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一
、
序

　
『
釈
日
本
紀
』
に
載
る
「
浦
嶼
子
」
の
記
事
は
、
そ
の
冒
頭
部
に
本
物
語
が

伊
預
部
馬
養
の
記
録
に
拠
る
と
明
記
す
る
部
分
を
置
く
。
次
の
通
り
。

（
丹
後
の
国
の
風
土
記
に
曰
ふ
）
与
謝
の
郡
。
日
置
の
里
。
こ
の
里
に
筒

川
の
村
あ
り
。
こ
こ
の
人
夫
、

部
の
首
ら
が
先
つ
祖
、
名
を
筒
川
の

嶼
子
と
云
ふ
ひ
と
あ
り
。
為
人
、
姿
容
秀
美
れ
風
流
な
る
こ
と
類
な
し
。

こ
れ
、
謂
ゆ
る
水
江
の
浦
の
嶼
子
と
い
ふ
者
な
り
。
こ
は
旧
宰
、
伊
預

部
の
馬
養
の
連む
ら
じの

記
せ
る
に
相そ

乖む

く
こ
と
な
し
。
故
、
所
由
の
旨
を
略

陳
べ
む
と
す
。（一
） 

　

稿
者
は
前
稿（
二
）
に
お
い
て
、右
の
記
述
を
め
ぐ
り
上
代
文
献
に
お
け
る
「
相

乖
」
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
は
馬
養
の
記
し
た
浦

島
子
伝
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
と
推
定
し
た
。

　

本
稿
は
冒
頭
部
に
記
さ
れ
た
「
所
由
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
前
稿

の
結
論
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。先
行
論
に
お
い
て「
所

由
」
を
解
釈
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
重
松
明
久
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記

述
や
『
風
土
記
逸
文
注
釈
』
の
記
述（
三
）
が
管
見
に
入
る
の
み
で
あ
る
。

話
の
内
容
を
記
す
と
の
意
。
話
の
筋
が
馬
養
の
記
し
た
も
の
に
相
違
が
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な
い
と
い
う
の
で
、
馬
養
の
書
い
た
伝
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。（四
） 

　

本
稿
で
は
上
代
文
献
に
お
け
る
「
所
由
」
の
用
例
を
検
討
し
て
そ
の
表
す
所

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
　

二
、「
所
由
」
の
用
例
と
考
察

　
「
所
由
」
に
つ
い
て
、『
逸
文
注
釈
』
は
『
論
語
』
為
政
「
観
其
所
由
」
の
集

解
に
「
由
、経
也
。
言
観
其
所
経
従
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
「
由
」
を
「
経
る
、

因
縁
す
る
」
の
意
と
解
釈
し
、『
魏
書
』
鹿
悆
伝
に
「
乃
叙
由
縁
」
と
あ
る
よ

う
に
「
事
の
由
来
」
の
意
も
あ
る
と
補
足
す
る
。
肯
う
べ
き
記
述
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
「
所
由
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
上
代
文
献
に
お
け
る
用
例

に
つ
い
て
の
考
察
は
な
い
。

　

上
代
文
献
に
お
い
て「
所
由
」と
い
う
語
は『
古
事
記
』に
五
例
、『
日
本
書
紀
』

に
十
例
、『
万
葉
集
』
に
二
例
を
数
え
る
。

　

は
じ
め
に
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
所
由
」
の
使
用
例
を
見
て
い
こ
う
。

Ａ
、
故
、
爾
く
し
て
、
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
、
亦
、
諸
の
神
等

を
遣
し
て
か
天
若
日
子
が
淹
し
く
留
ま
れ
る
所
由
を
問
は
む
」
と
と

ひ
き
。（五
） 

 
 

 

　
　
　
（
神
代
記
）

Ｂ
、
是
に
、
其
の
弟
、
泣
き
憂
へ
て
、
海
辺
に
居
り
し
時
に
、
塩
稚
神
、

来
て
、
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
、「
何
ぞ
、
虚
空
津
日
高
の
泣
き
患
ふ
る

所
由
は
」
と
い
ひ
き
。 

 
 

　
　
　
（
神
代
記
）

Ｃ
、
故
、
其
の
横
刀
を
受
け
取
り
し
時
に
、
其
の
熊
野
の
山
の
荒
ぶ
る
神
、

自
ら
皆
切
り
仆
さ
え
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
惑
ひ
伏
せ
る
御
軍
、
悉

