
一

は
じ
め
に

『

古
事
記』

仁
徳
天
皇
条
に
お
い
て
、
仁
徳
天
皇
の
大
后
石
之
日
売

命
は

｢

嫉
妬｣

を
あ
ら
わ
に
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
引
用

す
る
と

其
の
大
后
石
之
日
売
命

お
ほ
き
さ
き
い
は
の
ひ
め
の
み
こ
と

は
、
嫉
妬

う
は
な
り
ね
た
みす
る
こ
と
甚
多
し
。
故
、
天

皇
の
使
へ
る
妾み

め

は
、
宮
の
中
臨
む
こ
と
を
得
ず
。
言こ

と

立だ

つ
れ
ば
、

足
母
阿
賀
迦
迩

(

あ
し
も
あ
が
か
に)

嫉
妬
し
き
。
爾
く
し
て
、

天
皇
、
吉
備
の
海
部
直
の
女
、
名
は
黒
日
売
、
其
の
容
姿
端
正
し

と
聞
し
看
し
て
、
喚め

し

上あ

げ
て
使
ひ
き
。
然
れ
ど
も
、
其
の
大
后
の

嫉
む
を
畏
み
て
、
本
つ
国
に
逃
げ
下
り
き
。
天
皇
、
高
き
台
に
坐

し
て
、
其
の
黒
日
売
の
船
の
出
で
て
海
に
浮
べ
る
を
望
み
瞻み

て
、

歌
ひ
て
曰
は
く
、

沖
方
に
は
小
船
連
ら
く
黒
鞘
の
ま
さ
づ
子
我
妹

国
へ
下
ら
す

故
、
大
后
、
是
の
御
歌
を
聞
き
て
、
大
く
忿
り
た
ま
ひ
て
、
人
を

大
浦
に
遣
し
、
追
ひ
下
し
て
、
歩
よ
り
追
ひ
去
り
き
。

(『

古
事
記』

仁
徳
天
皇
条)

と
な
る
。
大
后
石
之
日
売
命
は
、
嫉
妬
す
る
こ
と
多
く
、
と
き
に
足
を

ば
た
ば
た
さ
せ
る
ほ
ど
嫉
妬
し
た
と
い
う
。
天
皇
は
、
黒
日
売
と
い
う

女
性
が
そ
の
容
姿
の
整
っ
て
美
し
い
こ
と
を
聞
き
、
召
し
上
げ
て
使
っ

た
が
、
黒
日
売
は
、
そ
の
皇
后
が
嫉
妬
す
る
の
を
恐
れ
て
、
故
郷
の
国

に
逃
げ
下
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
に
天
皇
が
う
た
っ
た
歌
を
聴
い
て
、

31

石
之
日
売
命
の

｢

嫉
妬｣

の
力

古
事
記
の
表
現
意
図
を
探
る

大

�

由
紀
子



大
后
は
ひ
ど
く
怒
り
、
人
を
難
波
の
海
に
遣
わ
し
て
、
黒
日
売
を
船
か

ら
追
い
下
ろ
し
、
陸
路
を
歩
か
せ
て
追
い
や
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

傍
線
部
の
表
現
は

『

古
事
記』

中
、
こ
の
箇
所
の
み
の
表
現
で
あ
っ

て
、
じ
だ
ん
だ
を
踏
ま
ん
ば
か
り
に
嫉
む
と
い
っ
た
激
し
さ
を
表
し
て

い
る
が
、
石
之
日
売
命
の
気
性
の
激
し
さ
は
尋
常
な
あ
り
方
で
は
な
く
、

『

古
事
記』

上
巻
の
須
佐
之
男
命
の
す
さ
ま
じ
い
行
為
を
想
起
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
葛
城
襲
津
彦

か
づ
ら
き
の
そ
つ
び
こ(
記
は
葛
城
長
江
曾
都
毘
古)

