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古
事
記

「佐
斯
夫
」
考

は
じ
め
に

『
古
事
記
』
石
之
比
売
皇
后
歌
の

「
佐
斯
夫
」
に
つ
い
て
は
、
永
ら
く
未
解

決
の
問
題
が
あ
る
。
本
学
学
生
の
川
越
い
ち
子
さ
ん
は
卒
業
論
文
に
こ
の
植
物

を
と
り
上
げ
、
文
献
と
実
地
調
査
の
面
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
歌
謡
作
者
は
サ

カ
キ
を
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

（佐
斯
夫
）
と
誤
認
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
興

味
深
い
推
論
に
到
達
し
た
。

時
間
的
に
制
約
を
受
け
た
最
終
学
年
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
労
作
に
属
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
人
が
自
覚
し
て
記
し
て
い
る
よ
う
な
研
究
不
足
の

諸
点
や
い
さ
さ
か
論
を
急
ぐ
面
が
伺
わ
れ

一
層
の
充
実
が
望
ま
れ

る
。　
し
か

し
、
就
職
も
真
近
か
に
迫

っ
て
お
り
研
究
再
開
の
目
処
が
立
た
な
い
の
で
、
と

り
あ
え
ず
本
誌
で
発
表
し
て
頂
き
、
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
は
後
日
に
期
待
し

た
い
と
思
う
。
以
下
は
川
越
さ
ん
に
よ
る
卒
業
論
文
の
要
約
で
あ
る
。

一

「
仁
徳
記
」
石
之
比
売
皇
后
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
樹
木

「
佐
斯
夫
」
は
、
現

古
事
記

「
佐
斯
夫
」
考

月艮

在
広
く
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
い
う
植
物
に
当
た
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。　
し
か

し
、
こ
れ
に
比
定
し
た
場
合
、
同
歌
謡
中
に
よ
ま
れ
て
い
る

「
葉

広
ゆ

つ
真

椿
」
と
樹
木
の
高
さ
に
お
い
て
矛
盾
が
生
ず
る
た
め
に
、
こ
の
問
題
は
今
に
至

る
ま
で
長
く
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

同
歌
謡
を
最
初
に
掲
げ
る
と
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
』
ｂ

つ
ぎ
ね
ふ
や
　
山
代
河
を
　
河
上
り
　
我
が
上
れ
ば
　
河
の
邊
に
　
生
ひ

き
て
る
　
烏さ
草し
様
を
　
烏さ
草し
枠
の
木
　
其し
が
■
に
　
生
ひ
き
て
る
　
難
麗

砂
百
舒
翼
農
　
其しが
花
の　
照
り
盤
し
　
其しが
葉
の　
屁
り
盤
す
は
　
大

君
ろ
か
も

と
訓
み
下
し
て
お
り
、

「
烏
草
樹
」
を
校
注
者
の
倉
野
憲
司
氏
は
、

和
名
抄
に
も
新
撰
字
鏡
に
も
鳥
草
樹
に
サ
シ
ブ
劣
″
プ
）
の
訓
が
あ
る
。
サ

シ
ブ
は
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
科
の
常
緑
灌
木
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
下
に
椿
が
生
え
て
い
た
と
す
る
と
、
木
が
小
さ
過
ぎ
る
よ
う

で
あ

る
。
或
い
は
別
の
樹
か
。

と
注
し
て
お
ら
れ
る

（最
近
の

『古
事
記
全
註
釈
』
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
）
。

樹
高
に
関
す
る
不
審
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
の
注
も
同
様
で
あ
る
。

九
三

旦



サ
シ
プ
の
部
分
に
関
す
る
原
文
は
、
真
福
寺
本
で
は

「
佐
期
夫
衰
佐
斯
夫
能

紀
Ｌ

兼
永
筆
本
で
は

「
佐
斯
夫
衰
佐
斯
天
能
紀
」
と
表
さ
れ
、各
々
傍
点
の
部

分
に
お
い
て

一
致
を
見
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
『記
伝
』
は
、
「
記
中
に
、天
を
偶

謗
聯

一
脇

討

げ
渇
獅

炒

霧

¨
郡

鋪

勤

と
仮
名
表
記
と
歌
謡
の
調
べ
面
か
ら

「
夫
」
を
採
用
し
て
い
る
。

「
期
」
に
つ

い
て
宣
長
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
兼
永
筆
本
は
ニ
カ
所
共

「
斯
」
を
用
い
て
い

る
。
今
は
朝
日
古
典
全
書
本
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
、
小
学
館
日
本
古
典
全

集
本
、
神
道
大
系
本
な
ど
の
代
表
的
校
訂
本
が

「
佐
斯
夫
衰
　
佐
斯
夫
能
紀
」

と
し
て
い
る
の
に
従
い
論
を
進
め
た
い
。

注
①
一　
倉
野
憲
司

・
武
田
祐
吉

『
古
事
記

・
祝
詞
』

（
日
本
音
典
文

学
大
系

１
）
二
七

一
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
。

②

　
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
二
巻
八
七
ベ
ー
ジ
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十

一
年
。二

こ
の
歌
の
前
半
部
の
民
俗
的
性
格
と
後
半
部
の
官
廷
寿
歌
の
性
格
と
の
間
に

内
容
的
に
断
層
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
山
路
平
四
郎
氏
は
、

そ
の
前
半
の

「
サ
シ
ブ
ヲ
」
ま
で
は
、
あ
る
い
は
、
川
辺
に
サ
シ
プ
の
木

が
生
い
茂
っ
て
曳
船
の
難
渋
を
い
う
山
城
地
方
の
舟
曳
き
歌

（中
略
、
川

越
）
の
断
章
が
、
天
皇
讃
歌
に
結
び
つ
い
た
も
の
か

九
四

と
想
像
す
る

一
方
、
引
き
続
い
て
、

あ
る
い
は
サ
シ
プ
を
呪
力
を
持
つ
樹
木
と
し
、
そ
の
呪
力
の
下
に
生
い
立

つ
椿
を

（中
略
、
川
越
）
更
に
一
層
呪
力
に
富
む
も
の
と
し
て
、

「
照
り

当
し
、
広
り
坐
す
」
ρ
融
論
に
生
命
を
吹
き
込
む
た
め
の
机
上
作
品
で
あ

っ
た
の
か

（後
略
、
川
越
）

と
も
疑
つ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
歌
が
実
景
を
詠
ん
だ
の
か
、
或
い
は
単
な
る
机

上
の
作
品
だ
っ
た
の
か
、
も
し
机
上
の
作
品
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
サ
シ
ブ
と
椿

の
高
低
の
矛
盾
は
実
景
を
見
ず
に
作
歌
し
た
こ
と
に
よ
り
生
起
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
守
屋
俊
彦
氏
は
右

の
山
路
氏
の
二
案
の
う
ち
の
前
者
を
支
持
し
、

イ
メ
ー
ジ
の
合
わ
な
い
前
半
と
後
半
と
を
、　
一
つ
の
歌
と
し
て
結
び
つ
け

る
鍵
が
、
前
半
で
は
鳥
草
樹
、
後
半
で
は
椿
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
前
半
の
舟
曳
き
歌
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
も
と
も
と
は
椿
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
想
像
し
、
前
半
部
に
か
つ
て
あ
っ
た
椿
は
舟
曳
き
の
苦
し
い
労
働
中
に
日
に

期
ｒ櫂Ｌ
年
緞
崚笏
毅
拘
鰊
賃
ｃ臨
鮮
縦
糞

ら
れ
、
さ
ら
に
、

前
半
の
歌
と
後
半
の
歌
と
で
は
、
椿
の
性
格
が
異
な
っ
て
は

い
る

の
だ

が
、
同
じ
椿
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
鉄
に
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
異

な
る
前
半
と
後
半
と
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
の
際
前
半
の
歌
の
椿
を
鳥
草
樹
に
替
え
、
そ
の
鳥
草
樹
の
下
に
椿
が
あ

る
こ
と
に
し
、
と
も
か
く
二
つ
の
歌
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
結
び
つ
き
が
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
古
代



ろ、人、
うヽ に、

ト
ル
い
い
一
い
い
｝
の、
ぎ、
こ、
ち、
な、
さ、
ぃ
感、
じ、
ら、
れ、
な
力、、
か
た、
の、
で、
あ、

と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
異
質
な
歌
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
り

