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日
本
神
話
に
お
け
る
「
南
天
原
」
　
の
訓
読
の

転
靴
に
関
す
る
研
究
　
（
2
）

松

　

浦

　

明

　

博

承
前す

で
に
吉
田
留
や
武
井
睦
雄
ら
に
よ
っ
て
　
「
南
天

原
」
　
の
割
注
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
古
い
時
代
の
発

音
の
保
存
の
た
め
」
に
「
あ
ま
」
と
訓
注
の
ま
ま
に
訓

む
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
武
井
は
、
「
南

天
原
」
　
の
訓
注
は
　
「
（
天
）
　
字
が
　
（
ア
メ
）
　
で
な
く

（
ア
マ
）
　
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
示
し
、
そ
の
直
前
の

（
高
）
　
字
の
あ
ら
わ
す
　
（
タ
カ
）
　
と
結
合
し
て
両
者

で
　
（
タ
カ
マ
）
　
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
受
け
取
る
」
　
と

認
識
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、
こ
の
訓
注
は
　
（
天
）
　
字
を
　
（
ア
マ
）
　
と

読
む
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
は
、
（
た
か
ま
の
は
ら
）

と
短
縮
せ
ず
、
（
ア
マ
）
　
の
言
葉
を
残
す
こ
と
の
伝

承
者
の
強
い
思
い
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
多
く
の
語
の

古
形
を
伝
え
る
こ
の
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
こ

れ
を
　
（
タ
カ
ア
マ
ノ
ハ
ラ
）
　
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
　
（
タ
カ
ア
マ
ノ
ハ
ラ
〉
　
の
か
た
ち
こ
そ
古
い
時

代
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
語
形
」
　
と
結
論
づ

け
た
。
小
松
英
雄
は
、
「
高
＝
天
原
」
　
と
い
う
構
成

な
ら
ば
、
「
タ
カ
マ
ノ
ー
ハ
ラ
」
　
で
は
な
く
、
こ
こ
は

復
刊
第
四
号
　
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
　
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

「
タ
カ
ー
ア
マ
ノ
ハ
ラ
」
　
で
あ
る
と
論
じ
た
。
山
口

佳
紀
も
ま
た
、
「
訓
話
は
、
（
南
天
原
）
　
が
、
（
南
天

＝
原
）
で
な
く
（
高
＝
天
原
）
の
構
成
で
あ
る
こ
と
」

で
あ
り
、
「
『
古
事
記
』
の
割
注
は
、
読
者
が
本
文
の

内
容
を
間
違
い
な
く
読
み
取
れ
る
よ
う
施
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
」
　
と
、
「
タ
カ
ー
ア
マ
ノ
ハ
ラ
」
　
と
読
む

べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
山
口
は
、
「
（
南
天
原
）

は
タ
カ
ア
マ
ノ
ハ
ラ
と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

語
が
タ
カ
＝
ア
マ
ノ
ハ
ラ
と
い
う
構
成
で
あ
る
こ
と

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
う
発
音
せ
ざ
る
を

得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
聞
き
な
れ
な
い
発
音
で
あ
る

と
違
和
感
を
感
ず
る
の
は
、
む
し
ろ
後
世
的
感
覚
で

あ
る
」
　
と
上
代
人
の
感
覚
を
重
視
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
「
高
＝
天
原
」
　
の
語
形
構
造
を
読
者

に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
　
「
ア
マ
と
訓
め
」
と
訓
注
が

な
さ
れ
た
と
の
主
張
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
し

か
し
、
当
代
に
お
い
て
　
「
天
原
」
　
を
ア
マ
ノ
ハ
ラ
と

読
む
こ
と
が
通
常
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
こ
に
あ
え
て

訓
注
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
南
天
原
が
、
「
た
か
あ
ま
の
は
ら
」
　
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
【
南
天
之
原
】
と
記
し
、
「
之
＝
の
」

が
入
る
は
ず
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も

【
南
天
原
】
と
【
南
天
之
原
】
　
の
二
種
類
の
表
記
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
も
単
な
る
表
記
漏
れ
で
は
な
く
、

