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例
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
い
ま

で
は
も
う
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
薄
く
な
り
ま

し
た
が
、
か
つ
て
は
「
米こ
め

占う
ら

」
や
「
粥か

ゆ

占う
ら

」
で
豊
凶
を
占
う
神
事
が
全
国
各
地
で

行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
米
の
持
つ
霊
力

で
、
豊
穣
を
願
う
の
で
す
。

米
占
に
も
幾
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま

す
が
、
ま
ず
神
懸
か
り
を
し
て
米
粒
を
高

く
打
ち
上
げ
、
そ
れ
を
空
中
で
摑
ん
で
米

粒
の
数
を
数
え
て
占
う
か
た
ち
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島
と
同
様
に
稲

作
の
北
限
地
で
あ
る
朝
鮮
半
島
に
も
米
占

が
あ
り
、
打
ち
上
げ
た
米
粒
を
お
盆
で
受

け
止
め
て
、
そ
の
景
色
を
見
て
占
い
ま
す
。

現
存
し
て
い
る
米
占
や
粥
占
は
神
主
が

行
な
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
私
の

郷
里
で
あ
る
吉
備
地
方
な
ど
で
は
、
神
楽

を
舞
う
と
き
に
神
懸
か
り
し
て
、
神
楽
太

夫
（
神
楽
師
）
が
行
な
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

お
み
く
じ
か
ら
連
想
す
る
の
か
、
神
社
に

お
け
る
占
い
は
巫み

女こ

が
や
る
も
の
だ
と
思

を
御お
か
が
み鏡

と
し
て
供
え
た
り
し
ま
す
。

耕こ
う

耘う
ん

機き

が
導
入
さ
れ
た
現
在
は
も
う

ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

か
つ
て
は
、
農
家
で
は
正
月
に
「
田
始

め
」
や
「
田
打
ち
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
を

行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
家
長
が
鍬く
わ
で
打
つ

真
似
を
し
て
豊
作
を
願
い
、
そ
の
年
の
仕

事
始
め
と
す
る
。
稲
魂
の
持
つ
生
命
力
や

再
生
力
を
う
や
ま
い
、
年
に
一
度
の
稔
り

を
心
か
ら
願
う
気
持
ち
が
、
日
本
人
の
あ

い
だ
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

米
の
霊
力
を
引
き
出
す
占
い

米
と
日
本
人
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、

語
源
的
な
問
題
と
並
ん
で
注
目
し
て
お
き

た
い
の
が
、
占
い
で
す
。
古
く
さ
く
て
非

科
学
的
だ
と
見
な
さ
れ
、
時
代
と
と
も
に

ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

も
と
も
と
占
い
は
農
耕
儀
礼
と
密
接
な
関

係
に
あ
り
、
そ
こ
で
も
米
が
用
い
ら
れ
る

っ
た
こ
と
か
。
私
た
ち
の
祖
先
た
ち
は
、

日
照
り
や
旱か
ん

害が
い

、
冷
害
、
洪
水
と
い
っ
た

困
難
を
乗
り
越
え
、
原
産
地
か
ら
遠
く
離

れ
た
と
こ
ろ
で
稲
と
い
う
貴
重
な
作
物
を

大
切
に
育
て
て
き
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
稲
作
の
北
限
で
あ
っ
た
と
い

う
事
情
に
加
え
て
、
日
本
の
風
土
で
は
原

産
地
で
あ
る
熱
帯
地
方
の
よ
う
な
二
期
作

が
で
き
な
い
こ
と
も
、
日
本
人
の
米
へ
の

思
い
入
れ
を
い
っ
そ
う
強
め
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
収
穫
で
き
る
か
、
で

き
な
い
か
、
一
年
に
一
回
だ
け
の
勝
負
。

幸
い
そ
の
年
は
無
事
に
収
穫
で
き
て
も
、

絶
え
ず
次
の
年
の
再
生
を
願
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
稲
に
宿
る
精
霊
「
稲
魂
」
に

対
し
て
、
次
の
再
生
を
願
っ
て
供
え
物
を

し
て
、
儀
礼
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
丹
精
込
め
て
育
て
た
米
を
供
え
る

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
手
間
を
か
け
て
酒

を
造
っ
て
御お

神み

酒き

と
し
て
供
え
た
り
、
餅

い
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
や
ら

日
本
人
の
米
に
対
す
る
思
い
は
、
他
の
民

族
と
比
べ
て
こ
と
の
ほ
か
強
い
の
で
は
な

い
か
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
米
の
原
産

地
や
日
本
へ
の
渡
来
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て

は
諸
説
あ
っ
て
定
ま
り
ま
せ
ん
が
、
も
と

も
と
南
方
産
の
植
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
す
。
そ
れ
が
北
へ
北
へ
と
入
っ
て
き
て
、

日
本
列
島
に
定
着
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
い

た
る
ま
で
、
ど
れ
だ
け
の
艱か
ん

難な
ん

辛し
ん

苦く

が
あ

で
す
が
、
も
と
も
と
は
命
が
久
し
く
続
い

て
い
く
と
い
う
意
味
で
す
。
ほ
か
に
も
、

「
米
」
と
書
い
て
「
チ
カ
ラ
」
と
読
ま
せ

た
り
、「
ト
シ
」
と
呼
ば
せ
た
り
し
て
い

る
。
ト
シ
は
「
年
取
り
」
な
ど
と
言
う
と

き
の
「
年
」、
つ
ま
り
循
環
す
る
生
命
と

い
う
意
味
で
、
後
世
で
は
「
稔
」
と
漢
字

を
当
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
米
に
対
し
て
命

や
力
、
稔
り
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
い
だ

稲い
な

魂だ
ま

に
見
い
だ
し
た
生
命
力

米
と
日
本
人
と
の
関
係
は
、
そ
も
そ
も

「
コ
メ
」
と
い
う
呼
び
名
に
象
徴
的
に
表

わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
世
の
文
献
を
見
る
と
、「
久
し
い
米
（
久

米
）」
と
書
い
て
「
ク
メ
」
と
読
ま
せ
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。
久
米
と
い
う
と
『
今

昔
物
語
』
に
出
て
く
る
久く

米め
の

仙せ
ん

人に
ん

が
有
名
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稲
作
の
伝
来
以
来
、米
を「
特
別
の
食
べ
物
」と
し
て
意
識
し
て
き
た
日
本
人
。

わ
れ
ら
の
祖
先
は
、米
と
そ
の
背
後
に
、い
っ
た
い
何
を
見
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？

米
に
ま
つ
わ
る
祭
礼
を
通
し
て
、伝
統
食
の
背
景
に
あ
る
文
化
の
姿
を

神
主
で
も
あ
る
民
俗
学
者
、神
崎
宣
武
さ
ん
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

伝
統
食
の
背
景
に
あ
る
文
化
を
知
ろ
う

米
の
儀
礼
に
込
め
ら
れ
た
日
本
人
の
心