サ
シ
ブ
と
椿
と
の
間
に
高
低
の
矛
盾
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
別
に

守
屋
氏
よ
り
も
早
く
二
つ
の
歌
謡
の
接
合

（？
し

に
よ
り
起
つ
た
矛
盾
と
し
た

の
は
土
橋
寛
氏
で
あ
る
。
即
ち
、

（前
略
）
思
う
に
こ
れ
は
天
語
歌
の
歌
詞
の
前
に
、
所
伝
に
基
づ
い
て
四

句
を
作
り
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば

「
川
の
辺
に
生
ひ
立
て

る
　
葉
広
斎
つ
真
椿
」
と
す
れ
ば
済
む
も
の
を
、ど
う
し
て
そ
の
間
に
も
う

一
つ

「
烏
草
樹
の
木
」
を
入
れ
た
の
か
と
い
う
と
、

「
川
の
辺
」
と

「
葉

広
斎
つ
真
椿
」
と
の
取
り
合
わ
せ
が
不
似
合
い
と
考
え
た
か
ら

で
あ

つ

て
、
そ
の
た
め
に
川
べ
に
多
く
見
ら
れ
、
か
つ
呪
的
な
花
を
つ
け
る
鳥
草

樹、
を、
、
ク、
ハ
シ、
一
ン、
と、
ぃ
て、
置、
ぃ
た、
の
で
あ
ろ
う
。

（中
略
、
川
越
）
寿

歌
的
パ
タ
ー
ン
が
守
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
烏
草
樹
の

「
下
」
に
構
が
生
え

たヽ て
い
“
衆
獅
「

（ 現、
傍 実、
点 的、

「
い

越 自、
「
さ、
な、
ど、
ぃ
、、
さ、
し、
て、
間、
題、
で、
い
な
力ヽ、
か

こ
れ
は
意
味
合
い
は
違
う
が
性
格
の
異
な
る
歌
を
結
合
し
た

（机
上
で
？
）

こ
と
に
よ
リ
サ
シ
プ
が
歌
の
中
に
加
入
し
た
も
の
と
見
な
す
も
の
だ
が
、
守
屋

氏
の
説
は

「
前
半
の
歌
の
椿
を
烏
草
樹
に
替
え
」
た
と
す
る
理
由
は
何
ら
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
説
得
力
に
乏
し
い
。

「
川
の
辺
に
　
生
ひ
立
て
る
葉
広
斎
つ

真
椿
」
と
そ
の
ま
ま
歌
え
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
土
橋
氏
の
、
川
の
辺
と
椿
と
の

「取
り
合
わ
せ
が
不
似
合
い
」
と
い
う
理
由
も
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

椿
は
川
の
辺
に
生
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
椿
は
仁
徳
天
皇

の
比
喩
だ
が
、
同
天
皇
は
難
波
堀
江

・
茨
田
堤

・
山
背
栗
隈
県
の
大
溝

・
河
内

古
事
記

「
佐
斯
夫
」
考

国
感
玖
の
大
溝
そ
の
他
の
水
利
工
事
で
有
名
だ
か
ら
、

「
川
の
辺
」
と
椿

（仁

徳
）
と
は
不
似
合
い
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
や
は
り
、

「
其
が
下
に

」
と
位
置
関
係
ま
で
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
実
景
を
歌
っ

た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
歌
の
前
半
と
後
半
と
の
間
に
性
格
の
違
い
が
あ
る
と
は
言
え
、
果
し
て

も
と
も
と

一
方
が
純
然
た
る
民
間
庶
民
の
間
で
発
生
し
、　
一
方
が
こ
れ
と
は
無

関
係
に
官
廷
内
で
発
生
し
た
も
の
で
、
そ
の
出
自
の
異
な
る
二
歌
を
接
合
改
作

し
た
と
ま
で
推
し
量
り
う
る
も
の
か
疑
間
に
思
う
。
宮
廷
の
天
語
歌
の

「
葉
広

ゆ
つ
真
椿
云
々
」
の
有
名
句
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
民
間
の
事
情
に
も
通
じ
て

い
る
同

一
作
者
が
川
の
辺
で
実
景
に
触
発
さ
れ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
歌
は
自
然
に

生
ま
れ
得
る
筈
で
あ
る
。
実
際
、
歌
の
声
調
は
自
然
で
あ
っ
て
、
別
箇
の
歌
を

接
合
し
た
と
思
わ
れ
る
不
自
然
な
箇
所
は
感
じ
ら
れ
な
い
。　
公
一歌
を
接
合
し

て
）
音
調
を
整
え
る
た
め
な
ら
ば
、
樹
高
に
関
し
て
椿
と
の
間
に
矛
盾
を
生
ず

る
よ
う
な
佐
斯
夫
を
わ
ざ
わ
ざ
と
り
上
げ
な
く
て
も
良
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
こ

と
さ
ら

「
其
が
下
に
」
と
詠
む
必
要
も
な
く
、

「
其
が
上
に
」
で
も

「
其
が
辺

に
」
で
も
よ
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
守
屋
氏
の

「
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
程

の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
や
土
橋
氏

の

「
現
実

的
な
不
自
然
さ
な
ど
は
、
さ
し
て
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
の
よ
う

な
解
釈
で
は
、
問
題
の
解
決
の
道
は
開
け
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
①
　
山
路
平
四
郎

『
記
紀
歌
謡
評
釈
』

一
四
〇
ベ
ー
ジ
、
東
京
堂
出
版
、
昭

和
四
十
八
年
。

②
一　
守
屋
俊
彦

『
古
事
記
研
究
―
古
代
伝
承
と
歌
謡
―
』

一
六
八
ベ
ー
ジ
、

九
五



三
弥
井
書
店
、
昭
和
五
十
五
年
。

③
　
上
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
古
事
記
編
』
一四

一
～
二
四
二
ベ
ー
ジ
、

角
川
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
。

三

次
に
、
実
際
の
佐
斯
夫
と
椿
と
の
位
置
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
位
置
関
係
は

「
其
が
下
に
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い

る
が
、
植
物
民
俗
研
究
家
の
深
津
正
氏
に
示
教
を
仰
い
だ
際
、
氏
は
こ
の

「
其

が
下
に
」
を

「
樹
の
根
元
に
」
と
解
し
て
、

「
低
い
サ
シ
ブ
の
樹
の
根
元
か
ら

高
い
椿
が
生
え
て
い
て
」
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
で
あ
れ
ば
高
低
の
矛
盾
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
サ
シ
プ
が
今
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
当
た
る

と
い
う
通
常
の
説
を
と
れ
ば
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
は
暖
地
に
生
え
日
当
た
り
の
良

い
所
を
好
む
植
物
な
の
で
、
木
陰
に
生
え
る
の
は
納
得
し
難
い
よ
う
に
思
う
。

深
津
氏
は
、
あ
り
得
る
こ
と
だ
、
と
仰
し
ゃ
ら
れ
た
が
、
後
述

（第
四
章
）
の

私
が
実
際
に
見
た
七
本
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
植
生
状
態
か
ら
は
、
納
得
で
き
な

い
。こ

れ
に
つ
い
て
は

「下
に
」

（斯
多
通
）
の
語
が
鍵
に
な
っ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

『時
代
別
国
語
大
辞
典
　
上
代
編
』
に
よ
れ
ば
、

し
た

〔下
〕

（名
）
ウ
ヘ
の
対
。
①
表
に
対
す
る
裏
。
表
面
か
ら
見
え
な

い
場
所
。

（中
略
）
②
下
方
。

（中
略
）
③
心
の
奥
。
心
情
を
表
わ
す
形

容
詞

・
動
詞
に
接
頭
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（中
略
）
モ
ト
と

シ
タ
も
樹
木
な
ど
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
意
味
が
近
い
が
、
モ

