わ
げ
だ
が
、
そ
の

　
解
釈
主
体
の
こ
と
ぱ
は
、
支
配
服
従
過
程
を
展
開
し
て
い
た
当
時
の
ヤ
マ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝸

　
朝
廷
の
こ
と
ぱ
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
一
元
化
す
る
こ
と
は
当
ら
な
い
。
近
藤
信
義
氏
は
、
地
名
に
冠
す
る
枕

詞
を
右
の
ご
と
く
位
置
づ
げ
、
　
「
一
っ
は
説
話
的
に
語
ら
れ
る
意
味
性
、
一
っ

は
地
名
そ
の
も
の
の
音
を
解
釈
す
る
意
味
性
か
ら
連
想
を
起
し
発
想
さ
れ
て
い

蝸
る
」
と
述
べ
、
風
俗
諺
を
後
者
に
－
属
す
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
風
俗
諺
が
音

韻
の
み
の
契
機
で
成
り
立
っ
も
の
で
た
い
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ

の
他
の
地
名
起
源
伝
承
（
「
説
話
的
に
語
ら
れ
る
意
味
性
」
）
の
場
合
に
も
、
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胴

韻
的
契
機
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
音

韻
と
意
味
と
の
未
分
化
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
ク
ニ
を
現
前
せ
し
め
る
風
俗
諺

の
よ
う
た
方
法
を
、
起
源
説
明
と
し
て
一
義
化
し
論
理
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
風

土
記
の
地
名
起
源
伝
承
の
位
相
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
側
か
ら
の

混
沌
と
し
た
始
原
の
言
語
を
、
目
常
的
分
析
的
言
語
と
し
て
転
換
す
る
こ
と
だ

と
い
っ
て
も
よ
い
。
枕
詞
表
現
１
１
諺
が
地
名
の
解
釈
と
し
て
の
意
味
性
を
持
ち

つ
つ
多
様
に
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
内
実
は
、
そ
れ
が
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

土
地
と
切
り
離
さ
れ
て
、
新
た
な
視
座
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

）３（

　
風
俗
諺
と
呼
称
さ
れ
る
枕
詞
表
現
は
伝
承
的
、
固
定
的
詞
章
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
こ
と

考
え
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
次
位
相
は
、
枕
詞
を
含
む
伝
承
を
「
古
語
」
と
捉

え
る
こ
と
の
う
ち
に
、
よ
り
明
確
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
国
風
土
記
逸
文
に

よ
れ
ぱ
、
そ
の
国
号
の
起
源
は
天
日
別
命
の
「
平
治
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。

カ
ム
ヤ
プ
ト
イ
ハ
レ
ヒ
コ
の
征
討
に
従
っ
た
天
目
別
は
、
国
つ
神
伊
勢
津
彦
の

神
と
談
判
し
こ
れ
を
平
定
す
る
が
、
そ
の
時
伊
勢
津
彦
は
服
従
の
証
と
し
て

「
吾
は
今
夜
を
以
ち
て
八
風
を
起
し
て
海
水
を
吹
き
、
波
浪
に
乗
り
て
東
に
入

ら
む
」
と
言
っ
て
、
「
大
風
四
も
に
起
り
て
波
欄
を
扇
撃
げ
、
光
耀
き
て
日
の

如
く
、
陸
も
海
も
共
に
朗
か
に
、
遂
に
波
に
乗
り
て
」
東
に
去
る
。
そ
の
後
に

以
下
が
続
く
。

　
　
古
語
に
、
神
風
の
伊
勢
の
国
、
常
世
の
浪
寄
す
る
国
と
云
へ
る
は
、
蓋
し

　
　
く
は
此
れ
こ
れ
を
謂
ふ
な
り
。

こ
の
場
合
も
国
号
の
起
源
は
、
天
皇
に
「
復
命
」
し
た
天
日
別
に
対
し
て
天
皇

が
「
国
は
宜
し
く
国
神
の
名
を
取
り
て
、
伊
勢
と
號
げ
よ
」
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
「
古
語
」
は
地
名
起
源
の
論
理
と
は
直
接
は
か
か
わ
ら
な
い
。

「
古
語
」
は
伊
勢
津
彦
の
隠
れ
る
状
況
を
説
明
す
る
た
め
に
挿
入
句
的
に
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
風
俗
諺
と
同
じ
位
相
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伊

勢
津
彦
の
属
性
を
も
っ
て
称
辞
的
に
伊
勢
の
国
を
表
出
す
る
古
語
は
、
祭
祀
共

同
体
の
始
原
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
古
語
は
、
次
に
掲
げ
る
並
行
伝
承
を
有
す
る
。

