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取
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源

雄

オく

秀

若
狭
は
h
q

海
の
あ
る
奈
良
。
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
い
つ
だ
れ
が
ど
う
し
て
言
い
初
め
た
こ
と
か

知
ら
な
い
が
、
た
し
か
に
味
わ
い
の
あ
る
言
葉
で

あ
る
。
私
は
年
来
、
若
狭
の
特
に
「
遠
敷
」
と
い

う
地
名
に
つ
い
て
探
求
し
て
来
た
が
、

ζ

の
と
と

に
関
連
し
て
い
つ
じ
か
、
有
名
な
奈
良
二
月
堂
の

お
水
取
り
と
若
狭
遠
敷
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
学

習
す
ー
ペ
く
志
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
即
ち
、
海
の

あ
る
若
狭
の
水
治
き
遠
敷
か
ら
、
奈
良
へ
聖
水
が

送
ら
れ
る
と
い
う
背
な
が
ら
の
伝
説
と
そ
の
行
事

に
、
尽
き
ぬ
興
味
を
抱
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。

寸
お
水
取
り
が
す
む
と
春
が
来
る
」
と
い
わ
れ

る
奈
良
東
大
寺
の
。
ぉ
水
取
り
。
と
は
、
東
大
寺

二
月
堂
で
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
修
二
月
会
(
ま
た

は
略
し
て
修
二
会
)
、
す
な
わ
ち
旧
謄
二
月
一
日

か
ら
十
四
日
ま
で
(
現
行
は
新
三
月
一
日
か
ら
二

週
間
)
実
施
さ
れ
る
十
一
面
悔
過
法
の
全
体
を
意

味
す
る
の
が
現
在
一
般
の
な
ら
わ
し
と
な
っ
て
い

る
が
、
本
来
は
そ
の
修
二
会
も
終
り
に
近
い
二
月

十
二
日
の
深
夜
、
二
月
堂
の
傍
に
あ
る
若
狭
井
か

ら
香
水
を
汲
み
上
げ
る
儀
式
の
こ
と
で
あ
る
。
伝

説
に
よ
る
と
、
と
の
修
二
会
は
東
丈
寺
開
山
の
良

弁
僧
正
の
高
弟
で
あ
る
実
忠
和
尚
に
よ
っ
て
、
天

平
勝
一
宝
四
年
(
七
五
二
年
)
に
始
め
ら
れ
た
と
い

わ
れ
る
。
そ
し
て
実
忠
和
尚
が
乙
の
行
法
の
聞
に

全
国
の
神
々
を
勧
請
さ
れ
た
と
き
、
若
狭
の
遠
敷

明
神
だ
け
が
魚
取
り
を
し
て
い
て
遅
れ
て
参
加
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
と
と
に
有
難
い
法
会
で
あ

る
乙
と
を
喜
ば
れ
て
若
狭
国
の
良
水
を
閥
伽
(
あ

か
)
の
水
と
し
て
献
じ
た
い
と
い
わ
れ
た
。
そ
の

託
宣
の
終
る
や
二
月
堂
の
前
庭
の
大
岩
を
切
つ
が
っ

て
黒
白
二
羽
の
鵜
が
飛
び
出
し
、
そ
の
穴
か
ら
甘

い
泉
が
こ
ん
乙
ん
と
湧
き
出
し
て
香
水
が
充
満
し

た
。
こ
こ
に
井
げ
た
組
ん
で
闘
伽
井
と
さ
れ
た
の

が
、
今
に
至
る
ま
で
お
水
取
り
の
厳
修
さ
れ
て
い

る
若
狭
井
で
あ
る
と
い
う
。

お
水
取
り
に
関
す
る
右
の
伝
説
は
既
に
周
知
の

と
乙
ろ
で
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
多
く
の
書
物
に
も

語
ら
れ
て
い
る
。
所
で
、
そ
の
最
も
古
い
記
録
は

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
嘉
承
元
年
(
一
一

O
六

年
)
か
ら
長
承
三
年
(
一
一
三
四
年
)
の
聞
に
編

集
さ
れ
た
と
い
う
『
東
大
寺
要
録
』
巻
四
「
諸
院

章
」
に
あ
る
。
平
安
末
期
の
乙
の
記
録
よ
り
更
に

古
い
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
誰
に
も
発
見
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
東
大
寺
要
録
に
も