ぃ
ハ
根、
元、
ほ
限、
ら、
れ、
る、
の、
に、
対、
ぃ
、
か
夕、
‐ま、
木、
蔭、
全、
体、
を、
表、
わ、
す、
点
、
意

九
六

味
が
広
く
、
万
葉
な
ど
で
は
モ
ト
は

「本
」、
シ
タ
は

「
下
」
と
文
字

を

使
い
分
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（後
略
、
傍
点
は
川
越
）

と
あ
り
、
シ
タ
が
根
元
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

私
は
深
津
氏
に
お
目
に
か
ゝ
る
前
、
佐
斯
夫
は
椿
の
背
後
の
上
方
か
ら
覆
い

被
さ
る
よ
う
に
生
え
て
い
る
も
の
と
想
像
し
て
い
た
。

『
記
伝
』
の
解
釈
も
ほ

ぼ
同
じ
で
、

烏
草
樹
は
、
さ
し
も
高
く
大
な
る
樹
に
非
る
に
椿
の
其
ノ
下
に
生
立
る
と

∵

Ｒ

¨
「
れ
は
潮
ぼ
』
権

デ

聾

熙

ゝ
高
庭

撼

と
あ
っ
た
。

『流
嘱
』
の
説
を
山
路
平
四
郎
氏
は

「
こ
れ
は
、
迎
え
た
解
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
高
低
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う

と
無
理
に
解
釈
し
た
も
の
の
意
と
思
わ
れ
る
。

再
び

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
戻
る
と
、
こ
の

「
下
に
」
は
、
①
②
③
項

に
お
い
て

「
隠
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
根
底
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
従
っ
て
、
や
は
り
高
い
木

（佐
斯
夫
）
の
下
部
に
、
低
い
木

（椿
）

が
生
え
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
佐
斯
夫
を
今
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
比
定
す
る
限
り
椿
と
の
間
の

矛
盾
は
解
消
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
最
近
注
目
す
べ
き
説
を
西
宮

一
民

氏
が
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、

こ
の
歌
で
、
烏さ
草し
様
の
下
に
椿
が
生
え
て
い
る
と
あ
る
が
椿
の
ほ
う
が
高

木
で
あ
る
点
が
疑
間
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
歌
を
、
あ
え
て
事

実
を
倒
置
し
て
表
現
し
た
虚
構
と
み
る
。
つ
ま
り
、
神
聖
な
椿
―
天
皇
を

卑
小
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
解
に
立
つ
と

「
照
り
い
ま
し
」

も

「
広
り
い
ま
す
」
も
、
族
妬
心
の
言
わ
せ
た
強
烈
な
皮
肉
と
な
ろ
う
。



自
分
以
外
の
女
性
に
対
し
て
だ
け
は

「
堂
々
と
し
て
寛
容
な
」
天
皇
へ
の

「讃
歌
」
で
あ
る
。
型
ど
お
り
の
天
皇
讃
歌
の
、
パ
ニ
ア
、
リ

で
あ
る
。
新
鮮
な
解
釈
で
あ
る
が
、
た
と
え
物
語
歌
に
せ
よ
大
后
の
作
と
す
る

に
は
歌
の
内
容
（前
半
）
が
民
俗
的
翁
山
代
女
の
　
木
鍬
持
ち
　
打
ち
し
大
根
」

な
ど
、
こ
の
一
連
の
歌
に
も
伺
え
る
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
天
皇

を

「
現

つ

神
」
と
仰
ぐ
信
仰
的
情
熱
の
時
代
に
天
皇
を
卑
小
化
す
る
皮
肉
な
歌
と

し

て

『
記
』
が
採
録
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
し
、
仁
徳
天
皇
と
い
う
強
大
な
権
力

者
の
時
代
に
も
生
れ
得
る
と
は
考
え
に
く
い
。

「
事
実
を
倒
置
し
て
表
現
し
た

虚
構
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
条
の
一
連
の
六
歌
の
素
朴
な
印
象
か
ら
し
て
、
余

り
に
知
的
で
わ
ざ
と
ら
し
い
不
自
然
さ
を
感
ず
る
。
西
宮
氏
の
説
も
、
高
低
の

矛
盾
を
あ
え
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
所
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。注

①
　
深
津
氏
の
ご
論
文
に
は
、
「
植
物
和
名
の
語
源
」
「
言
語
』
七
巻

一
号
、

昭
和
五
十
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

②

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
上
代
編
』
三
五
三
ペ
ー
ジ
、
三
省
堂
、
昭
和

四
十
二
年
。

③
　
第

一
章
注
②
書
八
八
ペ
ー
ジ
。

④
　
第
二
章
注
①
書

一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

⑤
　
西
宮

一
民
校
注

『
古
事
記
』

（新
潮
日
本
古
典
集
成
）
二

一
〇

ベ
ー

ジ
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
四
年
。

四古
事
記

「
佐
斯
夫
」
考

私
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
国
文
学
と
植
物
学
の
分
野
で
各
種
文
献
目
録
を

探
索
し
た
が
、
以
上
の
高
低
の
矛
盾
の
問
題
は

一
向
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
感
ず
る
の
は
、
研
究
者
が
過
去
の
注
釈
書
類

や
植

物
図
鑑
を
参
照
す
る
程
度
で
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
佐
斯
夫
が
比
定
さ
れ
て
い
る
現
在
の
シ
ャ

シ
ャ
ン
ボ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
樹
木
な
の
か
を
実
地
に
調
査
し
た
。
そ
し

て
、
文
献
的
な
研
究
と
も
合
わ
せ
て
、
佐
斯
夫
が
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
比
定
し
う

る
か
を
考
察

（次
章
）
し
た
い
。

サ
シ
ブ
と
い
う
植
物
名
を
上
代
の
諸
文
献
を
探
索
し
た
結
果
で
は
、

『記
』

に
一
例

（『出
雲
国
風
上
記
』
の

「
佐
世
」
は
問
題
が
あ
る
）
見
る
の
み
で
あ

っ
た
。
古
辞
書
類
で
は
、
管
見
に
入
っ
た
所
で
は

『
和
名
抄
』
・
『新
撰
字
鏡
｝

『伊
呂
波
字
類
抄
』

・
『
合
類
節
用
集
』
・
『類
衆
名
義
抄
』
・
『
動
植
物
名
彙
』

（伴
信
友
）

島
倭
訓
栞
』
島
促
言
集
覧
』

（但
し

「
し
や
し
や
ぶ
の
き
し

に

サ
シ
ブ
が
見
え
る
が
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
は
載
せ
な
い
。
そ
し
て
、
近
代
の
辞
書

・
百
科
事
典

・
植
物
図
鑑
を
見
る
と
、
サ
シ
ブ
を
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
古
名
と
し

禰
』勒
（螂瑚』摯
癬
魃
。国ロシ・辞ヤ『典奮牌

わ畔ヤ名”ヤ「ン南酬」奨れ“いれ一
「輌崎け雄麟噸『輌一れ『祠帥『猜

南
珊
を
し
〆
研
る
。
そ
の
他
、
『草
木
図
説
』
が
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
一
名
を
「
ワ

ク
ラ
」
と
す
る
の
が
目
に
つ
い
た
。

こ
こ
で
了
解
す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
は
サ
シ
ブ
と
い
わ
れ
た
植
物
が
、
近
代

に
至
っ
て
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
認
識
さ
れ
、
辞
書
に
記
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

九
七



あ
る
。

『
出
雲
国
風
上
記
』
大
原
郡
の

「
佐
世
乃
木
」
も
加
藤
義
成
氏
は
シ
ャ

シ
ャ
ン
ボ
と
さ
れ
る
、、蒜
型

こ
れ
に
は
問
題
が
残
機
葡

さ
て
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
実
物
を
観
察
す
べ
く
諸
所
の
植
物
園
に
問
い
合
わ

け
」
詢
げ
輔
は

「 献
け
岬
麻
れ
戦
“
＾
“
「
げ
は
「
嚇
直
レ
リ

の っ
け
な
ど
「
』
げ

『
記
』
の
佐
斯
夫
と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
こ
の
佐
斯
夫
の
比

定
を
小
清
水
卓
二
氏
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
小
清
水
氏
よ
り
、

シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

（南
燭
）

一
名
ワ
ク
ラ
バ

古
名
サ
シ
ブ
ノ
キ

学

名

　

ぎ

”８

ョ

吉

日

げ
Ｓ

鮮

８

〓

日

↓

〓
“
●
ロ

　