　
　
時
に
天
照
大
神
、
倭
姫
命
に
講
へ
て
日
は
く
、
「
是
の
神
風
の
伊
勢
の
国

　
　
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
の
帰
す
る
国
な
り
。
傍
国
の
可
怜
し
国
た
り
。
是

　
　
の
国
に
屠
ら
む
と
欲
ふ
。
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
垂
仁
紀
、
二
十
五
年
三
月
）

天
照
大
神
が
倭
姫
に
そ
の
鎮
座
地
を
教
示
す
る
神
託
で
あ
る
。
　
「
神
風
の
…

可
怜
し
国
な
り
」
の
部
分
は
、
「
常
世
の
浪
の
重
浪
の
」
「
傍
国
の
可
怜
し
国
」

な
ど
の
律
調
性
や
反
復
性
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
伊
勢

の
国
を
表
出
す
る
伝
承
的
詞
章
と
し
て
の
古
語
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
よ
い
。

岡
田
精
司
氏
は
、
右
の
神
託
を
含
む
垂
仁
紀
の
一
連
の
神
宮
の
鎮
座
起
源
伝
承

に
つ
い
て
、

　
神
宮
起
源
の
一
連
の
物
語
は
『
目
本
書
紀
』
の
他
の
記
事
と
は
著
し
く
異
た

　
っ
て
お
り
、
実
際
の
神
宮
鎮
座
の
記
録
や
記
憶
に
も
と
づ
い
て
年
代
だ
げ
ず

　
ら
せ
て
記
載
し
た
と
い
う
よ
う
た
も
の
で
は
な
い
。
神
宮
に
奉
仕
す
る
巫
女

　
た
ち
が
託
宣
の
形
で
語
っ
た
鎮
座
の
由
来
謂
が
、
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝸

　
た
も
の
で
は
た
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
右
の
「
古
語
」
の
基
層
性
を
証
す
る
指
摘
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
風
土
記
の
も
の
は
国
つ
神
伊
勢
津
彦
の
側
か
ら
、
書
紀
は
至
高
神
天
照



大
神
の
側
か
ら
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
座
は
異
な
る
も
の
の
、
両
者
は
伊
勢
の
国

を
称
え
る
古
語
と
し
て
同
位
相
に
属
す
る
伝
承
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
重
要
た
の
は
、

　
　
Ａ
　
　
　
　
　
Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

　
神
風
の
伊
勢
の
国
常
世
の
浪
の
（
重
浪
の
）
寄
す
る
国

の
よ
う
に
、
Ａ
Ｂ
一
Ａ
Ｂ
の
対
称
法
の
様
式
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伊

勢
津
彦
の
顕
れ
よ
う
と
し
て
風
土
記
が
伝
え
る
よ
う
に
、
「
神
風
」
と
「
常
世

の
浪
」
と
は
同
一
で
あ
り
、
「
伊
勢
の
国
」
と
「
波
寄
す
る
国
」
と
は
同
一
で

あ
る
。
常
世
と
い
う
神
の
コ
ス
モ
ス
と
伊
勢
と
い
う
地
上
の
コ
ス
モ
ス
が
、
風

と
浪
に
よ
っ
て
相
同
的
に
表
出
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
古
語
の
意
味
で
あ
る
。

　
地
名
の
讃
称
性
が
神
話
的
現
前
性
を
は
ら
む
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
右
の
よ

う
な
伝
承
に
典
型
的
に
み
と
め
う
る
あ
り
よ
う
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
枕

詞
が
呪
的
讃
称
性
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
神
の
コ
ス
モ
ス
に

属
す
る
、
あ
る
い
は
神
の
コ
ス
モ
ス
と
地
上
の
コ
ス
モ
ス
と
を
繋
ぐ
言
語
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
こ
と

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
み
の
が
し
て
は
な
る
ま
い
。
枕
詞
が
「
神
語
」

（
神
託
）
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
表
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
塗
言
語
の

方
位
性
に
関
連
し
て
の
こ
と
に
相
違
な
い
。

　
神
功
即
位
前
紀
に
１
よ
れ
ば
、
皇
后
み
ず
か
ら
神
懸
り
し
て
発
言
す
る
「
神

語
」
は
、
ほ
と
ん
ど
枕
詞
表
現
の
反
復
に
よ
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
神
風
の
伊
勢
の
国
の
、
百
伝
ふ
度
逢
縣
の
、
折
鈴
五
十
鈴
宮
に
所
居
す
神
、