出
所
や
読
み
方
等
に
何
ら
か
の
違
い
が
お
っ
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

吉
田
留
は
、
南
天
原
の
用
語
が
、
延
書
式
の
祝
詞

に
多
く
存
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
。
そ
こ
で
　
「
南

天
原
」
　
と
　
「
南
天
之
原
÷
「
南
天
能
原
」
・
「
南
天
乃

原
」
　
等
の
二
様
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
南
天
之
原
」
　
の
よ
う
に
　
「
ノ
」

が
入
っ
て
い
る
祝
詞
は
、
祝
詞
の
い
ず
れ
も
、
平
安

遷
都
以
降
の
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

古
い
祝
詞
の
　
「
南
天
原
」
　
の
と
こ
ろ
に
は
助
詞
の

「
之
」
　
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
、
祝
詞
が
古
い
読
み

方
を
重
ん
じ
た
こ
と
か
ら
、
吉
田
は
タ
カ
ア
マ
ハ
ラ

と
ノ
を
入
れ
ず
に
読
ま
れ
た
と
主
張
し
た
。
タ
カ
マ

ノ
ハ
ラ
と
発
音
し
た
以
前
の
古
い
祝
詞
の
時
代
、
原

初
的
な
神
道
　
（
古
神
道
）
　
に
お
い
て
は
、
祝
詞
も
タ

カ
ア
マ
ハ
ラ
と
読
ん
だ
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

古
代
日
本
人
の
精
神
世
界
に
触
れ
る
こ
と
を
欲

し
、
ま
た
、
我
が
国
の
将
来
を
担
う
青
少
年
に
日
本

神
話
へ
の
関
心
と
理
解
を
与
え
、
そ
の
魅
力
を
説
く

な
ら
ば
、
「
南
天
原
」
　
に
い
か
な
る
訓
み
が
ふ
さ
わ

し
い
の
か
、
識
者
各
位
に
謹
ん
で
再
考
を
願
う
も
の

で
あ
る
。

（
会
員
　
大
月
短
期
大
学
）

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
『
聖
徳
太
子
』
教

科
書
記
述
問
題
の
推
移
と
問
題
点

空

　

花

　

正

　

人

文
科
省
は
次
期
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
に
お
い
て

「
聖
徳
太
子
抹
殺
」
を
謀
っ
た
が
、
全
国
の
良
識
あ

る
人
々
の
総
力
を
結
集
し
た
反
対
要
請
に
よ
り
、
改
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悪
が
阻
止
で
き
た
こ
と
は
、
一
つ
の
画
期
で
あ
る
。

問
題
の
発
覚
は
、
二
月
十
四
日
に
文
科
省
が
公
表

し
た
改
訂
案
と
パ
ブ
コ
メ
募
集
に
よ
る
。
こ
こ
で
明

ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
聖
徳
太
子
の

呼
称
が
厩
戸
王
に
置
き
換
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
も
大
和
朝
廷
が
大
和
政
権
に
か
わ

り
、
元
冠
が
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
と
な
り
、
鎖
国
が
消
え

た
。
そ
し
て
琉
球
・
ア
イ
ヌ
の
扱
い
に
お
い
て
は
文

化
に
つ
い
て
も
な
お
一
層
詳
し
く
指
導
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
領
土
に
関
す
る
記
述
が
政
府