く
寤
め
起
き
き
。
故
、
天
つ
神
御
子
、
其
の
横
刀
を
獲
し
所
由
を
問

ひ
し
に
、
高
倉
下
が
答
え
て
曰
ひ
し
く
…
…　
　
　
　
　
（
神
代
記
）

Ｄ
、
山
城
の　

筒
木
宮
に　

物
申
す　

吾
が
兄
の
君
は　

涙
ぐ
ま
し
も　

爾
く
し
て
、
大
后
、
其
の
所
由
を
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、

「
僕
が
兄
は
、
口
子
臣
ぞ
」
と
ま
お
し
き
。 

　
　
　
（
仁
徳
記
）

Ｅ
、
是
に
、
口
子
臣
と
、
亦
、
其
の
妹
口
比
売
と
奴
理
能
美
と
、
三
人
議

り
て
、
天
皇
に
奏
さ
し
め
て
云
ひ
し
く
、「
大
后
の
幸
行
せ
る
所
由

は
、
奴
理
能
美
が
養
へ
る
虫
、
一
度
は
匍
ふ
虫
と
為
り
、
一
度
は
殻

と
為
り
、
一
度
は
飛
ぶ
鳥
と
為
り
て
、
三
色
に
変
わ
る
奇
し
き
虫
有

り
。
此
の
虫
を
看
行
さ
む
と
し
て
、
入
り
坐
せ
ら
く
の
み
。
更
に
異

し
心
無
し
」
と
い
ひ
き
。 

 
 

　
　
　
　
（
同
右
）

　

Ａ
は
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
が
葦
原
中
国
に
使
い
を
送
る
場
面
で
あ

る
。
以
前
に
遣
わ
さ
れ
た
天
若
日
子
は
八
年
を
過
ぎ
て
も
復
命
せ
ず
葦
原
中
国

に
留
ま
っ
た
。
天
照
ら
は
こ
の
こ
と
を
不
審
に
思
い
、
そ
の
理
由
を
説
い
た
だ

そ
う
と
す
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
「
所
由
」
は
「
理
由
」
の
意
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

Ｂ
は
い
わ
ゆ
る
海
幸
山
幸
神
話
で
あ
る
。
火
遠
理
命
は
兄
と
交
換
し
た
釣
り

針
を
誤
っ
て
な
く
し
て
し
ま
う
。
火
遠
理
命
は
自
ら
の
大
切
な
剣
を
砕
き
、
千
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の
釣
り
針
を
作
り
償
い
を
し
た
が
兄
は
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
場
面

は
如
上
の
出
来
事
を
嘆
く
火
遠
理
命
に
対
し
、
塩
稚
神
が
現
れ
て
嘆
い
て
い
る

理
由
を
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。

　

Ｃ
は
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
ら
に
よ
る
大
和
入
り
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

大
熊
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
一
行
は
昏
倒
し
て
し
ま
う
が
、
高
倉
下
が
献
上
し
た

霊
剣
の
効
能
に
よ
り
事
な
き
を
得
る
。
こ
の
場
面
で
は
高
倉
下
に
よ
っ
て
献
上

さ
れ
た
霊
剣
の
由
来
が
語
ら
れ
、
こ
の
剣
が
天
か
ら
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

葦
原
中
国
を
平
定
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
所

由
」
が
夢
を
通
し
た
由
来
を
示
す
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

Ｄ
は
黒く
ろ

比ひ

売め

に
心
を
寄
せ
る
仁
徳
天
皇
の
姿
を
知
り
、
山
城
に
ひ
き
籠
っ
て

し
ま
っ
た
皇
后
に
つ
い
て
の
場
面
で
あ
る
。
歌
中
の
「
吾
が
兄
の
君
は　

涙
ぐ

ま
し
も
」
と
歌
っ
た
理
由
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
口
比
売
は
自
分
が
口
子
臣
の

妹
で
あ
り
、
兄
が
皇
后
に
つ
い
て
心
を
砕
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

で
あ
る
。

　

Ｅ
は
皇
后
が
三
色
の
虫
を
見
る
こ
と
を
理
由
に
幸
行
し
て
い
る
こ
と
を
天
皇

に
伝
え
一
計
を
案
じ
た
も
の
で
あ
り
、
嫉
妬
深
い
皇
后
と
仁
徳
天
皇
が
歩
み
寄

る
き
っ
か
け
と
な
る
。
仁
徳
記
に
お
け
る
「
所
由
」
は
い
ず
れ
も
「
理
由
」
を

表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
所
由
」
の
使
用
を
検
討
し
た
。
記
の
用