　
　
名
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
、
天
疎
向
津
媛
命

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

こ
の
よ
う
に
－
、
地
名
や
神
名
が
枕
詞
を
も
っ
て
称
え
ら
れ
、
二
句
対
の
律
調
で

表
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
神
託
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
神
の
意
志

は
自
然
現
象
で
示
さ
れ
」
る
非
目
常
的
言
語
で
あ
り
、
「
音
数
律
と
繰
返
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し
　
　
　
　
鵬

い
う
構
成
が
神
の
こ
と
ぱ
の
標
で
あ
っ
た
」
と
す
る
古
橋
信
孝
氏
の
指
摘
に
は

み
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
た
お
そ
れ
だ
げ
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
枕

詞
表
現
の
神
語
、
古
語
と
し
て
の
特
徴
は
、
二
つ
の
コ
ス
モ
ス
を
相
同
化
す
る

方
位
性
を
も
ち
、
様
式
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
欠
と
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
枕
詞
の
そ
の
よ
う
た
様
式
性
に
関
わ
る
あ
り
よ
う
を

解
く
た
め
に
、
次
に
播
磨
国
風
土
記
の
オ
ヶ
（
於
巽
）
・
ヲ
ケ
（
衰
笑
）
の
二

王
子
の
伝
承
の
「
詠
辞
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
（
志
深
の
村
の
首
）
伊
等
尾
が
新
室
の
宴
に
因
り
て
、
二
た
り
の
み
子
等

　
　
に
燭
さ
し
め
、
価
り
て
詠
辞
を
挙
げ
し
め
ぎ
。
爾
に
、
兄
弟
各
相
譲
り
、

　
　
乃
ち
弟
立
ち
て
詠
め
た
ま
ひ
き
。
其
の
辞
に
い
へ
ら
く
、

　
　
の
た
ら
ち
し
　
吉
備
の
鉄
の
　
狭
整
持
ち

　
　
　
田
打
つ
如
す
　
手
拍
て
子
等

　
　
　
吾
は
憐
ひ
せ
む

　
又
詠
め
た
ま
ひ
き
。
其
の
辞
に
い
へ
ら
く
、

　
　
ゆ
淡
海
は
　
水
淳
る
国

　
　
　
倭
は
　
青
垣

　
　
　
青
垣
の
　
山
投
に
坐
し
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

　
　
　
市
辺
の
天
皇
が
　
御
足
末
　
奴
僕
ら
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
播
磨
国
風
土
記
、
美
嚢
郡
志
深
里
の
条
）

　
こ
の
「
詠
辞
」
に
よ
っ
て
二
王
子
の
出
自
が
明
ら
か
と
た
り
、
記
紀
に
よ
れ

ば
仁
賢
（
オ
ヶ
）
・
顕
宗
（
ヲ
ヶ
）
の
即
位
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
風
土

記
に
お
い
て
も
、
「
詠
辞
」
は
明
ら
か
に
ヲ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
の
聖
性
の
顕
現
（
書

紀
に
よ
れ
ぱ
「
名
を
顕
し
貴
を
著
さ
む
こ
と
」
）
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヲ
ヶ

み
ず
か
ら
の
名
告
り
の
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
神
の
名
告
り
と
し
て
の
神

託
と
同
様
に
捉
え
て
よ
い
。
ま
ず
「
詠
辞
」
の
発
せ
ら
れ
る
生
の
座
が
、
「
新

室
の
宴
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
新
室
」
に
つ
い
て
は
諸
注
が
新
築

の
祝
宴
と
理
解
し
て
き
た
が
、
木
村
徳
国
氏
は
、
並
行
伝
承
た
る
書
紀
に
十
一

月
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
書
紀
の
「
室
寿
」
の
詞
が
新
穀
で
醸
し
た
酒
を
称
え

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
０

て
し
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
収
穫
祭
（
新
嘗
）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

顕
宗
却
位
前
紀
に
は
、
二
王
子
を
発
見
す
る
山
部
連
の
先
祖
、
伊
予
来
日
部
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
か

楯
（
風
土
記
で
は
山
部
連
少
楯
）
が
「
赤
石
郡
に
し
て
、
親
ら
新
嘗
の
供
物
を

そ
な辮

ふ
」
た
め
に
西
下
し
た
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
動
か
な
い
見
解
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ぱ
、
新
嘗
に
お
げ
る
籠
り
を
通
し
て
二
王
子
の
聖
性
顕
現
を
担
う
詞
章