見
解
通
り
、
我
が
国
の
立
場
に
立
っ
て
丁
寧
に
記
述

せ
よ
と
な
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

「
新
し
い
歴
史
教
科
番
を
つ
く
る
会
」
　
は
真
っ
先

に
行
動
を
起
こ
し
た
。
二
月
二
十
一
日
、
早
速
メ
デ

ィ
ア
を
通
じ
て
問
題
提
起
の
声
明
を
発
し
、
聖
徳
太

子
奪
還
の
意
見
を
文
科
省
に
提
出
す
る
よ
う
国
民
に

呼
び
掛
け
た
。
次
い
で
藤
岡
副
会
長
は
産
経
新
聞
コ

ラ
ム
　
「
正
論
」
　
で
、
問
題
の
所
在
を
詳
し
く
説
明
し

読
者
に
訴
え
た
。
こ
の
知
ら
せ
は
瞬
時
に
全
国
に
拡

散
し
、
抗
議
の
声
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
三
月
七
日
に

は
文
科
大
臣
宛
て
に
改
善
要
望
書
を
出
し
、
国
会
議

員
に
見
解
書
を
送
付
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
た
幾
人
か

の
国
会
議
員
有
志
が
委
員
会
で
文
科
省
に
真
意
を
質

し
、
改
善
を
求
め
た
。
パ
ブ
コ
メ
募
集
は
わ
ず
か
一

カ
月
間
、
三
月
十
五
日
に
締
め
切
ら
れ
た
が
、
計
一

万
千
二
百
十
件
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
お
よ
そ
四
割

に
あ
た
る
約
四
千
六
百
件
が
　
「
聖
徳
太
子
」
　
に
つ
い

て
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
異
例
な
意
見
数
の
多
さ
は

国
民
的
憤
激
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
自
民
党
文

科
部
会
は
文
科
省
に
経
過
説
明
を
求
め
る
な
ど
、
文

科
省
は
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ

た。

こ
う
し
て
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
学
習
指
導
要

領
は
、
改
善
要
求
通
り
ほ
ぼ
従
前
の
内
容
に
収
ま
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
の
騒
動
で
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
、
前
回
平
成
二
十
七
年
検
定
で
辛
く
も
合

格
し
た
『
学
び
舎
』
の
教
科
書
に
お
い
て
、
す
で
に

聖
徳
太
子
が
厩
戸
皇
子
で
あ
っ
た
り
、
大
和
朝
廷
が

大
和
政
権
に
置
き
換
わ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
示

す
よ
う
に
、
左
翼
史
観
が
文
科
省
に
相
当
浸
透
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

文
科
省
は
教
職
員
組
合
の
　
「
裏
検
定
基
準
」
　
で
示

さ
れ
た
線
に
沿
っ
て
、
新
規
参
入
の
学
び
舎
教
科
書

を
検
定
合
格
さ
せ
、
い
よ
い
よ
今
度
は
そ
の
裏
検
定

基
準
を
公
式
な
も
の
と
し
て
表
に
出
し
て
き
た
わ
け

で
あ
る
。

パ
ブ
コ
メ
な
ど
で
一
旦
押
し
返
し
た
よ
う
に
見
え

る
が
、
油
断
大
敵
で
あ
る
。
各
教
科
書
会
社
は
文
科

省
の
傾
向
を
付
度
し
、
次
回
教
科
書
検
定
に
向
け
て

学
び
舎
的
教
科
書
内
容
を
書
い
て
出
し
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
今
後
左
旋
回
が
進
む
恐
れ
が
十
分
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
教
育
正
常
化
運
動
を
目
指
す
者
に
と
っ
て

も
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

（会員）

教
育
界
に
忍
び
寄
る
中
共
政
府
の
魔
手

佐

　

藤

　

健

　

二

六
月
十
九
日
付
け
産
経
新
聞
一
面
ト
ッ
プ
に
　
「
苫

小
牧
駒
濡
大
が
中
国
化
す
る
」
　
と
い
ふ
五
段
抜
き
の

大
見
出
し
が
出
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
産
経
が
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
で
特
集
を
し
て
ゐ
る
「
異
聞
　
北
の
大
地
」
　
と