ツ

ツ

ジ

科

分
布
　
本
州
中
南
部
―
四
国
―
九
州
方
面
の
浅
山
に
自
生
す
る
常
緑
灌

木
、
或
は
小
喬
木
、
琉
球
、
台
湾
に
も
あ
り
奈
良
県
で
は
玉
置
山
神
社

の
境
内
に
日
通
り

一
米
の
見
事
な
も
の
が
あ
り
、
ア
ゴ
湾
の
賢
島
ホ
テ

ル
に
群
生
し
た
も
の
が
あ
る
。

（後
略
、
川
越
）

と
の
回
答
を
得
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
十
七
年
十

一
月
二
十
日
、
二
重
県

志
摩
郡
賢
島
の
賢
島
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
赴
き

（巻
末
地
図
Ａ
地
点
）、
現
地

で

「
サ
サ
ブ
」

。
「
サ
サ
ブ
ク
」
と
呼
ん
で
い
る
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
木
を
見
せ

て
頂
い
た
。
こ
の
木
の
高
さ
は
約
ニ
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
で
あ
る

（巻
末
写

真
０
）
。
葉
形
は
ネ
ズ
ミ
モ
チ
の
そ
れ
に
よ
く
似
て
い
る
が
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

の

方
が
よ
り
堅
い
革
質
で
鋸
歯
状
で
あ
る
点
が
異
な
る
。
そ
し
て
、
緑
色
の
葉
の

他
に
、
黄
ば
ん
で
赤
や
黒
の
斑
点
の
あ
る
葉
が
多
く
あ
り
、
こ
の
木
を
ワ
ク
ラ

バ

（病
葉
）
と
も
称
し
た
理
由
が
初
め
て
了
解
で
き
た
。

こ
の
木
に
は
直
径
五
ミ
リ
ほ
ど
の
小
さ
な
黒
い
実

（写
真
０
）
が
沢
山
付
い

て
お
り

（写
真
０
）
、
日
に
含
む
と
甘
酸
っ
ば
い
味
が
し
た
。
味
は
ザ
ク

ロ
よ

九
八

り
も
甘
く
ス
グ
リ
に
近
い
。
松
阪
の
宣
長
は
佐
斯
夫
を

『
記
伝
』
に
お
い
て
、

「
今
俗
に
さ
ゝ
ぶ

（賢
島
方
言
と
同
じ
で
あ
る
。
…
川
越
）
の
木
と
も
、
し
ゃ

く
ぶ
の
木
と
も
云
り
」
と
し
つ
つ
、

「
此
ノ
樹
契
沖
云
ク
、
今
山
里
人
は
さ
せ

夢
賛
噸
顎
鋤
新
曜
鋼
埒
電
剖
猜̈
騰
零
辞

こ
と
が
判
る
。

賢
島
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
の
谷
口
ふ
み
子
さ
ん

（昭
和
五
年
生
ま
れ
）
も

「
モ

モ
戯
型

つ
て
い
る
。」
と
言
っ
て
馴
れ
た
手
つ
き
で
食
べ
ら
れ

た
。
戦
争
中
に

は
こ
の
実
を
よ
く
食
べ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
谷
口
そ
の
さ
ん

（明
治

四
十
年
生
ま
れ
）
、
賢
島

ロ
ッ
ヂ
の
物
原
え
つ
さ
ん

（昭
和
三
年
生
ま
れ
）
も
、

子
供
の
頃
山
に
行
っ
た
時
に
は
必
ず
食
べ
た
そ
う
で
、

「
フ
サ
フ
サ
と
実
が
な

っ
て
い
た
の
で
枝
か
ら
実
を
さ
し
と
る
堪
夕
に
し
て
食
べ
た
。」
と
言
わ
れ
る
。

い
か
な
る
理
由
で
食
べ
た
の
か
を
尋
ね
る
と
、

「
甘
酸
っ
ば
く
て
お
い
し
い

か
ら
食
べ
た
。
山
へ
行
っ
た
時
見
つ
け
る
と
、
決
ま
つ
て
お
や
つ
代
わ
り
に
口

を
黒
く
染
め
る
よ
う
に
し
て
食
べ
た
。」
と
異
口
同
音
に
答
え
た
。
こ
れ

に
よ

り
、
江
戸
時
代
も
現
代
も
サ
サ
ブ
即
ち
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
実
を
人
々
が
食
用
と

し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

サ
サ
ブ
は
、海
岸
近
く
の
山
に
あ
る
と
聞
い
た
の
で
附
近
を
歩
い
て
み
る
と
、

潮
風
の
吹
き
抜
け
て
い
き
そ
う
な
小
高
い
と
こ
ろ

（巻
末
地
図

Ｂ
地
点
）

に

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
賢
島
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
の
サ
サ
ブ
も
海
か
ら
三
メ

ー
ト
ル
程
の
所
に
植
え
ら
れ
て
お
り
、
日
光
と
適
度
な
風
を
好
む
植
物
で
あ
る

こ
と
が
判
っ
た
。
賢
島
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
を
見
る

一
カ
月
前
の
十
月
に
高
尾
山

の
東
京
都
立
浅
川
実
験
林
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
を
見
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
こ
れ

は
花
の
咲
か
な
い
、
従
っ
て
実
も
付
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。
樹
木
研
究
室
長
の



小
林
義
雄
氏
の
お
話
で
は
、
三
十
年
前
に
愛
知
県
よ
り
移
植
し
た
も
の
で
あ
る

と
の
こ
と
で
、
賢
島
を
訪
れ
て
改
め
て
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
好
む
環
境
を
認
識
し

た
。以

上
、
賢
島
で
の
実
地
調
査
と

『記
伝
』
に
引
く
契
沖
の
説
に
よ
る
と
こ
ろ

さヵ、わ“」ｒ議制にい』̈
〕一̈
実ャ″ぃ廠ル暉ｒ罐麒性．麒罪練〔罐雌

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注
①
一　
上
原
敬
二

『
樹
木
大
図
説
』
、
有
明
書
房
、
昭
和
三
十
四
年
。

②
　
牧
野
富
太
郎

『
牧
野
新
日
本
植
物
図
鑑
』
、
北
隆
館
、
昭
和
五
十
四
年
。

③

　
『
朝
日
百
科
　
世
界
の
植
物
』
七
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和

五
十
三

年
。

０
一　
鈴
木
真
海
、
木
村
康

一
他

『
新
註
校
定
国
訳
本
草
綱
目
』
第
九
冊
五
六

八
ペ
ー
ジ
、
春
陽
堂
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
。

③
　
松
田
修

『
古
典
植
物
辞
典
』
、
講
談
社
、
昭
和
五
十
五
年
。

③
　
飯
沼
慾
斎

・
北
川
四
郎

『
草
木
図
説
』
木
部

（
上
）、
保
育
社
、　
昭

和

五
十
二
年
。

０
　
加
藤
義
成

『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』

（改
訂
増
補
版
）
四
〓
一
三

ペ
ー

ジ
、
原
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
。

③

　
『
記
伝
』
で
佐
世
は

「烏
草
樹
に
や
と
云
り
」
と
契
沖
の
説
を
紹
介
し

て
い
る

（
第

一
章
②
に
同
じ
）
が
、
加
藤
氏
も
注
０
書
同
ベ
ー
ジ
で
、
佐

世
乃
木
を
、

ツ
ツ
ジ
科
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

（
南
燭
）
で
、　
一
名
ヮ
ク
ラ
ハ
。
中
部

古
事
記

「佐
斯
夫
」
考

以
西
の
浅
山
に
多
い
常
緑
の
灌
木
、
或
は
小
灌
木
で
、
高
さ
二

・
三

米
、
枝
多
く
葉
が
繁
く
、
花
は
白
色
壺
形
で
房
状
花
序
を
な
し
、
紫

黒
色
の
小
球
果
を
結
ぶ
。
若
葉
は
紅
色
を
帯
び
て
美
し
い
。
こ
の
葉

を
掲
い
て
赤
色
の
染
色
に
も
用
い
た
。
古
代
に
は
こ
れ
を
頭
に
刺
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
傍
点
、
川
越
）

と
な
さ
れ
る
。

た
だ
、
植
物
名
は
そ
の
地
方
の
方
言
の
面
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ

り
、
例
え
ば
武
田
久
吉
氏
に
よ
れ
ば
、
尾
瀬
沼
の
東
の

「
檜
の
高
山
」
の

檜
が
実
は
ネ
ズ

コ
を
指
し
て
お
り
、
南
部
地
方
の

「檜
山
」
の
檜
は
ヒ
バ

（
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
）
を
指
し
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ノ
キ
と
は
樹
種
が
違
う
と