と
し
て
、
「
詠
辞
」
は
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
ｏ
に
つ
い
て
み

る
と
、
地
名
へ
の
讃
詞
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
が
聖
性
顕
理
の
名
告
り
に
と
っ
て

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
淡
海
は
　
水
淳
る
国
　
倭
は

青
垣
」
の
く
Ａ
ｌ
ｌ
Ｂ
Ｖ
の
断
定
表
現
に
よ
っ
て
二
つ
の
地
名
を
称
え
、
二
つ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－

対
称
的
に
配
置
す
る
様
式
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
　
「
ミ
ヅ
タ
マ
ル
　
依
網
の

池
」
（
記
４
７
、
紀
３
６
重
出
）
の
枕
詞
も
あ
る
よ
う
に
、
「
淡
海
は
　
水
淳
る
国
」

の
断
定
表
現
は
、
「
水
淳
る
　
淡
海
の
国
」
と
置
換
す
る
こ
と
が
可
能
た
語
法

で
あ
ろ
う
。
も
う
一
方
の
「
倭
は
青
垣
青
垣
の
倭
…
…
」
の
反
復
表
現
の
存

在
が
、
そ
の
よ
う
な
把
握
の
悉
意
的
で
た
い
こ
と
を
裏
づ
げ
る
。
こ
れ
も
ヤ
マ

ト
Ｈ
青
垣
、
青
垣
１
ー
ヤ
マ
ト
と
い
う
の
に
等
し
く
、
従
っ
て
「
青
垣
の
倭
」
と

表
出
さ
れ
る
場
合
の
「
青
垣
の
」
は
枕
詞
的
表
現
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
淡
海
と
大
和
を
並
べ
て
讃
称
し
現
前
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
た

意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
た
く
と
も
表
現
さ
れ
た
詞
章
の
範
囲
で
は
読

み
と
り
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
近
江
は
そ
の
地
蚊
屋
野
で
謀
殺
さ
れ
た
父
、
市

辺
之
忍
歯
王
の
こ
と
に
関
係
し
て
い
よ
う
。
大
和
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヲ
ヶ

ノ
、
・
・
コ
が
天
皇
と
し
て
神
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
。
従

っ
て
、
近
江
と
大
和
を
讃
え
る
こ
と
は
、
父
の
系
譜
に
っ
な
が
り
、
そ
の
貴
き

位
格
を
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
右
の
名
告
り
は
、
地
名
を
讃
称
的

に
現
前
し
う
る
位
格
が
神
と
し
て
の
位
相
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
浦

佑
之
氏
は
、
こ
れ
ら
に
「
名
告
り
の
く
謡
Ｖ
」
と
い
う
概
念
を
与
え
て
、
「
対

に
よ
る
韻
律
性
と
い
う
謡
の
呪
性
と
、
様
式
化
さ
れ
た
国
讃
め
詞
章
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
も
つ
呪
性
と
が
」
こ
の
く
謡
Ｖ
を
保
証
し
て
い
る
と
さ

　
ｅ
の

れ
る
。
ｏ
に
隈
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
対
称
法
の
様
式
を
み
と
め
た
う
え
で
、
ほ

ぽ
従
っ
て
よ
い
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
そ
の
口
承
的
奮
言
的
詞



章
の
構
成
に
お
い
て
、
枕
詞
の
表
現
性
と
地
名
を
讃
称
す
る
機
能
と
が
密
接
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
枕
詞
が
ク
ニ
の
現
前
性
を
二
句
対
の
律
調
に
よ
っ
て
表
出
し
、
い
わ
ば
最
少

単
位
の
古
語
性
を
担
っ
て
い
る
様
相
は
、
出
雲
国
風
土
記
の
い
わ
ゆ
る
国
引
き

詞
章
な
ど
に
１
も
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
明
確
た
様
式
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

二
定
の
音
律
を
も
っ
た
呪
的
た
唱
え
ご
と
」
で
あ
り
、
そ
の
中
心
都
分
、
旧

　
　
　
　
吻

辞
的
な
部
分
」
に
枕
詞
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
謡
と
し
て
表
出
さ
れ

る
次
の
例
な
ど
に
も
、
古
語
た
る
枕
詞
表
現
を
核
と
し
た
様
式
的
構
成
を
み
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国
は