い
ふ
北
海
道
が
中
国
資
本
に
い
か
に
食
ひ
荒
ら
さ
れ

て
ゐ
る
か
と
い
ふ
ル
ポ
の
一
環
で
あ
る
。

話
は
か
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
苫
小
牧
駒
津
大

学
（
以
下
、
苫
駒
大
）
が
経
営
難
に
よ
り
中
国
と
関

係
が
深
い
京
都
市
の
学
校
法
人
に
無
償
で
移
管
譲
渡

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事

に
よ
る
と
、
移
管
譲
渡
ま
で
の
経
緯
が
不
透
明
な
上

に
苫
駒
大
が
　
「
中
国
人
大
学
」
　
に
な
り
、
駒
大
グ
ル

ー
プ
自
体
が
中
国
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
不

安
が
広
が
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

移
管
譲
渡
を
受
け
る
の
は
　
「
学
校
法
人
京
都
育

英
館
」
　
と
い
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
法
人
が
経
営
し
て
ゐ

る
学
校
の
一
つ
に
関
西
語
言
学
院
（
京
都
市
）
　
が
あ

る
。
こ
の
学
校
は
、
中
国
の
高
校
や
大
学
を
卒
業
し

た
学
生
を
日
本
の
大
学
や
大
学
院
に
進
学
さ
せ
る
た

め
の
日
本
語
学
校
で
あ
り
、
生
徒
は
全
員
が
中
国
人

で
あ
る
と
い
ふ
。
し
か
も
、
こ
の
法
人
の
理
事
に
は

中
国
人
が
二
人
ゐ
て
、
そ
の
一
人
が
中
国
共
産
党
員

で
あ
る
こ
と
は
調
査
済
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い

ふ
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
こ
の
事
業
の
背
後
に
は
明

ら
か
に
中
国
共
産
党
政
府
が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
り
、
中
共
の
対
日
工
作
の
一
環
と
見
て
間
違
ひ
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な
い
。
理
解
で
き
な
い
の
は
、
な
ぜ
総
額
約
五
十
億

と
い
ふ
巨
額
な
資
産
を
「
無
償
で
」
移
管
譲
渡
す
る

の
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
題
が
革
む
危
険

性
は
、
森
友
学
園
問
題
や
加
計
学
園
問
題
ど
こ
ろ
で

は
な
い
。
彼
ら
の
長
期
戦
略
か
ら
考
へ
る
と
、
我
が

国
の
教
育
の
根
幹
を
揺
る
が
す
大
事
件
に
発
展
す
る

危
険
が
伏
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
さ

う
危
惧
す
る
政
治
家
が
ゐ
て
も
い
い
筈
だ
。
中
共
政

府
が
日
本
の
教
育
、
そ
れ
も
高
等
教
育
へ
手
を
突
っ

込
み
始
め
た
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
将
来
こ
の

大
学
を
卒
業
し
、
日
本
国
籍
を
取
っ
た
中
国
人
が
、

我
が
物
顔
で
我
が
国
の
教
育
や
政
治
に
介
入
す
る
橋

頭
盤
の
役
割
を
担
ふ
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。
あ
る

宗
教
団
体
が
大
学
を
設
立
し
、
信
徒
を
官
界
や
法
酋

界
に
多
数
送
り
込
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
の
と
同
じ
構
図

で
あ
る
。

産
経
新
聞
が
報
道
し
て
ぬ
る
や
う
に
中
共
勢
力

は
、
北
海
道
の
各
地
に
土
地
の
買
収
を
進
め
つ
つ
、

留
学
生
や
労
働
者
の
移
住
を
促
進
し
、
や
が
て
は
彼

ら
の
定
住
化
の
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
よ
り
高

度
の
教
育
拠
点
を
確
保
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
そ

れ
が
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

苫
駒
大
の
設
置
者
変
更
の
認
可
申
請
は
、
現
在

進
行
形
の
話
で
、
結
論
が
出
た
訳
で
は
な
い
が
、
こ

れ
は
単
に
一
大
学
の
問
題
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
学
校
法
人
駒
澤
大