の
女
む
す
め
と

し
て
系
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
。『

日
本
書
紀』

に
お
い
て
、
葛
城
襲
津

彦
は
対
朝
鮮
外
交
上
の
将
軍
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歴

史
学
に
お
い
て
五
世
紀
前
後
に
存
在
し
た
有
力
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
履
中
・
反
正
・
允
恭
三
天
皇
の
生
母

と
し
て
も
歴
史
に
名
を
残
す
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
を

『

古
事
記』
は

｢
大
后｣

の
号
を
も
っ
て
称
し
て
い
る
こ
と
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
注
視
さ
れ

て
き
た
。『

古
事
記』

の
な
か
で

｢

大
后｣

の
称
号
を
有
す
る
后
は
八

人
の
み
で
あ
り
、
そ
の
大
后
た
ち
と
比
し
て
も
物
語
中

｢

大
后｣

号
が

多
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
特
別
な
大
后
が

｢

足
母
阿
賀
迦
迩
嫉
妬｣

す
る
と
い
う
こ
と
は

何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
。

か
つ
て
筆
者
は

『

古
事
記』

に
お
け
る
石
之
日
売
命
の
物
語
に
み
え

る

『

古
事
記』

筆
録
者
の
構
想
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、『

古
事
記』

の
石
之
日
売
命
は

『

古
事
記』

に
繰
り
返
し
語
ら

れ
る
成
長
物
語
の
話
型
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、

石
之
日
売
命
は

『

古
事
記』

上
巻
の
須
佐
之
男
命
や
大
国
主
神
と
同
じ

｢

型｣

、
異
郷
訪
問
成
長
者
型
の
話
素
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
て
い
る
と
指

摘
し
た
。
後
に
詳
述
す
る
。

本
稿
で
は
、『

古
事
記』

に
お
け
る
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
に
つ
い
て

『

古
事
記』

上
巻
と
中
巻
と
の

｢

つ
な
が
り｣

を
考
察
し
つ
つ
再
検
討

し
、『

古
事
記』

の
物
語
的
構
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
論
の

便
宜
上
、『

古
事
記』

の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
石
之
日
売
命
、『

日
本
書
紀』

は
磐
之
媛
と
使
い
分
け
る
。

二

『

日
本
書
紀』

磐
之
媛
の
嫉
妬

『

古
事
記』

と
同
様
に
仁
徳
天
皇
時
代
の

｢

歴
史｣

を
記
す
も
の
と

し
て

『

日
本
書
紀』

が
あ
る
。
し
か
し
、『

日
本
書
紀』

の
磐
之
媛
の

説
話
の
前
半
は

『

古
事
記』

と
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
そ
の
嫉
妬
の
あ

り
方
は
か
な
り
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
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磐
之
媛
の
嫉
妬
に
関
わ
る
記
述
の
初
出
は
次
の
記
事
で
あ
る
。