例
の
中
で
特
出
す
る
べ
き
は
Ｃ
の
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
所
由
」
が
霊

剣
を
得
た
「
由
来
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、霊
剣
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
「
所

由
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
。

Ｆ
、
七
年
の
春
二
月
の
丁
丑
の
朔
辛
卯
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、「
昔
我
が

皇
祖
、
大
き
に
鴻
基
を
啓
き
た
ま
ひ
き
。
其
の
後
に
、
聖
業
逾
高
く
、

王
風
轉
盛
な
り
。
意
は
ざ
り
き
、
今
朕
が
世
に
當
り
て
、
數
災
害
有

ら
む
こ
と
を
。
恐
る
ら
く
は
、
朝
に
善
政
無
く
し
て
、
咎
を
神
祇
に

取
ら
む
や
。
蓋
ぞ
命
神
龜
へ
て
、
災
を
致
す
所
由
を
極
め
ざ
ら
む
」

と
の
た
ま
ふ
。（六
）   

 

（
崇
神
紀
七
年
二
月
一
五
日
）

Ｇ
、
二
十
四
年
の
夏
六
月
に
、
御
膳
の
羹
汁
、
凝
以
作
氷
れ
り
。
天
皇
、

異
び
た
ま
ひ
て
、
其
の
所
由
を
卜
は
し
む
。

　
（
允
恭
紀
二
十
四
年
六
月
）

Ｈ
、
皇
子
、
亦
害
は
む
と
す
る
こ
と
を
知
り
て
、
黙
坐
し
ま
し
て
語
は
ず
。

天
皇
、
忿
怒
彌
盛
な
り
。
乃
ち
復
并
せ
て
眉
輪
王
を
殺
さ
む
と
欲
す

が
爲
に
、所
由
を
案
へ
劾
ひ
た
ま
ふ
。　
（
雄
略
即
位
前
紀
三
年
八
月
）

Ｉ
、是
に
、大
泊
瀬
天
皇
、弓
を
彎
ひ
馬
を
驟
せ
て
、陽
り
呼
ひ
し
て
、「
猪

有
り
」
と
曰
ひ
て
、
即
ち
殺
市
邊
押
磐
皇
子
を
射
殺
し
た
ま
ふ
。
皇

子
の
帳
内
佐
伯
部
賣
輪
、
更
の
名
は
仲
手
子
。
屍
を
抱
き
て
駭
け
あ

わ
て
て
、
所
由
を
解
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
十
月
一
日
）

Ｊ
、
夏
四
月
の
癸
丑
の
朔
に
、
内
膳
卿
膳
臣
大
麻
呂
、
勅
を
奉
り
て
、
使

を
遣
し
珠
を
伊
甚
に
求
め
し
む
。
伊
甚
國
造
等
、
京
に
詣
づ
る
こ
と

遲
晩
く
し
て
、
時
を
踰
ゆ
る
ま
で
に
進
ら
ず
。
膳
臣
大
麻
呂
、
大
き

に
怒
り
て
國
造
等
を
收
へ
縛
り
て
、
所
由
を
推
問
ふ
。

　
（
安
閑
紀
元
年
四
月
一
日
）
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Ｋ
、
五
に
曰
は
く
、
餮
を
絶
ち
欲
す
る
こ
と
を
棄
て
て
、
明
に
訴
訟
を
辨

め
よ
。
其
れ
百
姓
の
訟
、
一
日
に
千
事
あ
り
。
一
日
す
ら
も
尚
爾
る

を
、
况
や
歳
を
累
ね
て
を
や
。
頃
訟
を
治
む
る
者
、
利
を
得
て
常
と

し
、
賄
を
見
て
は
こ
と
わ
り
ま
う
す
を
聽
く
。
便
ち
財
有
る
も
の
が

訟
は
、。
石
を
も
て
水
に
投
ぐ
る
が
如
し
。
乏
し
き
者
の
訴
は
、
水

を
も
て
石
に
投
ぐ
る
に
似
た
り
。
是
を
以
て
貧
し
き
民
は
、
所
由
を

知
ら
ず
。
臣
の
道
亦
焉
に
闕
け
ぬ
。　
　
　
（
推
古
紀
十
二
年
四
月
）

Ｌ
、
是
に
、
大
臣
益
怒
り
て
、
乃
ち
群
卿
を
遣
し
て
、
山
背
大
兄
に
請
し

て
曰
さ
く
、「
頃
者
、
摩
理
勢
、
臣
に
違
ひ
て
、
泊
瀬
王
の
宮
に
匿

れ
た
り
。
願
ふ
、
摩
理
勢
を
得
り
て
、
其
の
所
由
を
推
へ
む
と
欲
ふ
」

と
ま
う
す
。 

 
 