「
彼
大
明
神
在
一
一
若
狭
国
遠
敷
郡
一
国
人
崇
敬
具
二

大
威
勢
一
前
有
二
大
川
一
川
水
際
破
奔
波
涌
流
由
レ

献
二
其
水
一
河
末
渇
尽
俄
無
二
流
水
一
是
故
俗
人

号
二
無
音
河
二
五
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
若
狭
か

ら
遠
敷
明
神
が
お
水
を
送
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
神

社
の
川
下
は
流
水
が
尽
き
て
「
音
無
し
川
L

と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
地
元
の
遠
敷
で
も
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
お
水
送
り
の
水
源
と
い

わ
れ
る
遠
敷
川
の
鵜
の
瀬
(
ラ
の
せ
)
で
は
、
古

く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
幾
変
遷
を
経
つ
つ
も
、

。
ぉ
水
送
り
。
の
行
事
が
年
ご
と
に
厳
修
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

海
が
あ
り
清
流
に
富
む
の
は
伺
も
若
狭
だ
け
で

は
な
い
も
の
を
、
な
に
ゆ
え
若
狭
の
遠
敷
か
ら
奈

良
東
大
寺
へ
水
が
送
ら
れ
た
(
と
い
う
)
の
で
あ

ろ
う
か
。
ど
う
し
て
遠
敷
と
東
大
寺
の
聞
に
、
か

く
も
密
接
な
関
係
が
発
生
し
た
の
か
。
歴
史
を
学

び
郷
土
を
知
る
上
に
、
興
味
も
深
く
重
大
で
も
あ

る
「
お
水
取
り
の
起
源
」
に
つ
い
て
、
探
り
初
め

て
既
に
十
年
近
く
に
な
る
が
、
今
な
お
私
に
は
解

明
の
見
通
し
さ
え
も
つ
い
て
い
な
い
。
自
ら
郷
土

史
研
究
上
の
重
要
な
一
問
題
と
し
て
、
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
の
一
っ
と
も
考
え
、
今
後
も
私
は
、
お
水
取

り
の
発
祥
に
つ
い
て
学
び
つ
づ
け
た
い
と
思
ラ
。

な
お
、
今
日
ま
で
学
び
得
た
と
と
の
概
要
を
、
仮

に
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
東
大
寺
に
お
い
て
も
現
在
で
は
、
お
水
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取
り
が
若
狭
と
東
大
寺
を
結
白
ぶ
伝
説
を
背
景
と
し

て
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
そ
の
原
由
に
'
つ
い
て
は
、

不
明
の
よ
う
で
あ
る
J

東
大
寺
図
書
館
長
の
上
司

海
雲
師
の
御
教
一
不
に
よ
る
と
、
前
述
の
如
き
お
水

取
け
伝
説
む
発
生
は
「
実
忠
和
尚
と
若
狭
、
或
は

東
大
寺
と
若
狭
と
の
関
係
か
ら
L

で
は
な
い
か
と

思
う
と
あ
り
、
具
体
的
に
は
研
究
者
に
よ
っ
て
、

荘
園
関
係
か
ら
だ
と
の
考
え
方
、
若
狭
と
二
月
堂

と
の
水
質
が
同
じ
だ
と
思
う
と
い
う
水
の
研
究
者

の
意
見
、
印
度
・
支
那
方
面
か
ら
若
狭
へ
僧
侶
と

か
文
佑
と
か
が
或
る
時
代
に
入
っ
て
そ
れ
が
奈
良

に
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
の
見
解
、
な
ど
が
あ

る
と
い
わ
れ
る
。

奈
良
在
住
の
歴
史
研
究
者
で
あ
る
桑
原
翠
軒
氏

の
御
一
万
教
に
よ
っ
で
、
貝
原
益
軒
の
『
西
北
紀
行
』

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
即

ち
「
遠
敷
(
小
浜
よ
り
一
里
許
)
、
土
下
の
桐
あ

り
、
山
上
の
神
宮
寺
、
こ
れ
古
の
僧
実
忠
が
住
せ

し
処
な
り
L

と
。
ま
乙
と
に
重
視
す
べ
き
記
録
で

あ
る
、
が
、
更
に
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
史
伝
が
ほ

し
い
し
、
詳
細
な
考
証
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
東
大
寺
閉
山
の
良
弁
僧
正
は
、
幼
い