十
六
年
の
秋
七
月
の
戊
寅
の
朔
に
、
天
皇
、
宮
人
桑
田
玖
賀
媛

く
わ
た
の
く
が
ひ
め

を
以
ち
て
、
近
習
の
舍
人
等
に
示
せ
た
ま
ひ
て
曰
は
く
、｢

朕
、

是
の
婦
女
を
愛
ま
む
と
欲
へ
ど
も
、
皇
后
の
妬
み
ま
す
に
苦
し
び
、

合
す
こ
と
能
は
ず
し
て
、
多
年
を
経
た
り
。
何
ぞ
徒
に
其
の
盛
年

を
棄
て
む
や｣

と
の
た
ま
ふ
。
即
ち
歌
し
て
曰
は
く
、

水
底
経

臣
の
少
女
を

誰
養
は
む

と
の
た
ま
ふ
。
是
に
播
磨
国
造
の
祖
速
待

は
や
ま
ち

、
独
り
進
み
て
歌
し
て

曰
さ
く
、

厳
潮

播
磨
速
待

岩
下
す

畏
く
と
も

吾
養
は
む

と
ま
を
す
。
即
日
に
、
玖
賀
媛
を
以
ち
て
速
待
に
賜
ふ
。
明
日
の

夕
に
、
速
待
、
玖
賀
媛
の
家
に
詣
る
。
而
れ
ど
も
玖
賀
媛
和
は
ず
。

乃
ち
強
に
帷
内
に
近
く
。
時
に
玖
賀
媛
の
曰
く
、｢
妾
、
寡
婦
に

し
て
年
を
終
へ
む
。
何
ぞ
能
く
君
が
妻
と
為
ら
む
や｣

と
い
ふ
。

是
に
、
天
皇
、
速
待
が
志
を
遂
げ
し
め
む
と
欲
し
、
玖
賀
媛
を
以

ち
て
、
速
待
に
副
へ
て
、
桑
田
に
送
り
遣
し
た
ま
ふ
。
則
ち
玖
賀

媛
、
発
病
り
て
道
中
に
死
り
ぬ
。
故
、
今
ま
で
に
玖
賀
媛
の
墓
有

り
。

と
あ
る
。

天
皇
は
、
宮
人
桑
田
玖
賀
媛
を
寵
臣
の
舎
人
た
ち
に
示
し
て
、｢

私

は
、
こ
の
婦
女
を
愛
し
た
い
と
思
う
が
、
皇
后
の
嫉
妬
が
苦
に
な
っ
て
、

召
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
長
い
年
月
が
経
っ
た
。
ど
う
し
て
い
た
ず

ら
に
そ
の
女
盛
り
の
年
を
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か｣

と
い
う
。

そ
し
て
歌
に
よ
っ
て
玖
賀
媛
を
妻
と
し
て
世
話
を
す
る
も
の
を
求
め
た

と
こ
ろ
、
播
磨
国
造
の
祖
速
待
が
名
乗
り
を
上
げ
た
。
天
皇
は
玖
賀
媛

を
下
賜
す
る
。
し
か
し
、
玖
賀
媛
は
速
待
の
求
婚
を

｢

私
は
寡
婦
の
ま

ま
一
生
を
終
え
た
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
あ
な
た
の
妻
と
な
る
こ
と
が

で
き
ま
し
ょ
う
か｣

と
言
っ
て
拒
絶
、
果
て
に
は
病
に
て
死
ぬ
。
こ
の

記
事
の
主
題
は
玖
賀
媛
が
天
皇
へ
の
操
を
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
即
ち

｢

臣
の
少
女｣

の
忠
誠
心
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
代
中
国
の
賢
婦
の
モ
チ
ー

フ
を
有
す
る
記
事
で
あ
る
。

劉
向

『

列
女
伝

(

１)』

を
参
考
に
す
れ
ば
、｢

楚
平
伯
�｣

や

｢

楚
白
貞

姫｣

に
お
い
て
女
性
の
貞
操
に
つ
い
て
説
い
て
い
て
、
さ
ら
に

｢

魯
秋

潔
婦｣

は
再
婚
は
し
な
い
と
言
っ
て
自
殺
す
る
女
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
後
漢
書』

列
女
伝
に
あ
る

｢

楽
羊
子
妻｣

は
、
楽
羊
子
の
妻
が
盗
賊

か
ら
貞
操
を
守
る
た
め
に
自
害
す
る
。
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
け

れ
ば
お
前
の
姑
を
殺
す
と
告
げ
ら
れ
、
自
分
の
首
を
刎
ね
て
死
ん
で
し

ま
う
の
で
あ
る
。
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桑
田
玖
賀
媛
が
自
害
な
の
か
否
か
は
分
か
ら
ず
、
中
国
の
賢
婦
物
語

と
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
天
皇
へ
の
強
い
思
い
が
伝
わ
る
物
語
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
記
事
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
読
む
者
に
磐
之
媛

皇
后
の
嫉
妬
に
対
し
て
良
く
な
い
印
象
を
も
た
せ
る
効
果
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

玖
賀
媛
の
悲
劇
は
仁
徳
皇
后
磐
之
媛
の
嫉
妬
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
嫉
妬
に
対
す
る
天
皇
の
苦
し
み
は
語
ら
れ
て
も
、『