 

（
舒
明
即
位
前
紀
）

Ｍ
、
時
に
、
古
人
大
兄
皇
子
、
喘
息
け
て
來
し
て
問
ひ
た
ま
は
く
、「
何

處
か
向
く
」
と
の
た
ま
ふ
。

入
鹿
、
具
に
所
由
を
説
く
。
古
人
皇
子
の
曰
は
く
、「
鼠
は
穴
に
伏

れ
て
生
き
。
穴
を
失
ひ
て
死
ぬ
と
」
と
の
た
ま
ふ
。
入
鹿
、
是
に
由

り
て
、
行
く
こ
と
を
止
む
。
軍
將
等
を
遣
り
て
、
膽
駒
に
求
め
し
む
。

竟
に
覓
る
こ
と
能
は
ず
。 

 

　
　
（
皇
極
紀
二
年
十
一
月
）

Ｎ
、
夏
四
月
の
辛
亥
の
朔
乙
卯
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、
諸
の
食
封
有
る
寺

の
所
由
を
商は

量か

り
て
、
加
す
べ
き
は
加
し
、
除
む
べ
き
は
除
め
よ
」

と
の
た
ま
ふ
。
是
の
日
に
、
諸
寺
の
名
を
定
む
。　

（
天
武
紀
八
年
四
月
五
日
）

　

Ｆ
は
大
神
神
社
の
起
源
を
語
る
部
分
で
あ
る
。
災
い
が
重
な
り
良
い
政
治
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
憂
い
た
崇
神
天
皇
は
、
災
い
を
お
こ
す
原
因
を

亀
甲
に
よ
り
占
お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
所
由
」
は
諸
注
「
コ
ト
ノ

ヨ
シ
」
と
訓
み
、「
原
因
・
理
由
」
の
意
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｇ
は
木
梨
軽
太
子
と
衣
通
王
に
よ
る
同
母
の
兄
妹
密
通
が
発
覚
す
る
場
面
で

あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
お
膳
の
汁
が
突
然
凍
っ
た
こ
と
を
不
審
に
思
っ
た
允
恭

天
皇
が
そ
の
理
由
を
占
っ
た
こ
と
に
よ
り
事
件
が
発
覚
す
る
。「
内
の
亂
有
り
。

蓋
し
親
親
相
姧
け
る
か
」
と
の
結
果
を
受
け
て
允
恭
天
皇
は
調
べ
を
進
め
、
兄

妹
の
密
通
が
発
覚
し
軽
大
娘
皇
女
が
流
さ
れ
る
。「
所
由
」
は
「
理
由
」
の
意

で
使
わ
れ
て
お
り
、「
所
由
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
占
い
が
行
わ
れ
る
こ

と
も
Ａ
と
共
通
す
る
。

　

Ｈ
は
い
わ
ゆ
る
目
弱
王
の
乱
に
つ
い
て
の
場
面
で
あ
る
。
安
康
天
皇
は
大
草

香
皇
子
を
弑
し
、
そ
の
妻
中
蒂
姫
を
強
引
に
后
と
す
る
。
中
蒂
姫
は
先
夫
と
の

間
に
目
弱
王
を
も
う
け
て
お
り
、
楼
で
の
失
言
に
よ
り
真
実
を
知
っ
た
目
弱
王

は
安
康
天
皇
を
暗
殺
す
る
の
で
あ
る
。
当
該
部
は
安
康
天
皇
暗
殺
を
知
っ
た
雄

略
天
皇
が
、
事
件
と
の
関
係
を
疑
い
兄
た
ち
を
尋
問
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
目
弱
王
を
罰
し
よ
う
と
す
る
雄
略
天
皇
が
事
件
の
理
由
を
聴
く
言
葉
と
し

て
「
所
由
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

 

Ｉ
は
有
力
な
皇
位
継
承
者
の
市
邊
押
磐
皇
子
を
雄
略
天
皇
が
暗
殺
し
よ
う

と
す
る
場
面
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
は
皇
子
を
狩
り
に
誘
い
出
し
、
猪
が
い
る
と