の
こ
と
で
あ
る

（
武
田
久
吉
「
地
名
と
植
物
」
『
ド
ル
メ
ン
』
五
巻
四
号
、

岡
書
院
、
昭
和
十
四
年
）
か
ら
、
植
物
と
そ
の
地
方
の
名
称
と
の
関
係
は

見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
佐
世
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
が
方
言
で
あ
り
大
和
地
方
の
サ
シ
ブ
と
は
別
の
植
物
だ
っ

た
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
倉
田
悟
氏
の

『
日
本
主
要
樹
木
名
方
言

集
』
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
方
言
は
百
種
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
で

た
だ

一
例

「
サ
セ
ッ
」

（
鹿
児
島
）
が
見
ら
れ
る
の
が
大
変

注

目

さ

れ

る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
例
が
辺
地
に
残
存
し
た
例
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
地
方
独
特
の
言
い
ま
わ
し
に
よ
リ
ビ

・
プ
な
ど
が
脱
落
し
た
可
能
性
も

あ
り
、
現
地
の
発
音
を
詳
細
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
今
後
の
課
題

に
し
た
い
．

０
一　
池
田
寅
雄

「
佐
世
保
考
」

（
佐
世
保
史
談
会

『
談
林
』
三
号
、
昭
和
三

十
六
年
）
。

⑩
　
第

一
章
注
②
に
同
じ
。

九
九



０
　
谷
口
ふ
み
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
本
の
実
　
果
実
一
般
の
こ
と
を
モ
モ
と

い
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
小
学
館

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の

「
モ
モ
」
の

項
に
、
神
奈
川
、
岐
阜
、
愛
知
、
滋
賀
、
大
阪
、
和
歌
山
、
山
口
、
高
知

の
方
言
で

「木
や
草
の
実
」
を
指
す
と
あ
る
。

０
　
実

（複
数
）
を
日
に
含
み
、
枝
を
右

（
ま
た
は
左
）
に
引
き
、
頭
を
左

（
ま
た
は
右
）
に
動
か
し
て
、
日
の
中
で
実
を
し
ご
き
落
と
す
よ
う
に
す

る
意
。

０
　
ご
自
宅
で
古
共
に
登
場
す
る
植
物
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
草
木
を
栽

培
し
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
も
数
本
栽
培
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
小
野
田
光
雄
氏

は
、
こ
の
木
に
は
白
い
壷
状
の
美
し
い
花
が
咲
き
、
非
常
に
清
潔
な
印
象

を
受
け
る
の
で
、
古
代
に
は
こ
れ
を
神
に
供
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
語
ら
れ
た

（昭
和
五
十
八
年

一
月
二
十
二
日
ご
教
示
）。　
こ

の
観
点
か
ら
も
今
後
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

五

次
に
、
本
章
で
は
佐
斯
夫
が
現
在
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
比
定
す
る
説
が
妥
当

か
ど
う
か
検
討
す
る
。
『
記
』
の
佐
斯
夫
は
、
や
が
て

「
烏
草
樹
」
と
表
記

さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
即
ち
、
『
倭
名
抄
』

公
一十
巻
本
。
那
波
道

円

校
顧

字
本
）
に
は
「
蜃

樹

鷲

漢
語
裟

蜃

樹
離
盆
鯖

哺
鮮
鳩

傍
良

川
越
）
と
あ
る
が
、
『箋
注
倭
名
類
衆
抄
』
は

「
広
本
夫
誤
象
鈍
②

（傍
点
、
川

味

雖

霙

憂

製

一
〇
〇

本
草
関
係
の
書
を
調
べ
る
と

「烏
」
の
つ
く
植
物
名
が
非
常
に
多
い
。
例
を

挙
げ
る
と
、
烏
文
木
、
烏
木
、
烏
草
、
烏
飯
草
、
鳥
薇
苺
味
、
烏
自
木
な
ど
多

数
で
あ
る
。
『諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
の
「烏
」
の
項
に
は

「②
く
ろ
い
。
黒
色
。」

に黎
蒸
関
降
趾
崎
討
的
”雛
篠
螺
弊
咤
輔

い
実
の
成
る
樹
木
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

る「一れに新『漱秘錮摯和攣「
『を新「詢岬諄賊諄れ判蹄̈
「い蒔雌喝

項
に
は
、

株
は
高
さ
三
五
尺
、
葉
は
苦
棟
に
類
し
て
小
さ
く
、
冬
を
凌

い
で
凋
ま

いに藤燕師畢嚇」「
（て翻肛「しにヽ
家で多く庭除の間に植ゑ、

と
あ
り
、
そ
の和
名
に
シ
ャ
シ
ャ
ンボ
を
当
て
て
い様
咄
シ
ヤ
シ
ヤ
ンボ
の漢

名
を
南
燭
と
す
る
の
は

『
広
辞
苑
』、
小
学
館

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
、

『
樹
木

大
図
説
』、
『
牧
野
新
日
本
植
物
図
鑑
』、
『
古
典
植
物
辞
典
』
の
辞
典

・
植
物
図

鑑
、
そ
の
他

『
記
』
・
『
出
雲
風
土
記
』
の
注
釈
書
類
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

け
れ
ど
も
、
右
の

「
南
燭
」
に
引
い
た
形
態
は
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
そ
れ
と
は

全
く
異
な
る
。
南
燭
で
は
実
が

「
紅
子
」
と
な
る
の
に
対
し
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ポ

は
述
べ
た
通
り
黒
い
実
で
あ
る
。
明
の

『
本
草
綱
目
』
は
江
戸
時
代

『
多
識

編
』、
『
大
和
本
草
』
な
ど
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
時
和
名
に
置
き
春

え
る
際
に
本
草
学
者
が
屡
ヽ
誤
り
を
犯
し
た
と
い
う
。

『倭
訓
秦
』
の
、

さ
し
ぶ
の
き
　
和
名
抄
、
本
草
南
燭
、
今
な
ん
て
ん
と
云
、

（中
略
）
佐

之
夫

ハ
南
燭
た
る
こ
と
明
か
な
り
、

と
す
る
、
サ
シブ
↓
南
燭
↓
ナ
ン
テ
ンと
いう
説
も
こ
の
計
喋
パ
踏
ん
だ
も
の



ら
し
い
。

こ
こ
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
方
言
名
を
倉
田
悟
氏
の

『
日
本
主
要
樹
木
名
方
言

一肇
Ψ
に
よ
り
調
べ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
百
種
の
呼
び
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
初

音
だ
け
で
も
、
ア
、
ウ
、　
工
、
オ
、
力
、
ク
、
コ
、
サ
、
シ
、
ス
、
チ
、
卜
、

ナ
、
ハ
、
ヒ
、
フ
、
ホ
、
ミ
、
ヤ
、
ョ
、
ワ
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
サ
シ
ブ
、

サ
シ
ブ
ノ
キ
と
全
く
同
じ
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
微
妙
な
発
音
の
違
い
で

全
く
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
、
か
な
り
似
て
い
る
も
の
は
沢
山
あ
る
。
主

な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、

サ
サ
ブ
　
三
重

全
心
摩
）

サ
サ
ボ
　
三
重

（志
摩
）

サ
シ
ボ
ノ
キ
　
伊
豆
新
島

サ
ス
ボ
　
伊
豆
新
島

サ
セ
ッ
　
鹿
児
島

（薩
摩
半
島
）

サ
セ
ビ
　
鹿
児
島
、
長
崎

（平
戸
）

サ
セ
ブ
　
鹿
児
島

（甑
島
、
中
之
島
）

サ
セ
ボ
　
和
歌
山

（東
牟
婁
）

サ
ツ
ボ
　
静
岡

（南
伊
豆
）

サ
セ
ン
ボ
　
和
歌
山

（東
牟
婁
、
日
高
）、
隠
岐

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
中
、
伊
豆
新
島
の
サ
シ
ボ
ノ
キ
の
如
き
は

『
記
』
の

「
佐

斯
夫
能
紀
」
と
近
似
し
て
お
り
驚
く
。
右
の
諸
例
に
よ
れ
ば
、
サ
シ
ブ
↓
サ
シ

ャ
ブ
↓
シ
ャ
シ
ャ
ブ
↓
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
経
緯
が
結
べ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、

『
記
』
の
佐
斯
夫
の
実
体
は
従
来
の
説
の
如
く
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
、

即
ち
志
摩
地
方
の

「
サ
サ
ブ
」
・
「
サ
サ
ブ
ク
」
に
比
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。古