古
事
記』

の
よ

う
な
皇
后
の
嫉
妬
す
る
姿
態
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
、
異
母
妹

｢

八
田
皇
女｣
を
妃
と
し
よ
う
と
考
え
る
天
皇
に

対
し
、
皇
后
は
激
し
く
非
難
す
る
。
引
用
す
る
と
、

二
十
二
年
の
春
正
月
に
、
天
皇
、
皇
后
に
語
り
て
曰
は
く
、

｢

八
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
せ
む｣

と
の
た
ま
ふ
。
時
に
皇
后
聴ゆ
る

さ
ず
。
爰
に
天
皇
、
歌
し
て
皇
后
に
乞
は
し
て
曰
は
く
、

貴
人
の

立
つ
る
言
立

儲
弦

絶
間
継
が
む
に

並
べ
て

も
が
も

(

46)

と
の
た
ま
ふ
。
皇
后
、
答
歌
し
て
曰
し
た
ま
は
く
、

衣
こ
そ

二
重
も
良
き

さ
夜
床
を

並
べ
む
君
は

畏
き

ろ
か
も

(

47)

と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
天
皇
、
又
歌
し
て
曰
は
く
、

お
し
て
る

難
波
の
崎
の

並
び
浜

並
べ
む
と
こ
そ

う

け
そ
の
子
は
有
り
け
め

(

48)

と
の
た
ま
ふ
。
皇
后
、
答
歌
し
て
曰
し
た
ま
は
く
、

夏
蚕
の

蚕
の
衣

二
重
著
て

か
く
み
や
だ
り
は

豈
良

く
も
あ
ら
ず

(

49)

と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
天
皇
、
又
歌
し
て
曰
は
く
、

朝
妻
の

避
箇
の
小
坂
を

片
泣
き
に

道
行
く
者
も

偶

ひ
て
ぞ
良
き

(

50)

と
の
た
ま
ふ
。
皇
后
、
遂
に
聴
さ
じ
と
謂
し
、
故
、
黙も
だ

し
て
亦
答

言
し
た
ま
は
ず
。

と
、
仁
徳
天
皇
は
亡
き
異
母
弟
菟
道
稚
郎
子
の
遺
言
を
果
た
す
た
め
に
、

そ
の
妹
八
田
皇
女
を
妃
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
歌
で
も
っ
て
磐
之
媛
に

拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
菟
道
稚
郎
子
は
父
応
神
天
皇
の
死
後
、
兄
の
大
鷦

鷯
尊

(

仁
徳
天
皇)

に
位
を
ゆ
ず
ろ
う
と
し
た
が
、
大
鷦
鷯
尊
は
受
け

入
れ
な
か
っ
た
。
ゆ
ず
り
あ
う
こ
と
三
年
と
な
り
、
つ
い
に
自
殺
し
て

兄
を
即
位
さ
せ
た
。
そ
の
弟
と
の
契
り
を
果
た
す
こ
と
は

｢

仁｣

の
天

皇
と
し
て
当
然
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
皇
后
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ

た
。
最
後
に
は

｢

黙
し
て｣

答
え
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
姿
態
は
石

之
日
売
命
の

｢
足
母
阿
賀
迦
迩｣

と
は
真
逆
の
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
に
は
な
い

｢

理｣

が
歌
に
よ
っ
て
説
か
れ

て
い
る
。
磐
之
媛
が
夜
の
大
殿
に
参
入
し
な
い
時
に
だ
け
八
田
皇
女
を

代
わ
り
に
す
る
の
だ
か
ら
と
説
明
す
る
天
皇
に
対
し
、｢

衣
こ
そ｣

の

歌
で
は

｢

衣
な
ら
ば
二
重
に
着
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
夜
床
を
二
つ

並
べ
よ
う
と
な
さ
る
君
は
恐
ろ
し
い
方
で
す｣

と
二
人
を
妻
に
し
よ
う

と
す
る
夫
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
磐
之
媛
と
並
べ
置
く
た
め
に
八