偽
っ
て
皇
子
を
弑
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
皇
子
の
亡
骸
を
抱
え
た
佐
伯
部

賣
輪
が
慌
て
ふ
た
め
き
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
様
子
が
記
さ
れ
る
。
諸
注

の
多
く
が
「
所
由
」
を
文
脈
に
よ
り
「
せ
む
す
べ
」
と
訓
む
。「
所
由
」
を
「
理

由
」
と
取
る
用
例
と
は
や
や
異
な
っ
た
使
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

Ｊ
は
安
閑
の
勅
を
受
け
た
内
膳
卿
膳
臣
大
麻
呂
が
真
珠
を
伊い
じ
み甚
国
造
に
求
め
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る
場
面
で
あ
る
。伊
甚
国
造
の
到
着
が
遅
れ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
た
大
麻
呂
は
、

彼
ら
を
捕
ら
え
尋
問
す
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
「
所
由
」
は
都
に
参
上
す
る

こ
と
が
遅
れ
た
「
理
由
」
を
示
す
用
例
で
あ
る
。

　

Ｋ
は
聖
徳
太
子
に
よ
る
憲
法
十
七
条
の
第
五
条
の
条
文
で
あ
る
。当
該
部
は
、

訴
訟
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
官
僚
に
対
し
て
物
欲
を
棄

て
公
平
に
訴
え
を
裁
く
こ
と
を
求
め
た
う
え
で
、
賄
賂
を
得
て
か
ら
申
し
立
て

を
聞
く
な
ど
不
正
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
現
状
を
記
す
。
こ
の
よ
う
な
現
状
で

は
貧
し
い
も
の
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
臣
と
し
て
あ
る
べ
き
道

を
歩
む
よ
う
に
諭
す
の
で
あ
る
。
Ｄ
と
同
様
、
他
の
「
理
由
」
を
表
す
用
法
と

は
異
な
る
使
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

Ｌ
は
蘇
我
大
臣
と
山
背
大
兄
王
の
争
い
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。
大
臣
は
境

部
臣
摩
理
勢
の
勝
手
な
行
動
を
戒
め
る
が
、
摩
理
勢
は
従
わ
ず
泊
瀬
王
の
宮
に

住
ん
で
し
ま
う
。
怒
っ
た
大
臣
は
、
摩
理
勢
の
引
き
渡
し
を
山
背
大
兄
王
に
求

め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
大
臣
が
摩
理
勢
を
取
り
調
べ
よ
う
と
し
て
お

り
、「
所
由
」
は
罪
状
の
理
由
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ｍ
は
蘇
我
入
鹿
が
自
ら
山
背
大
兄
王
を
討
ち
に
行
こ
う
と
す
る
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
古
人
大
兄
皇
子
が
鼠
の
故
事
を
入
鹿
に
語
っ
て
聞
か
せ
、
安

全
な
本
拠
か
ら
出
て
い
か
な
い
よ
う
に
戒
め
る
。こ
こ
で
は
、「
何
處
に
か
向
く
」

と
尋
ね
ら
れ
た
入
鹿
が
、
山
背
大
兄
王
を
討
ち
に
行
く
と
い
う
「
理
由
」
と
し

て
「
所
由
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｎ
に
は
天
武
が
食
封
を
持
つ
諸
寺
の
由
来
を
検
討
す
る
よ
う
に
と
の
勅
を
出

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
「
由
来
」
と
し
て
「
所
由
」
の
語

が
使
用
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
所
由
」
の
用
例
を
検
討
し
た
。
紀
に

お
い
て
「
所
由
」
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
「
理
由
」
を
示
す

使
用
で
あ
る
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
拠
っ
て
風
土
記
の
浦
島
子
伝
に

お
け
る
「
所
由
」
を
「
理
由
」
の
意
で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
当
該
部
の
「
所
由
」
は
文
脈
上
Ｎ
の
よ
う
に
「
由
来
」
の
意
で
採
り
、「
浦

島
子
伝
と
い
う
由
来
譚た
ん

の
本
旨
を
略
し
て
陳
べ
よ
う
と
す
る
」
と
解
す
る
の
が

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
所
由
」
が
「
由
来
」
を
意
味

す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
態
と
し
て
「
商は

量か

」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
本
文
の
文
意
が
お
の
ず
と
通
ず
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、