　
　
神
か
ら
か
あ
り
が
ほ
し
き

　
　
国
か
ら
か
　
あ
り
が
ほ
し
き

　
　
あ
り
が
ほ
し
き
国
は

　
　
あ
き
っ
島
大
和
（
琴
歌
譜
１
３
）

「
正
月
元
目
、
余
美
歌
」
と
さ
れ
る
宮
廷
の
儀
礼
歌
謡
で
あ
る
。
宮
廷
的
視
座

か
ら
構
成
さ
れ
た
国
讃
め
歌
謡
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
そ
ら
み
っ
　
大
和
」

「
あ
き
つ
島
　
大
和
」
の
枕
詞
表
現
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
、

大
和
を
現
前
し
称
え
る
ウ
タ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
神
か
ら
か
　
あ
り

が
ほ
し
き
国
か
ら
か
　
あ
り
が
ほ
し
き
」
は
説
明
的
に
増
殖
さ
れ
た
讃
称
辞

の
反
復
で
あ
る
が
、
「
神
」
と
「
国
」
と
が
並
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
す

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

べ
き
で
あ
る
。
次
節
で
扱
う
よ
う
に
、
ク
ニ
（
土
地
）
を
称
え
る
こ
と
と
神
を

称
え
る
こ
と
と
は
、
表
現
と
し
て
同
相
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
枕
詞
表
現
や
枕
詞
の
配
置
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
詞
章
が
、

「
諺
」
「
神
語
」
「
詠
辞
」
「
歌
」
と
坪
称
さ
れ
な
が
ら
、
奮
言
性
と
様
式
性
を

も
っ
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
「
古
語
」
性
は
通
底
し
て
い
る
と
み
と

め
ら
れ
る
。
い
わ
ぱ
枕
詞
は
、
「
古
語
」
の
極
少
単
位
と
し
て
、
重
層
的
に
織

り
な
さ
れ
続
げ
る
構
成
体
と
し
て
の
伝
承
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
な
が
ら
、
ク
ニ

の
聖
性
を
現
前
す
る
働
き
を
一
貫
し
て
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

）４（

　
地
名
に
か
か
わ
る
枕
詞
が
「
古
語
」
と
し
て
の
伝
承
性
を
有
し
、
神
の
コ
ス

モ
ス
と
地
上
の
コ
ス
モ
ス
を
相
同
的
に
表
出
す
る
こ
と
を
も
っ
て
ク
ニ
を
現
前

化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
が
、
古
層
の
枕
詞
が
地
名
の
み
た
ら
ず

神
名
に
冠
せ
ら
れ
る
も
の
に
も
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
次
に
は
枕
詞
に
と

っ
て
地
名
と
神
名
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
を
問
題
に
し
な
げ
れ
ぱ
た

ら
た
い
。

　
枕
詞
が
「
神
語
」
（
神
託
）
に
そ
の
発
生
基
盤
を
置
く
こ
と
に
っ
い
て
は
、

折
口
説
、
土
橋
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
桜
井
満
氏
は
こ
れ
を
展
開

し
、
神
名
の
称
辞
と
し
て
の
枕
詞
に
そ
の
元
型
性
を
求
め
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

し
て
「
神
の
讃
へ
名
」
と
し
て
の
枕
詞
の
讃
称
性
と
「
文
学
意
識
の
崩
芽
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
勧

に
、
修
辞
上
の
語
句
と
し
て
の
道
を
た
ど
る
」
枕
詞
の
差
異
を
強
調
さ
れ
た
こ

と
も
、
両
者
の
説
の
発
展
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
い
ま
枕
詞
の
起
源

に
説
き
及
ぶ
用
意
は
も
た
な
い
。
し
か
し
、
地
名
に
冠
す
る
枕
詞
が
一
っ
の
国

の
始
原
を
神
話
的
に
現
前
さ
せ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
神
を
讃
え
る
こ
と

と
そ
れ
ほ
ど
の
距
離
を
も
た
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
出
雲
国
風
土
記
に
よ
っ
て
、
枕
詞
表
現
に
お
い
て
神
名
と
地
名
が
同
質
性
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
の
　
大
草
の
郷
　
郡
家
の
南
西
の
か
た
二
里
一
百
廿
歩
な
り
。
須
佐
乎
命
の