学
の
運
営
主
体
で
あ
る
曹
洞
宗
寺
院
の
最
高
議
決
機

関
で
あ
る
宗
議
会
は
十
分
認
識
し
て
を
り
、
曹
洞
宗

関
係
者
は
強
硬
に
反
対
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
。
当
然
で

あ
ら
う
。
で
は
い
っ
た
い
苫
駒
大
の
無
償
移
蟹
譲
渡

を
推
し
進
め
た
の
は
誰
な
の
か
。
背
後
に
ど
の
や
う

な
勢
力
が
轟
い
て
ゐ
る
の
か
。
森
友
・
加
計
問
題
で

与
党
を
厳
し
く
追
及
し
て
ゐ
る
野
党
諸
氏
に
は
、
こ

の
我
が
国
の
教
育
の
根
幹
を
揺
る
が
す
や
う
な
学
校

法
人
の
　
「
無
償
」
　
移
管
譲
渡
と
い
っ
た
苫
駒
大
の
不

審
な
行
為
に
つ
い
て
も
徹
底
追
及
し
て
も
ら
ひ
た
い

も
の
だ
。

（会員）

『
碧
雲
荘
』
保
存
運
動
の
顛
末

藤

　

井

　

雅

　

和

本
紙
復
刊
第
二
号
で
、
東
京
都
杉
並
区
に
あ
っ
た

「
旧
『
碧
雲
荘
』
」
　
を
話
題
に
し
た
。
即
ち
、
こ
の

建
物
は
関
東
大
震
災
後
の
東
京
の
下
宿
建
築
の
典
型

で
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
貴
重
な
建
築
物
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
作
家
の
太
宰
治
や
檀
一
雄
が
居
住
し
た

こ
と
が
あ
る
な
ど
の
文
学
史
的
な
価
値
が
高
か
つ
た

こ
と
で
著
名
な
建
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
価
値
を
重
視

し
た
地
元
の
人
々
が
保
存
運
動
に
乗
り
だ
し
、
芥
川

賞
作
家
と
い
は
れ
る
芸
人
ま
で
動
員
し
て
数
千
の
署

名
を
集
め
、
杉
並
区
長
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
土

地
建
物
を
取
得
し
た
杉
並
区
は
建
物
を
取
り
壊
す
こ

と
を
画
策
し
、
区
長
は
こ
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
な

く
籍
績
定
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
大
分
県
藍

市
湯
布
院
町
で
旅
館
を
営
む
篤
志
家
が
私
財
二
億
円

を
投
じ
て
建
物
を
譲
り
受
け
現
地
に
移
築
し
た
、
と

い
ぶ
こ
れ
が
概
略
で
あ
る
。

太
宰
の
関
係
で
言
へ
ば
、
生
ま
れ
故
郷
の
青
森
県

で
は
生
家
が
五
所
川
原
市
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
「
斜

陽
館
」
と
し
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
ゐ

る
。
ま
た
太
宰
が
弘
前
高
校
時
代
に
下
楕
し
た
建
物

が
弘
前
市
に
よ
っ
て
　
「
太
宰
治
ま
な
び
の
家
」
　
と
し

て
同
じ
市
内
に
移
築
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
青
森
で
は

自
治
体
が
積
極
的
に
保
存
に
力
を
入
れ
、
文
化
施
設

と
し
て
活
用
し
て
ゐ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。

ま
た
、
千
葉
県
船
橋
市
内
の
旅
館
は
太
宰
が
執
筆

し
た
部
屋
を
保
存
し
、
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
の
御

坂
峠
の
茶
屋
は
井
伏
鱒
二
や
太
宰
治
が
逗
留
し
た
部

屋
を
改
築
の
際
も
復
元
し
て
ゐ
る
。
最
晩
年
を
過
ご

し
た
三
鷹
市
で
は
、
縁
の
酒
屋
跡
に
市
が
　
「
太
宰
治

文
学
サ
ロ
ン
」
を
建
て
て
文
学
資
料
を
展
示
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
単
に
観
光
地
の
集
客
目
的
と
い
ふ
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
文
化
と
い
ふ
も
の
へ
の
見
識

が
存
在
し
て
ゐ
よ
う
。

確
か
に
、
太
宰
は
そ
の
最
期
の
遂
げ
方
ゆ
ゑ
に
一

部
に
激
し
く
嫌
ふ
向
き
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
本
件
は
文
学
遺
跡
に
は
と
ど
ま
ら
ず
建