文
献
的
に
「
所
由
」（
由
来
）
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｎ

の
用
例
は
諸
寺
の
由
来
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
書
に
よ
り
記
録
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
伝

承
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
重
要
な
用
例
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
所
由
」
の
使
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

Ｏ
、
君
が
行
き　

日
長
く
な
り
ぬ　

や
ま
た
づ
の　

迎
へ
を
行
か
む　

待

つ
に
は
待
た
じ

〈
こ
こ
に
や
ま
た
づ
と
い
ふ
は
、
こ
れ
今
の
造
木
を
い
ふ
〉

右
の
一
首
の
歌
は
、
古
事
記
と
類
聚
歌
林
と
説
ふ
所
同
じ
く
あ

ら
ず
、歌
主
も
ま
た
異
な
り
。
因
り
て
日
本
紀
に
検
す
に
、曰
く
、

「
…
…
（
中
略
）
…
…
」
と
い
ふ
。

ま
た
曰
く
、「
遠
飛
鳥
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
雄
朝
嬬
稚
宿

禰
天
皇
の
二
十
三
年
の
春
三
月
…
…
（
中
略
）
…
…
。
二
十
四

年
の
夏
六
月
に
、御
羹
の
汁
凝
り
て
氷
と
な
る
。天
皇
異
し
び
て
、

其
の
所
由
を
卜
へ
し
め
た
ま
ふ
…
…
」 （
七
）　
　
　
（
巻
二
・
九
〇
）
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Ｐ
、
越
前
国
掾
大
伴
宿
禰
池
主
が
来
贈
せ
た
る
戯
れ
の
歌
四
首

忽
ち
に
恩
賜
を
辱
み
し
、
驚
欣
已
に
深
し
。
心
中
笑
み
を
含
み
、
独

り
座
り
て
稍
く
に
開
け
ば
、
表
裏
同
じ
か
ら
ず
。
相
違
何
し
か
も
異

な
る
。
所
由
を
推
量
す
る
に
、
率
爾
く
策
を
作
せ
る
か
。
明
ら
か
に

知
り
て
言
を
加
ふ
る
こ
と
、
豈
他
し
意
あ
ら
め
や
…
…

　
（
巻
十
八
・
四
一
二
八
～
四
一
三
一
）

　

Ｏ
の
歌
に
は
前
述
の
軽
太
子
と
軽
太
郎
女
に
よ
る
密
通
事
件
に
関
す
る
歌
で

あ
る
旨
の
左
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
左
注
で
は
允
恭
紀
が
引
か
れ
、
事
件
の
経

緯
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｐ
は
大
伴
池
主
に
よ
る
家
持
へ
の
戯
れ
の
歌
で
あ
る
。
贈
り
物
の
中
身
を
取

り
違
え
た
家
持
に
対
し
て
池
主
は
訴
状
を
装
っ
た
大
げ
さ
な
返
信
を
行
い
、
そ

の
中
で
家
持
に
取
り
違
い
の
理
由
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
集
中
二
例
を
数
え
る

「
所
由
」
の
使
用
は
い
ず
れ
も
「
理
由
」
の
意
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
上
代
文
献
に
お
け
る
「
所
由
」
の
用
例
を
検
討
し
た
。「
所
由
」
は

基
本
的
に
は
「
理
由
」
を
示
し
、「
由
来
」
を
表
す
使
用
は
上
代
文
献
に
お
い

て
二
例
の
み
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
雄
略

即
位
前
紀
二
十
年
に
次
の
よ
う
に
「
所
由
来
」
の
例
が
あ
る
こ
と
は
本
稿
の
考

察
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

王
の
曰
は
く
、「
可
く
も
あ
ら
ず
。
寡
人
聞
く
、
百
濟
國
は
日
本
國
の

官
家
と
し
て
、
由
來
遠
久
し
。
又
其
の
王
、
入
り
て
天
皇
に
仕
す
。
四

隣
の
共
に
識
る
所
な
り
」
と
い
ふ
。

※
原
文
：
王
曰
。
不
可
矣
。
寡
人
聞
。
百
濟
國
者
。
爲
日
本
國
之
官

家
。
所
由
來
遠
久
矣
。
又
其
王
入
仕
天
皇
。
四
隣
之
所
共
識
也
。

　
　
　
　
（
雄
略
即
位
前
紀
二
十
年
）

　