事
記

「
佐
斯
夫
」
考

注
ω
　
正
宗
敦
夫
校
訂

『
倭
名
類
衆
妙
』
二
十
巻
二
十
九
オ
、
風
間
書
房
、
昭

和
四
十
五
年
。

②
一　
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編

『
諸
本
集
成

倭

名

類

豪

抄
』
五

一
八
ペ
ー
ジ
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
。

③
　
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編

『
新
撲
字
鏡
　
増
訂
版
』

天
治
本
四

一
七
ベ
ー
ジ
、
享
和
本
八
二

一
ペ
ー
ジ
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四

十
二
年
。

①
　
正
宗
敦
夫

『
伊
呂
波
字
類
抄
』
四
十
五
ウ
、
風
間
書
房
、
昭
和
五
十

一

年
。

③
　
正
宗
敦
夫
編

『
類
衆
名
義
抄
』
第

一
巻
三
四
三
ベ
ー
ジ
、
風
間
書
房
、

昭
和
四
十
五
年
。

③
　
中
口
祝
夫

・
小
林
祥
次
郎
著

『
合
類
節
用
集
』

一
〇
七
ペ
ー
ジ
、
勉
誠

社
、
昭
和
五
十
四
年
。

０
　
岡
西
為
人
重
輯

『
重
韓
新
修
本
草
』
三
二
四
ベ
ー
ジ
、
国
立
中
国
医
薬

研
究
所
、
民
国
五
十
三
年
。

③

　

『
増
補
語
林
倭
訓
栞
』
中
巻
、
名
著
刊
行
会
、
昭
和
五
十
三
年
。

③
　
第
四
章
注
④
書
五
六
九
ペ
ー
ジ
。

⑩
一　
同
書

は

シ

ャ
シ
ャ
ン
ボ

の
学
名

く
Ｒ
ｏ
す
富
日

軍

Ｒ

絆８
言

ヨ

↓
〓
口
●
Ｆ

も
附

し

て

い
る
。

０
一　
小
野
田
光
雄
氏

（
第
四
章
注
①
参
照
）
は
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
ナ
ン
テ

ン
の
混
同
し
た
理
由
を
、
両
者
の
葉
が
類
似
し
、
秋
に
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の

一
〇

一



葉
が
紅
葉
し
た
際
、
そ
の
照
り
具
合
が
ナ
ン
テ
ン
と
よ
く
似
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
か
と
な
さ
れ
る

（
昭
和
五
十
八
年

一
月
二
十
二
日
ご
教
示
）。

し
か
し
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
葉
は
ナ
ン
テ
ン
の
そ
れ
よ
り
も
厚
く
、
革
質

で
違
い
が
明
瞭
で
あ
る
し
、
葉
の
附
き
具
合
も
全
く
異
な
る
。
シ
ャ
シ
ャ

ン
ボ
は
植
物
辞
典
に
は
常
緑
樹
と
あ
る
が
、
小
野
田
氏
は
植
物
は
土
壌
に

よ
り
非
常
に
違
っ
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
る
と
仰
ら
れ
る
。
但
し
、

私
が
晩
秋
に
見
た
二
重
県
賢
島
と
磯
部
の
五
本
は
、
ナ
ン
テ
ン
の
よ
う
な

鮮
や
か
な
紅
葉
は
全
く
し
て
お
ら
ず
、
若
千
の
黄
ば
ん
だ
フ
ク
ラ
バ
を
除

い
て
は
サ
カ
キ
の
よ
う
な
常
緑
を
呈
し
て
い
た
の
で
、
両
者
の
混
同
の
原

因
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ω
一　
倉
田
悟

『
日
本
主
要
樹
木
名
方
言
集
』

一
七
九
ベ
ー
ジ
、
地
球
出
版
、

昭
和
三
十
八
年
。

六

さ
て
、
佐
斯
夫
が
既
説
の
通
リ
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の

実
景
を
歌
っ
た
歌
謡
中
の
佐
斯
夫
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
何
度
も
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
椿
よ
り
も
背
の
高
い
佐
斯
夫
は
か
な
り
の

高
木
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
は
植
物
図
鑑
に
よ

れ
ば
、
二
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
小
灌
木
で
あ
り
、
私
が
実
際
に
見
た
も
の
も

一

メ
ー
ト
ル
か
ら
二

・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
だ
っ
た
。
植
物
名
は
地
方
に
よ
り
同
名

異
物
植
物
が
多
い
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
よ

く
似
た
別
の
高
木
で
あ
つ
た
、
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
よ
く
似
た
木
と
し
て
は
、
シ
ャ
ク
ナ
グ
科
の
落
葉
灌
木
ナ

一
〇
二

ツ
ハ
ゼ
が
ま
ず
浮
か
ぶ
。
実
際
、
三
重
県
桑
名
に
は
、
ナ
ツ
ハ
ゼ
の
方
言
と
し

て
サ
セ
ン
ボ
ー
と
い
う
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
同
じ

（前
草
参
照
）
方

言
名
が

あ

秘
咽

ナ
ツ
ハ
ゼ
は
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
程
に
な
り
黒
い
実
と
付
き
方
が
類
似
し
て

い
猟
¨

両
者
の
図
を
写
真
四

（響
早
木
大
図
説
』
に
よ
る
）
に
示
す
の
で
比

べ

て
頂
き
た
い
。
同
じ
方
言
名
が
あ
る
の
は
両
者
の
類
似
に
原
因
し
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ナ
ツ
ハ
ゼ
は
夏
緑
性
で
あ
り
、
冬
に
は
落
葉
す
る
。

こ
の
歌
謡
を
仮
に

「仁
徳
紀
」
に
従
い
陰
暦
九
月
と
す
る
な
ら
ば
ナ
ツ
ハ
ゼ
は

紅
葉
の
時
期
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
は
様
子
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
し
、

樹
高
も
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
か
ら
椿
よ
り
高
く
は
な
り
そ
う

に
な
い
。
以
上
か
ら
、
ナ
ツ
ハ
ゼ
を
歌
謡
中
の
佐
斯
夫
に
充
て
る
こ
と
は
で
き

そ
う
に
な
い
。

次
に
、
ヒ
サ
カ
キ
が
想
起
さ
れ
る
。
賢
島
で
気
づ
い
た
こ
と
だ
が
、
サ
サ
ブ

即
ち
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
話
を
し
て
い
る
と
次
第
に
話
題
と
な
る
の
が
、

「
ビ
ツ

ャ
ヨ
」
、
「
ビ
シ
ャ
タ
」、
「
ビ
シ
ャ
ラ
」
と
い
う
木
で
あ
る
。
賢
島

の
谷

口
さ

ん
、
椛
原
さ
ん
は

「
こ
の
木
に
は
毒
性
が
あ
り
、
サ
サ
ブ
と
同
じ
よ
う
な
実
が

な
り
、
葉
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
を
食
べ
る
時
に
は
間
違
え
ぬ

よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
ビ
シ
ャ
タ
は
シ

キ
ミ
の
代
用
と
し
て
霊
前
に
供
え
る
木
で
あ
る
。」
と
も
言
わ
れ
る
。
幸

い
賢

島
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
ビ
シ
ャ
タ
も
生
え
て
い
た

（写
真
０
）。
『
日
本
主
要
樹

木
名
方
言
集
』
に
よ
れ
ば
、
ヒ
サ
カ
キ
の
項
に
ビ
シ
ャ
コ
系
の
も
の
が
見
ら
れ

る
。
即
ち
、一一一一一　　］̈一赫］・向制］・臨帥ヽ高知



ビ
シ
ャ
ゴ
　
　
　
ニ
重

（北
牟
婁
、
伊
勢
市
）

ビ
シ
ャ
コ
ー
　
　
和
歌
山

（東
牟
婁
）

ビ
シ
ャ
タ
　
　
　
三
重

（伊
勢
市
）

ビ
シ
ャ
ッ
コ
　
　
和
歌
山

（
日
高
）

ビ
ッ
チ
ャ
ッ
コ
　
和
歌
山

（西
牟
婁
、
田
辺
）

な
ど
で
、
『記
伝
』
に
は

「
比
ノ
樹
契
沖
云
ク
、
今
山
里
人
は
さ
せ
ぼ

の
木
と

云
、
ヒ稿
キ

に
似
て
小
き
実
あ
り
、

（中
略
）
袷
は
、
和
名
抄
に
見
え
て
今、
俗、
に、

昆
左
々
木
と
云
木
鳩
鶴
」
（傍
点
は
川
越
）
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
ヒ
サ
カ
キ
↓
ヒ
シ
ャ
カ
キ
↓
ビ
シ
ャ
カ
キ
↓
ピ
シ
ャ
カ
↓
ビ
シ