　
　
御
子
、
青
幡
佐
久
佐
目
古
命
坐
す
。
故
、
大
草
と
い
ふ
。
　
（
出
雲
国
風
土

　
　
記
、
意
宇
郡
）

　
＠
　
漆
沼
の
郷
　
郡
家
の
正
東
五
里
二
百
七
十
歩
た
り
。
神
魂
命
の
御
子
、

　
　
天
津
枳
比
佐
可
美
高
目
子
命
の
御
名
を
、
又
、
薦
枕
志
都
沼
値
と
い
ひ
き
。

　
　
此
の
神
、
郷
の
中
に
坐
す
。
故
、
志
刀
沼
と
い
ふ
。
神
亀
三
年
、
字
を
漆
沼

　
　
と
改
む
。
　
（
同
、
出
雲
郡
）

　
い
　
波
多
の
郷
　
郡
家
の
西
南
の
か
た
一
十
九
里
た
り
。
波
多
都
美
命
の
天

　
　
降
り
ま
し
し
虜
な
り
。
故
、
波
多
と
い
ふ
。
　
（
同
、
飯
石
郡
）

こ
れ
ら
は
一
見
、
常
陸
国
風
土
記
の
筑
波
郡
の
起
源
伝
承
に
「
ツ
ク
ハ
ノ
ミ
コ

ト
」
の
名
を
と
っ
て
「
ツ
ク
ハ
」
と
命
名
し
た
（
前
掲
）
と
す
る
よ
う
な
形
式

と
差
異
が
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
出
雲
国
風
土
記
に
お
い
て
は
固
有
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

々
が
地
名
の
起
源
、
命
名
と
か
か
わ
っ
て
語
ら
れ
る
視
座
が
あ
る
か
ら
、
ツ
ク

ハ
ノ
、
ミ
コ
ト
の
位
置
に
神
名
が
置
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
の
で
は
た
い
か
と

み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
も
っ
と
根
本
的

た
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　
○
Ｄ
は
、
　
「
青
幡
佐
久
佐
目
古
命
」
が
座
す
ゆ
え
に
「
大
草
」
の
地
名
が
命
名

さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
サ
ク
サ
ヒ
コ
と
オ
ホ
ク
サ
の
対
応
に
は
ず
れ
が
あ
る

と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
サ
ク
サ
は
同
じ
風
土
記
の
意
宇
郡
の
杜
名
記
の
条
に

「
佐
久
佐
の
杜
」
と
あ
っ
て
、
式
内
杜
、
佐
久
佐
神
杜
に
対
応
し
て
い
る
し
、

松
江
市
大
草
町
、
佐
草
町
は
そ
の
遺
称
地
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ぱ
、
元
来

サ
ク
サ
で
あ
っ
た
地
名
が
好
字
二
字
の
嘉
字
思
想
に
よ
っ
て
「
大
草
と
嘉
称
し

　
　
ｃ
４

た
も
の
」
と
み
と
め
て
よ
い
。
サ
ク
サ
・
ヒ
コ
の
神
名
は
、
地
名
と
同
一
で
あ

っ
た
こ
と
に
た
る
。
サ
ク
サ
ヒ
コ
に
冠
す
る
「
青
幡
」
は
枕
詞
で
あ
り
、

　
　
青
旗
乃
　
木
幡
（
万
２
・
一
四
八
）

　
　
青
強
乃
　
葛
城
山
（
同
４
・
五
〇
九
）

　
　
青
幡
之
　
忍
坂
の
山
（
同
１
３
・
三
三
三
一
）

の
よ
う
に
、
万
葉
集
に
も
用
例
を
み
る
。
こ
の
枕
詞
は
、
「
青
旗
を
青
々
と
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
６

々
の
繁
る
こ
と
の
比
職
と
し
て
」
各
々
の
地
名
に
冠
せ
ら
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、

「
ハ
タ
ス
ス
キ
　
穂
に
出
し
吾
」
（
神
功
紀
）
や
「
川
上
は
木
の
穂
刺
し
か
ふ
」

（
出
雲
国
風
土
記
、
仁
多
郡
）
た
ど
の
草
木
の
把
握
に
通
ず
る
。
繁
茂
し
咲
き

出
づ
る
草
木
の
穂
に
神
の
示
現
の
様
相
を
相
同
的
に
表
出
し
た
も
の
と
解
す
る



べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
万
葉
集
の
右
に
掲
げ
た
例
に
比
す
ま
で
も
た
く
、
サ
ク

サ
ヒ
コ
ヘ
の
枕
詞
「
青
幡
」
は
、
サ
ク
サ
の
地
名
へ
の
そ
れ
で
も
あ
り
う
る
は

ず
で
あ
る
。

　
○
の
「
薦
枕
　
志
都
沼
値
」
の
場
合
も
、
「
天
津
枳
比
佐
可
美
高
目
子
」
の

別
名
た
る
シ
ツ
ヌ
チ
と
地
名
シ
ツ
ヌ
の
同
一
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
シ
ツ
ヌ
チ