と
き
ワ
シ
に
:
さ
ら
わ
れ
て
来
て
義
澗
僧
正
に
拾
養

さ
れ
た
と
い
う
有
名
な
伝
説
が
あ
り
、
そ
の
出
生

地
も
江
州
の
志
賀
の
里
・
山
城
の
多
賀
・
相
模
な

永
江

寸
お
水
取
り
」
の
起
源

ど
ん
」
数
説
が
ー
あ
る
。
所
が
、
若
狭
遠
敷
の
お
水
送

り
が
行
わ
れ
る
鵜
の
瀬
の
近
く
に
原
三
郎
兵
衛
と

い
う
名
家
が
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
実
は
良
弁

僧
正
は
こ
の
家
の
子
で
あ
り
、
ワ
シ
或
は
タ
カ
に

さ
ら
わ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
言
い
伝

え
が
地
元
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
乙
の
原

家
は
若
狭
の
井
太
夫
と
称
し
て
、
お
水
送
り
や
そ

の
他
の
神
事
に
も
古
く
か
ら
重
大
な
役
柄
を
勤
め

て
来
た
と
い
う
。

現
在
近
畿
随
一
の
民
俗
研
究
者
で
あ
る
井
上
頼

寿
先
生
の
お
教
え
に
よ
る
と
、
若
狭
国
は
古
く
か

ら
海
産
物
な
ど
の
食
糧
品
を
中
心
と
し
て
王
都
(

奈
良
・
京
都
な
ど
)
へ
通
じ
て
わ
た
た
め
、
こ
れ

ら
の
中
か
ら
特
に
人
生
一
と
日
常
生
活
の
す
べ
て
に

最
も
必
要
な
水
に
よ
っ
て
、
乙
の
水
が
若
狭
か
ら

奈
良
に
来
た
と
い
う
象
徴
的
な
伝
説
が
発
生
し
た

も
の
と
考
え
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
裏

付
け
と
な
る
多
く
の
伝
説
や
記
録
を
教
え
て
下
さ

っ
た
。
黒
川
道
祐
の
薙
州
府
志
応
、
京
都
の
(
八

瀬
大
原
の
近

4
の
)
高
野
川
の
上
流
は
若
狭
な
り

と
あ
る
じ
、
京
都
の
古
い
、
伝
説
に
、
堀
川
の
上
流

ほ
若
狭
な
り
と
い
い
、
一
条
で
東
西
に
分
れ
て
い

る
が
西
の
川
を
今
も
若
狭
川
と
い
う
o

京
都
函
七

条
に
あ
る
水
薬
師
寺
は
河
口
古
く
大
池
が
あ
り
若
狭

の
海
か
ら
地
底
を
く
ぐ
っ
て
潮
水
が
通
じ
で
り
た

と
伝
え
ら
れ
、
若
狭
か
ら
の
水
流
が
豊
富
で
あ
っ

た
と
き
は
尺
余
の
ア
ジ
が
泳
い
で
い
た
が
、
今
で

は
メ
ダ
カ
ぐ
ら
い
の
ヂ
ジ
が
現
害
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
狂
言
「
乙
ぶ
う
り
」
に
「
若
狭
の
海
の

コ
ブ
召
さ
れ
候
え
」
な
ど
、
と
も
あ
る
由
で
あ

る。
所
で
、
さ
い
き
ん
私
自
身
が
着
目
し
て
い
る
こ

と
と
し
て
、
遠
敷
(
ヲ
l

丹
生
)
は
丹
砂
ま
た
は
水

銀
産
地
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
学
者
松
田
寿
男
博

士
の
学
説
と
実
証
に
基
く
見
解
が
あ
る
。
奈
良
東

大
寺
の
大
仏
を
完
成
(
そ
の
最
終
仕
土
げ
と
し
て

の
鍍
金
を
)
す
る
た
め
、
各
地
か
ら
水
銀
を
求
め

ら
れ
た
乙
と
は
既
に
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、

若
狭
遠
敷
に
ち
そ
の
た
め
の
結
び
つ
き
が
あ
り
は

し
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
万
葉
歌
の
ヨ
ま
が
ね
ふ

く
丹
生
」
に
さ
え
比
定
す
る
学
者
す
ら
あ
る
近
江

伊
香
郡
の
丹
生
神
社
で
、
赤
土
ハ
丹
土
)
を
神
前

に
献
じ
て
の
ち
参
拝
者
の
額
に
印
す
る
行
事
が
古

く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
遠
敷
鵜
の
瀬
の
近
く

や
ま

の
八
幡
神
社
で
お
水
送
り
の
当
日
に
行
わ
れ
る
山

八
の
神
事
で
も
、
神
前
に
供
え
た
赤
土
を
参
拝
者

が
指
に
つ
け
て
な
め
、
、
ま
た
牛
王
紙
区
印
す
る
行

事
の
あ
る
ζ

と
が
、
ー
何
か
の
共
通
性
を
表
わ
す
よ

う
に
も
思
わ
れ
、
前
途
遠
き
研
究
の
一
υ
時
に
憩
い

ん
」
楽
し
み
を
も
覚
え

τい
る
私
で
あ
る
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