ャ
タ

・
ビ
シ
ャ
ラ

・
ビ
シ
ャ
コ
の
経
緯
が
想
定
さ
れ
、

『牧
野
新
日
本
植
物
図

鑑
』
な
ど
で
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
賢
島
の
ビ
シ
ャ
コ
・
ビ
シ
ャ
タ
は
、
ヒ
サ

カ
キ
、

ハ
マ
ヒ
サ
カ
キ
と

一
致
す
る
。

写
真
０
⊆
小
し
た
よ
う
に
、
ビ
シ
ャ
タ
と
サ
サ
ブ
は
非
常
に
よ
く
似

て

い

様
『

極
め
て
注
意
深
く
観
察
し
て
も
、
ビ
シ
ャ
タ

（
ヒ
サ
カ
キ
）
の
方
が
、
葉

の
鋸
歯
が
や
や
大
き
く
、
葉
の
つ
き
具
合
が
や
や
密
で
あ
る
と
い
う
位
の
違
い

で
、
両
者
の
区
別
は
判
然
と
し
難
い
。

『
日
本
主
要
樹
木
名
方
言
集
』
に
よ
れ

ば
、
ヒ
サ
カ
キ
の
方
一一一口
に
は
、

オ
シ
ャ
シ
ャ
ブ
　
山
口

（能
毛
）

シ
ャ
シ
ャ
ビ
　
愛
媛

（西
条
）

ム
シ
ャ
シ
ャ
ギ
　
京
都

（山
城
）

シ
ャ
シ
ャ
　
香
川

（大
川
）

シ
ャ
シ
ャ
ブ
　
山
口

（玖
珂
）

の
如
き
、
シ
ャ
シ
ャ
ブ
系
の
名
称

（傍
点
、
川
越
）
が
見
ら
れ
、
こ
れ
も
両
者

が
混
同
さ
れ
や
す
い
こ
と
の
証
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
賢
島
の
海
岸
附

古
事
記

「佐
斯
夫
」
考

近
の
所
を
歩
い
た
時
、
こ
の
判
別
に
困
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
ビ
シ
ャ

タ
の
方
が
繁
殖
力
が
圧
盛
で
数
も
多
い
。
土
地
の
人
は
、
実
を
潰
し
て
み
て
黒

い
汁
の
出
る
も
の
が
ビ
シ
ャ
タ
で
あ
る
と
判
別
し
て
い
る
。
サ
サ
プ
の
方
は
、

潰
し
て
も
手
が
染
ま
ら
ず
、
果
肉
が
出
る
だ
け
で
あ
る
。

ビ
シ
ャ
タ
の
実
に
は
毒
性
が
あ
る
、
と
の
言
い
伝
え

（椛
原
さ
ん
は

「
子
供

の
頃
に
教
え
ら
れ
た
。」
と
言
わ
れ
る
）
の
は
、
誰
か
が
食
し
て
実
際
に
災
難

に
会

っ
た
為
に
生
ま
れ
た
も
の
か
と
思
っ
た
が
、
こ
れ
が
ヒ
サ
カ
キ
で
あ
れ
ば

麟
卿
は
な
一
ぶ
血
は
臓

（ る
デ
に
つ
』
崚
け
』
事

ろ し、
力、 伝

弦
い
ｒ
口
”
¨
〕
け
赫
罐

ろ
う
か
。
ヒ
サ
カ
キ
を
シ
キ
ミ
の
代
用
と
す
る
地
方
は
多
い
が
、
賢
島

で
は

「
シ
キ
ミ
は
、
磯
部
の
奥
深
い
所
に
行
か
な
け
れ
ば
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
ビ

シ
ャ
タ
を
代
り
に
用
い
た
。」
（椛
原
）。
ビ
シ
ャ
タ
の
実
を
潰
す
と
、
黒

い
毒

々
し
い
汁
が
温
れ
出
、
た
ち
ま
ち
手
が
真
黒
に
染
ま
る
。
毒
と
教
え
ら
れ
れ
ば

う
な
づ
い
て
し
ま
う
の
も
無
理
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

以
上
ヒ
サ
カ
キ
が
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
極
め
て
似
て
い
る
こ
と
を
述
べ
来
た
っ

た
が
、
こ
の
木
も
図
鑑
類
に
よ
れ
ば
樹
高
は
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
で
あ
り
、
シ
ャ

シ
ャ
ン
ボ
と
は
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
実
際
に
私
が
見
た
ヒ
サ
カ
キ
の
樹
高
も

こ
の
程
度
で
大
樹
で
は
な
い
。
サ
カ
キ
が
そ
の
代
用
と
な
る
シ
キ

ミ
は
ど
う

か
。
シ
キ
ミ
は
高
さ
は
約
二
～
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
常
緑
湛
木
で
は
あ
る
が

山
林
中
に
生
え
る
。
葉
は
長
精
円
形
で
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

・
ヒ
サ
カ
キ
と
異
な
り

鋸
歯
が
な
く
、
か
つ
両
者
よ
り
も
大
き
い
し
、
枝
先
に
輪
生
状
に
密
に
つ
く
の

も
異
な
る
し
、
全
体
に
香
気
が
あ
る
の
で
混
同
す
る
可
能
性
は
全
く
考
え
ら
れ

な
い
。
山
林
中
に
生
え
る
の
で
手
に
入
り
に
く
い

（賢
島
）
と
こ
ろ
か
ら
ヒ
サ

カ
キ
が
代
用
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
樹
の
姿
は
類
似
し
て
い
な
い
。

一
〇
三



次
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
サ
カ
キ
で
あ
る
。
先
述

（第
四
章
）
に
紹
介
し
た

小
清
水
卓
二
氏
の
言
に
従
い
、
昭
和
五
十
七
年
十

一
月
二
十
三
日
、
奈
良
県
吉

野
郡
十
津
川
村
玉
置
神
社
を
訪
れ
た
。
小
清
水
氏
の
言
わ
れ
る

「
目
通
り

一
メ

ー
ト
ル
」
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
な
れ
ば
か
な
り
の
大
木
で
あ
り
、
丈
も
相
当
高

い
筈
だ
と
予
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、
神
社
の
境
内
を
探
索
し
た
結
果
遂
に
シ

ャ
シ
ャ
ン
ポ
は
見
つ
か
ら
ず
、
小
清
水
氏
の
そ
れ
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
木
は

実
は
サ
カ
キ

（写
真
０
）
だ
っ
た
。
私
も
最
初
に
見
た
時
に
は
こ
れ
を
シ
ャ
シ

ャ
ン
ボ
と
間
違
え
て
し
ま
っ
た
。
サ
カ
キ
は
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
葉
の
茂
り
方
と

実
の
つ
き
具
合
が
よ
く
似
て
い
る

（写
真
０
）。
そ
し
て
、
写
真
い
の
如
く

シ

ャ
シ
ャ
ン
ボ
よ
り
も
か
な
り
の
高
木
で
あ
る
。

玉
置
山
は
標
高

一
〇

一
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
頂
上
近
く
の
神
社
境
内
は
天

に
近
い
よ
う
な
薄
暗
さ
で
、
杉
の
木
の
香
り
が
強
く
漂

っ
て
い
た
。
日
光
と
風

を
好
む

（第
四
章
）
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
が
こ
の
よ
う
な
場
所
に
生
え
る
可
能
性
は

ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
小
清
水
氏
も
葉
の
茂
り
方
の
よ
く
似
た

サ
カ
キ
を
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
見
間
違
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

サ
カ
キ
は
、
ヒ
サ
カ
キ
が
そ
の
代
用
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
は

サ
カ
キ
が
山
地
に
生
え
が
ち
な
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
葉
の
形
も
似
て
い
る
こ

と
も
原
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
サ
カ
キ
と
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
は

良
く
似
て
お
り
、
述
べ
た
よ
う
に
混
同
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