を
シ
ツ
ヌ
・
チ
（
霊
）
と
み
る
べ
き
こ
と
は
、
同
郡
の
来
嶋
郷
の
条
に
「
伎
自

麻
都
美
命
坐
す
。
故
、
支
自
眞
と
い
ふ
」
と
あ
る
キ
ジ
プ
、
ツ
、
ミ
（
霊
）
と

同
様
の
語
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
左
さ
れ
る
。
そ
の
神
名
は
、
こ
の

神
が
ヵ
ム
ム
ス
ピ
の
御
子
と
し
て
系
譜
化
さ
れ
た
次
元
の
も
の
と
思
わ
れ
る
ア

マ
ツ
キ
ヒ
サ
カ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
の
名
よ
り
は
、
よ
り
シ
ソ
ヌ
の
祭
祀
共
同
体
の
生

の
座
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
の
命
名
で
あ
っ
た
と
し
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
此
の
神
、
郷
の
中
に
坐
す
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
地
名
の
命
名
の
論
理
の
一
つ
と
し
て
、
神
名
と
の
同
一
性
、
あ

る
い
は
未
分
化
性
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
論
理
を
直
接
的
に
記
述
す
る
の
が
バ
の
よ
う
な
事
例
で
あ
り
、
そ
れ
は

風
土
記
の
地
名
起
源
の
一
つ
の
表
現
彩
式
と
し
て
定
位
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
地
名
と
神
名
と
を
分
離
し
て
提
え
る
こ
と
の
不
当
性
を
証
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
始
原
的
位
相
に
お
い
て
の
神
は
、
固
有
の

ク
ニ
Ｈ
祭
祀
共
同
体
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

　
神
が
本
源
的
に
隠
れ
た
存
在
で
あ
る
ら
し
い
と
の
指
摘
は
あ
っ
た
が
、
阪
倉

篤
義
氏
は
よ
り
積
極
的
に
、
カ
ミ
の
語
源
と
し
て
の
ク
ム
・
ク
マ
の
語
を
想
定

す
る
こ
と
か
ら
、
ヵ
ミ
（
ヵ
ム
）
は
「
籠
り
隠
れ
た
る
も
の
」
で
あ
る
と
論
じ

　
　
ｃ

ら
れ
た
。
神
に
名
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
籠
り
隠
れ
る
不
可
視
の
存

在
を
可
視
化
し
顕
在
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
異
な
る
コ
ス
モ
ス

に
属
す
る
不
可
視
の
カ
ミ
と
相
同
的
に
結
ぱ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
上
的
存

在
は
意
味
を
も
ち
え
た
。
古
層
の
枕
詞
が
ほ
ぼ
地
名
と
神
名
に
関
す
る
も
の
と

し
て
あ
る
と
い
う
現
象
は
、
枕
詞
の
表
現
性
を
以
上
の
よ
う
な
位
相
の
な
か
に

位
置
づ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
地
名
は
単
な
る
符
牒
で
は
た
く
、
国
の
存
立
、
祭
祀
共
同
体
の
存
立
を
保
証

す
る
神
語
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
１
地
名
が
枕
詞
に
よ
っ
て
讃
称
的
に
縁
ど
ら
れ
る

必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
多
く
の
枕
詞
が
い
わ
ゆ
る
天
体
現

象
・
自
然
毘
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
人
事
に
対
応
す
る
自
然
と
位
置
づ
げ
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
は
、
枕
詞
の
始
原
性
は
み
え
て
こ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
枕
詞
が
神
事
に
か
か
わ
る
語
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
場
合
も
、
呪
物
と
し
て
指
摘
す
る
の
に
と
ど
ま

ら
ず
、
二
っ
の
コ
ス
モ
ス
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
き
に
、
枕
詞
の
始
原

的
位
相
を
担
う
表
現
性
と
し
て
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
地
名
（
ク
ニ
の
名
辞
）
が
以
上
の
よ
う
な
位
相
を
有
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
枕
詞
と
地
名
の
始
原

風
土
記
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
を
古
代
天
皇
制
の
論
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
時
間
」