築
遺
産
で
も
あ
る
。
一
旦
失
ば
れ
れ
ば
す
べ
て
の
文

化
財
は
元
へ
は
戻
ら
な
い
。
少
し
で
も
意
義
の
あ
る

物
は
目
の
前
の
利
雷
に
囚
ば
れ
ず
、
踏
み
と
ど
ま
っ

て
次
代
へ
伝
へ
て
行
く
の
が
行
政
の
務
め
で
あ
ら

う
。
奇
特
な
人
の
善
意
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

ふ
の
で
は
、
誠
に
情
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
前
述
の
や
う
に
湯
布
院
で
『
碧
雲
荘
』
は

ほ
ぼ
原
状
ど
ほ
り
に
移
築
さ
れ
、
「
ゆ
ふ
い
ん
文
学

の
森
」
　
と
い
ふ
文
化
施
設
と
し
て
再
生
し
た
。
四
月

中
旬
に
は
由
布
市
市
長
な
ど
が
出
席
し
て
開
所
式
が

行
は
れ
た
が
、
そ
こ
に
杉
並
区
区
長
も
出
て
き
て
挨

拶
を
し
た
の
で
あ
る
。
区
長
の
話
の
中
で
、
「
（
解
体
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の
決
定
に
）
　
悩
ん
だ
」
　
云
々
の
発
言
を
聞
い
て
、
そ

の
場
に
居
合
は
せ
た
保
存
運
動
の
関
係
者
た
ち
は
一

様
に
鼻
白
む
思
ひ
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。
更
に
こ
の
区

長
は
杉
並
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
湯
布
院
へ
の
移
築

が
区
長
の
意
向
で
あ
っ
た
か
に
取
れ
る
文
言
を
載
せ

て
ゐ
る
。

区
と
建
物
の
元
の
所
有
者
の
間
で
ど
の
や
う
な
取

引
が
あ
っ
た
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
こ
れ
以
上

の
論
評
は
差
し
控
へ
る
が
、
民
主
党
出
身
の
こ
の
区

長
の
言
動
は
一
部
の
政
治
家
の
本
性
を
か
い
ま
見
た

や
う
で
興
味
深
い
。

自
ら
の
出
自
に
対
す
る
疑
惑
は
徹
底
的
に
隠
蔽
す

る
が
、
相
手
に
は
あ
り
も
し
な
い
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り

付
け
て
攻
韓
す
る
手
合
ひ
が
政
治
家
と
称
す
る
輩
の

中
に
ゐ
る
事
は
現
実
に
承
知
し
て
ゐ
る
が
、
こ
ち
ら

は
他
人
の
功
績
を
自
分
の
手
柄
の
や
う
に
見
せ
か
け

ゑ
て
お
き
た
い
。

文
化
伝
統
を
守
ら
う
と
す
る
意
思
の
な
い
と
い
ふ

こ
と
が
、
実
は
日
本
の
社
会
の
破
額
を
目
論
ん
で
ゐ

る
勢
力
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
ん
な
危
惧
を
抱
か
せ
る
に
足
る
今
回
の
出
来