『
記
』

の
歌
に
関
し
て
考
え
る
と
、
川
の
辺
の
斎
つ
真
椿
の
背
後
に
は
、
実
は
背
の
高

い
サ
カ
キ
が

（黒
い
実
を
付
け
て
？
）
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
実

景
を
見
た
作
者
は
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
が
生
え
て
い
る
も
の
と
誤
認
し

「
佐
斯
夫

ヲ
」
と
歌
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
サ
カ
キ
は
図
鑑
類
に
よ
れ
ば
十
メ
ー
ト

ル
に
も
達
す
る
常
緑
小
高
木
で
、
椿
よ
り
も
高
く
、
大
き
く
枝
を
広
げ
う
る
こ

一
〇
四

と
は
、
写
真
い
に
よ
っ
て
も
判
る
。

食
用
と
な
る
植
物
に
対
し
て
敏
感
だ
っ
た
上
代
人
が
両
者
を
見
間
違
え
る
訳

は
な
い
、
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
専
門
家
の
小
清
水
卓

二
氏
も
玉
置
神
社
に
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
が
あ
る
と
勘
違
い
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ

し
、
注
意
を
払
っ
て
い
た
私
も
初
め
は
そ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
同
じ
よ

う
な
黒
い
実
の
な
る
点
や
、
葉
の
形
、
繁
り
方
も
似
て
い
る
よ
う

に
私

は
思

う
。
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
写
真
を
持
ち
地
名
情
報
室
の
楠
原
佑
介
氏
を
お
訪
ね
し

た
時
、
写
真
を
見
る
な
り
氏
は

「
」
れ
は
サ
カ
キ
じ
ゃ
な
い
か
。」
と
仰

ら
れ

た
。
四
国
の
ご
出
身
で
植
物
地
名
の
研
究
も
手
が
け
て
お
ら
れ
る
氏
も
か
よ
う

に
混
同
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
深
く
観
察
し
な
い

（実
を
食
べ
よ
う
と

し

た

り
、
枝
を
神
前
に
供
え
る
目
的
で
こ
の
木
に
近
づ
く
こ
と
を
し
な
い
無
関
心
な

状
態
に
あ
る
）

一
般
人
が
両
者
を
取
り
違
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る

こ
と
と
思

う
。
ヒ
メ
シ
ャ
ラ

（
つ
ば
き
科
の
常
緑
喬
木
）
を
サ
ル
ス
ペ
リ

（
み
そ
は
ぎ
科

の
落
葉
喬
木
）
と
い
う

（神
奈
川
、
静
岡
、
三
重
、
和
歌
山
、
高
知
、
愛
媛
、

大
分
、
宮
崎
、
熊
本
、
霧
島
∧
『
日
本
主
要
樹
木
名
方
言
集
』∨
）
よ
う
に
、
常

民
の
間
で
は
類
似
し
た
植
物
を
混
同
す
る
例
は
極
め
て
多
く
、
む
し
ろ

一
般
的

な
現
象
と
さ
え
い
え
る
。

以
上
、
諸
文
献
と
実
地
の
植
物
観
察
に
基
い
て

「仁
徳
記
」
の
佐
斯
夫
に
つ

い
て
は
、
上
代
佐
斯
夫
と
称
し
た
樹
木
は
現
在
の
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
当
た
る
植

物
で
あ
ろ
う
が
、
歌
謡
の
作
者
が
実
際
に
見
た
の
は
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
似
た
サ

批
糖
獄

仰 っ
凱
¨
¨
「
な
い
か
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
方
あ
ご
教
示
、
ご

注



①
　
前
章
注
０
書

一
八

一
ペ
ー
ジ
。

②
一　
前
川
文
夫

『
植
物
の
名
前
の
話
』
九
七
ベ
ー
ジ
、
八
坂
書
房
、
昭
和
五

十
六
年
。

③
　
三
重
県
亀
山
市
出
身
の
服
部
保
子
氏
は
、
現
に
ヒ
サ
カ
キ
の
本
を
指
し

て

「
ビ
シ
ャ
カ
キ
」
ま
た
は

「
ビ
シ
ャ
コ
」
と
発
音
さ
れ
た

（昭
和
五
十

八
年

一
月
二
十
六
日
）
。

④
　
ご
自
宅
で
万
葉
植
物
を
栽
培
し
て
お
ら
れ
る
石
井
庄
司
氏
に
よ
れ
ば
、

御
出
身
の
奈
良
県
生
駒
郡
信
貴
山
に
お
い
て
も
、
ヒ
サ
カ
キ
を
ビ
シ
ャ
コ

と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る

（
昭
和
五
十
八
年

一
月
二
十
五

日
ご
教
示
）。

③

第

一
章
注
②
に
同
じ
。

⑥
一　
面
白
い
こ
と
に
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
よ
く
似
た
ギ
ー
マ
と
い
う
植
物
が

琉
球
や
台
湾
に
分
布
す
る

（
寺
崎
留
吉

『
日
本
植
物
図
譜
』
、
平

凡

社
、

昭
和
四
十
七
年
）
が
、
奄
美
群
島
の
与
論
島
で
は
ヒ
サ
カ
キ
の
こ
と
を
ク

ル
ギ
マ
と
呼
ん
で
い
る

（
日
野
厳

「
奄
美
群
島
の
植
物
方
言
」

『
宇
部
短

期
大
学
学
術
報
告
』
四
号
、
昭
和
四
十
二
年
）
。
こ
れ
も
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

と
ヒ
サ
カ
キ
と
が
似
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
。

０
　
も
く
れ
ん
科
の
有
毒
常
緑
灌
木
。
枝
葉
を
仏
前
に
供
え
、
樹
皮
と
葉
を

乾
か
し
て
粉
末
に
し
た
も
の
を
抹
香

・
線
香
に
作
る
。

③
　
紙
幅
の
都
合
で

「
ゆ
つ
真
椿
」
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
在
来
品
種
と
い
わ
れ
る
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
と
解
し
て
論

を

進

め

た
。
ま
た
、
サ
カ
キ
が
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
と
葉
が
似
、
そ
し
て
椿
よ
り
も
高

く
な
り
う
る
こ
と
は
実
地
の
調
査
か
ら
判
明
し
た
が
、
サ
カ
キ
は
山
地
に

古
事
記

「
佐
斯
夫
」
考

生
え
る
と
い
う
点
で
問
題
が
残
る
。
川
の
辺
に
四
、
五
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ

サ
カ
キ
が
生
え
た
の
を
ま
だ
実
際
に
見
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
の
調
査

を
更
に
続
け
た
い
。

本
稿
を
な
す
に
当

っ
て
、
高
尾
山
浅
川
実
験
林
、
東
京
都
立
神
代
植
物
園
、

三
重
県
志
摩
郡
賢
島
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、
賢
島
ロ
ッ
ヂ
、
奈
良
県
玉
置
神
社
松

井
侶
利
氏
、
日
本
地
名
学
研
究
所
の
池
田
未
則
氏

・
大
矢
良
哲
氏

・
比
嘉
喜
美

枝
氏
、
植
物
民
俗
研
究
家
深
津
正
氏
、
地
名
情
報
室
楠
原
佑
介
氏
、
国
学
院
大

学
文
学
部
青
木
周
平
氏
に
多
大
の
ご
援
助
、
ご
教
示
に
預
か
っ
た
こ
と
を
記
し

て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
昭
和
五
十
七
年
二
月
四
日
　
川
越
い
ち
子
）
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一
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六

写真 (一)賢島グランドホテルの「ササブ」  1982.11.20

川越いち子撮影。木の右下に30Cmのスケールを立

ててある。



写真 (二)賢島グランドホテルの「ササブ」の実  1982.11.24

大妻女子大学視聴覚センター撮影。

写真 (三)賢島グランドホテルの「ササブ」 1982.11.20ガ l越いち子撮影。

自っぼく変色し班点のみられるのがフクラバ.スケール30Cm。
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騨
報

写真 (四)『草木図説』によるシャシャンボ (左)と ナツハゼ (右)

図だけで見るとよく似ている。

写真 (五)ヒ サカキとシャシャンボ (賢島採取)   1982.11.24
大妻女子大学視聴覚センター撮影.両者非常に似ている。
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写真 (六)玉置神社のサカキ  1982.11.23

川越いち子撮影

一
〇
九

写真 (七)玉置神社のサカキ 枝振 りがシャシャンボとよく似ているように思われる。

1982.11.23 川越いち弱 影