と
「
空
間
」
の
な
か
に
位
置
づ
げ
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

た
か
に
お
い
て
、
な
お
「
古
語
」
と
し
て
の
枕
詞
表
現
の
位
相
が
確
か
め
う
る

こ
と
を
、
地
名
に
関
す
る
枕
詞
の
分
析
は
示
し
て
い
る
。
和
歌
史
に
引
き
っ
が

れ
る
枕
詞
の
方
法
は
、
風
土
記
編
集
の
時
期
を
湖
る
こ
と
早
く
、
す
で
に
論
理

的
あ
る
い
は
描
写
的
表
現
性
の
も
と
に
、
歌
の
修
辞
法
と
し
て
の
転
換
を
と
げ

て
い
る
。
右
に
み
た
よ
う
な
枕
詞
表
玩
の
位
相
を
保
持
し
て
い
る
点
は
、
ク
ニ

と
地
名
に
偏
執
す
る
風
土
記
テ
ク
ス
ト
の
固
有
の
属
性
の
一
っ
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
注

　
ｍ
折
口
信
夫
「
目
本
文
学
の
発
生
序
説
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
七
巻
）
。

　
四
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』
第
九
章
。

　
倒
　
西
郷
信
綱
「
枕
詞
の
詩
学
」
（
『
文
学
』
昭
和
六
〇
年
二
月
）
。

　
側
井
出
至
「
風
土
記
地
名
説
話
と
地
名
」
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
目
本
神

　
　
話
』
）
。

　
伺
廣
川
勝
美
『
も
の
が
た
り
研
究
序
説
伝
承
史
的
方
法
論
』
。

　
側
閉
　
注
四
に
同
じ
。

　
働
秋
本
吉
郎
、
日
本
古
典
大
系
『
風
土
記
』
頭
注
。
な
お
、
「
立
雨
零
」
は
通
常
タ

　
　
チ
サ
メ
フ
リ
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
枕
詞
の
語
法
（
注
倒
の
前
掲
書
）
に

　
　
従
っ
て
、
タ
チ
サ
メ
フ
ル
の
終
止
形
で
訓
む
こ
と
に
す
る
。

　
側
吉
野
裕
、
東
洋
文
庫
『
風
土
記
』
。

　
山
∞
　
加
藤
正
明
「
杵
島
曲
成
立
考
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
六
年
六
月
）
。

　
伍
Ｄ
注
四
に
同
じ
。

二
一

但
２
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
。

伍
３
　
秋
本
吉
徳
「
風
土
記
研
究
の
地
平
－
文
学
的
研
究
の
視
点
か
ら
ー
」
（
『
目
本
文

　
学
』
昭
和
五
六
年
一
〇
月
）
。

但
４
　
上
田
正
昭
「
風
土
記
の
世
界
」
（
同
氏
編
『
風
土
記
』
）
。

Ｇ
５
但
ｏ
近
藤
信
義
「
枕
詞
の
発
生
」
（
シ
リ
ー
ズ
古
代
の
文
学
『
文
学
の
誕
生
』
）
。

○
の
上
森
鉄
也
「
風
土
記
地
名
説
話
の
類
音
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
『
美
夫
君
志
』
第
三

　
〇
号
、
昭
和
六
〇
年
三
月
）
。

但
ａ
　
岡
田
精
司
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
と
古
代
王
権
」
（
萩
原
龍
夫
編
『
伊
勢
信
仰
１
』
）
。

Ｇ
９
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
四
二
頁
。

Ｇ
０
　
木
村
徳
国
『
古
代
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
』
第
二
章
。
た
お
、
上
井
久
義
「
風
土
記
と

　
民
俗
学
１
『
播
磨
風
土
記
』
を
中
心
と
し
て
１
」
（
注
但
４
の
前
掲
書
）
、
高
橋
六
二

　
「
宮
造
る
神
々
」
（
『
野
州
国
文
学
』
二
二
号
、
昭
和
五
三
年
）
に
も
同
様
の
発
言
が

　
あ
る
。

Ｇ
Ｄ
　
三
浦
佑
之
「
古
代
文
学
に
お
け
る
伝
承
と
様
式
１
『
火
焼
き
少
子
』
の
説
話
と
歌

　
謡
か
ら
ー
」
（
『
目
本
文
学
』
昭
和
六
〇
年
四
月
）
。

Ｇ
２
　
注
倒
に
同
じ
、
第
五
章
。

ｅ
３
Ｇ
４
桜
井
満
「
枕
詞
と
神
名
と
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
昭
和
三
三
年
九
月
）
。

Ｇ
５
　
注
働
に
同
じ
。

¢
ｏ
　
注
岨
２
に
同
じ
。

ｅ
刀
　
阪
倉
篤
義
「
語
源
」
（
講
座
目
本
語
の
語
彙
『
語
彙
原
論
』
）
。
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