事
で
あ
る
。

（会員）

旧
　
「
碧
雲
荘
」

（
東
京
都
杉
並
区
天
沼
）

て
宣
伝
す
る
と
い

ふ
、
そ
れ
に
輪
を
か

け
た
や
り
口
で
こ
れ

に
は
た
だ
呆
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。

自
己
の
失
策
を
救

っ
て
呉
れ
た
恩
人
に

な
り
す
ま
し
て
そ
の

功
績
を
横
取
り
す
る

か
の
や
う
な
言
動
を

す
る
、
か
う
し
た
連

中
が
政
治
の
世
界
に

も
ゐ
る
こ
と
を
改
め

て
し
っ
か
り
と
見
据

大
阪
文
学
散
歩
の
す
す
め

大
阪
市
内
に
も
文
化
伝
統
に
関
す
る
史
跡
は
多

い
。
文
学
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
も
相
当
の
数
に
な

る
。
日
本
教
師
会
大
阪
大
会
の
機
会
に
、
こ
う
し
た

文
学
碑
を
訪
ね
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
（
地
名
は
す

べ
て
大
阪
市
）

「
松
尾
芭
蕉
終
鳶
の
地
」
　
碑
（
中
央
区
久
太
郎
町
四

丁
目
十
一
番
　
南
御
堂
門
前
）

御
堂
筋
の
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
南
御
堂
の
前
、

道
路
反
対
側
の
南
行
き
車
線
の
分
離
帯
の
中
に
あ

る
。
車
に
注
意
。
南
御
堂
の
境
内
に
も
、
芭
蕉
句
碑

が
あ
る
。
尚
、
墓
は
近
江
の
国
の
義
仲
寺
　
（
大
津
市

馬
場
一
丁
目
五
番
）
　
に
な
る
。

「
井
原
西
鶴
墓
」
　
（
中
央
区
上
本
町
西
四
丁
目
一
番

誓
願
寺
墓
地
内
）

墓
地
内
に
は
私
立
学
問
所
「
懐
徳
堂
」
　
を
百
四
十

年
に
亘
っ
て
代
々
経
営
し
た
中
井
一
族
の
墓
も
あ

る
。
又
、
谷
町
四
丁
目
交
叉
点
の
北
　
（
中
央
区
谷
町

三
丁
目
二
番
）
に
は
、
「
井
原
西
鶴
終
焉
之
地
」
　
の
碑

と
辞
世
の
歌
碑
が
あ
る
。

「
近
松
門
左
衛
門
顕
彰
」
　
碑
（
西
成
区
太
子
二
丁
目

三
番
　
松
乃
木
大
明
神
境
内
）

元
天
王
寺
公
園
内
に
あ
っ
た
。
尚
、
露
天
神
社
（
北

区
曽
根
崎
二
丁
目
五
番
）
境
内
に
も
近
松
の
戯
曲
で

有
名
に
な
っ
た
曽
根
崎
心
中
関
連
の
碑
が
あ
る
。

「
与
謝
蕪
村
生
誕
地
」
碑
（
都
島
区
毛
馬
町
三
丁
目
七

番
　
淀
川
毛
馬
堤
防
上
）

「
春
風
馬
提
出
」
　
の
中
の
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

「
折
口
信
夫
生
誕
の
地
」
碑
及
び
歌
碑
（
浪
速
区
敷

津
西
一
丁
目
七
番
　
醸
町
公
園
内
）

又
、
す
ぐ
近
く
の
敷
津
松
之
宮
　
大
国
主
神
社
（
浪

速
区
敷
津
西
一
丁
目
二
番
）
の
墳
内
に
も
歌
碑
が
あ
る
。

墓
所
は
羽
咋
市
だ
が
、
願
泉
寺
　
（
浪
速
区
大
国
二
丁

目
二
）
　
の
折
口
家
墓
所
に
も
分
骨
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）

◎
日
本
教
師
会
舘
五
十
七
回
教
育
研
究
全
国
大
会

期
日
　
八
月
五
日
　
（
土
）
　
～
六
日
　
（
日
）

会
場
　
「
ホ
テ
ル
　
ア
ウ
イ
ー
ナ
大
阪
」

（
大
阪
市
天
王
寺
区
石
ヶ
辻
十
九
）

研
究
主
題
　
「
道
徳
科
の
授
業
の
あ
り
方
と
課
題
」

「
研
究
紀
要
」
　
の
原
稿
を
募
集
中
で
す

3
0
字
×
4
2
行
　
七
月
二
十
日
〆
切

期
日
が
間
近
に
迫
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
お
手
持
ち
等

の
原
稿
が
あ
れ
ば
ど
う
ぞ
。

岐
阜
事
務
局
（
e
農
志
学
巨
富
d
8
⑧
【
－
替
．
8
童
）
ま
で
。

◎
「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
か
ら
の
ご
寄

稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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