こ
れ
は
高
麗
が
百
済
を
滅
ぼ
し
、
百
済
の
残
党
を
徹
底
的
に
討
と
う
と
す
る

将
を
王
が
諫
め
る
場
面
で
あ
る
。
王
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
百
済
は
長
く
日
本

の
宮
家
と
し
て
天
皇
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

諸
注
の
多
く
が
波
線
部「
由
来
遠
久
し
」の
よ
う
に「
所
」を
訓
ん
で
い
な
い
。

「
由
来
」
と
い
う
熟
語
を
考
え
た
場
合
に
は
、
諸
注
の
訓
読
は
肯
う
べ
き
と
考

え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、「
所
」
を
い
か
し
て
「
所
由
來
遠
久
矣
」
を
訓
読
す

る
と
「
由よ

り
来
た
る
所
」
と
な
り
、ま
さ
に
由
来
を
表
し
て
い
る
例
と
い
え
る
。

　
　

三
、
結
び

　

如
上
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
冒
頭
部
、

こ
は
、旧
宰
、伊
預
部
の
馬
養
の
連む
ら
じの
記
せ
る
に
相
乖
く
こ
と
な
し
。
故
、

所
由
の
旨
を
略
陳
べ
む
と
す
。

に
お
け
る
「
所
由
」
は
、「
由
来
」
を
表
す
と
言
え
る
。
重
要
な
の
は
「
所
由
」

と
記
さ
れ
た
由
来
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
在
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
は
、神
代
記
に
お
け
る「
所
由
」

の
用
例
Ｃ
と
天
武
紀
に
お
け
る
用
例
Ｎ
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
天
武
紀
に
お

い
て
「
所
由
」
は
文
献
的
に
保
証
さ
れ
た
由
来
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。こ
の
こ
と
と
神
武
記
に
お
け
る
用
例
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
所
由
」

と
い
う
言
葉
で
由
来
が
記
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
記
述
は
実
在
性
が
保
証
さ
れ
た
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も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
所
由
」
の
記
述
は
「
相
乖
く
こ
と

な
し
」
の
記
述
と
響
き
あ
い
、
丹
後
国
風
土
記
逸
文
の
浦
島
伝
説
に
馬
養
の
記

し
た
浦
島
伝
説
が
深
く
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

注

（
一
）  

風
土
記
の
浦
島
子
伝
（
以
下
、
当
該
記
事
）
の
原
文
・
訓
読
文
は
、
植

垣
節
也
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

風
土
記
』（
小
学
館
・

１
９
９
７
）
に
拠
る
。

（
二
）  

拙
論
「
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
研
究
Ｉ
―
―
冒
頭
の
「
相
乖
く
こ
と
な

し
」
を
中
心
に
―
―
」『
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
十
二
集

（
２
０
１
８
・
３
）。

（
三
）　

上
代
文
献
を
読
む
会
編
『
風
土
記
逸
文
注
釈
』（
翰
林
書
房
・

２
０
０
１
・
２
）。
当
該
記
事
担
当
植
垣
節
也
氏
。
以
下
『
逸
文
註
釈
』。

（
四
）　

重
松
明
久
著
『
浦
島
子
伝
』（
現
代
思
潮
新
社
・
２
０
０
６
・
９
）
十
六

頁
。

（
五
）  

『
古
事
記
』
の
訓
読
文
は
、
山
口
佳
紀
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集　

古
事
記
』（
小
学
館
・
１
９
９
７
・
５
）
に
拠
る
。

（
六
）  

『
日
本
書
紀
』
の
原
文
・
訓
読
文
は
、
坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
『
日
本
古

典
文
学
大
系　

日
本
書
紀
』
上
下
（
岩
波
書
店
・
１
９
６
５
・
７
）
に

拠
る
。

（
七
）  

『
万
葉
集
』
の
訓
読
文
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集 

万
葉
集
』（
小
学
館
・
１
９
９
４
～
１
９
９
６
）
に
拠
る
。

　
　

付
記

　

本
稿
は
、
鈴
木
武
晴
教
授
と
の
平
成
三
十
年
度
都
留
文
科
大
学
大
学
院
共
同

研
究
の
成
果
で
あ
る
。

　

本
稿
を
成
す
に
際
し
て
、
鈴
木
教
授
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

受
領
日
：
二
〇
一
八
年
十
月
二
十
九
日

改
訂
日
：
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
七
日

受
理
日
：
二
〇
一
八
年
十
二
月
六
日
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