田
皇
女
は
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
説
く
天
皇
に
対
し
、｢

夏
の
蚕
が
繭

の
衣
を
二
度
作
る
よ
う
に
、
二
人
の
女
の
中
に
隠
り
宿
る
こ
と
は
、
決

し
て
よ
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん｣
と
説
く
。
最
後
に
は
、
私
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
の
良
き
話
し
相
手
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
天
皇
に
対
し
、

黙
否
し
て
し
ま
う
。

居
駒
永
幸

(

２)

は
、｢

二
重
も
良
き

(

47)｣
｢

並
び
浜

(
48)｣

｢

二
重
着

て

(

49)｣
｢

偶
ひ
て
ぞ
良
き

(

50)｣

と
い
う
表
現
を
、
天
皇
に
と
っ

て
磐
之
媛
皇
后
と
と
も
に
妃
八
田
皇
女
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ

て
い
る
と
し
、｢

歌
の
根
底
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
は
律
令
的
な
妃
複
数
制

の
実
現
で
あ
り
、
皇
后
の
控
え
と
し
て
妃
八
田
皇
女
の
入
内
な
の
で
あ

る｣

と
い
う
。｢

貴
人
の
立
つ
る
言
立

(

46)｣

と
歌
い
、
貴
人
、
す
な

わ
ち
天
皇
と
亡
き
皇
子
と
の
遺
言
を
想
起
さ
せ
、
八
田
皇
女
の
入
内
を

突
き
つ
け
る
天
皇
に
対
し
て
、
皇
后
は
天
皇
が
求
め
る
律
令
的
な
妃
複

数
制
を
決
し
て
許
そ
う
と
し
な
い
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
磐
之
媛
皇
后
の
あ
り
方
は
、
対
外
的
な
表
現
意

識
に
よ
っ
て
成
立
し
た

『

日
本
書
紀』

の
世
界
観
で
は
否
定
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(

３)

。

『

大
戴
礼
記』

に
よ
れ
ば
、
本
命
篇
に

｢

家
に
在
り
て
は
父
に
従
い
、

人
に
適

(

と
つ)

ぎ
て
は
夫
に
従
い
、
夫
死
し
て
は
子
に
従
う｣

と
あ

り
、
妻
た
る
資
格
を
欠
く
七
項
目
と
し
て
、
父
母
に
不
従
順
、
子
無
し
、

淫
乱
、
嫉
妬
、
悪
疾
も
ち
、
多
言
、
窃
盗
な
ど
の
七
去

(

七
出)

と
し

て
い
る
。

儒
教
に
お
い
て
、
ま
た
仏
教
に
お
い
て
も

｢

嫉
妬｣

は
非
難
さ
れ
る

べ
き
感
情
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
よ
っ
て
、
日
本

養
老
戸
令
七
出
条

(

４)

に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ゆ
え
に
か
、
磐
之
媛
は
石
之
日
売
命
と
異
な
り
、
次
の
よ
う
な
最
期

を
遂
げ
る
。
引
用
す
る
。

三
十
年
の
秋
九
月
の
乙
卯
の
朔
乙
丑
に
し
て
、
皇
后
、
紀
国
に

遊
行
で
ま
し
て
、
熊
野
岬
に
到
り
、
即
ち
其
の
処
の
御
綱
葉

み
つ
な
か
し
は

を
取

り
て

葉
、
此
を
ば
箇か

始し

婆は

と
云
ふ
。
還
り
ま
す
。
是
の
日
に
、
天
皇
、

皇
后
の
不
在
を
伺
ひ
て
、
八
田
皇
女
を
娶
し
て
、
宮
中
に
納
れ
た

ま
ふ
。
時
に
皇
后
、
難
波

な
に
は

の
済
わ
た
り
に
到
り
、
天
皇
、
八
田
皇
女
を
合
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し
つ
と
聞
し
め
し
て
、
大
き
に
恨
み
た
ま
ふ
。
則
ち
其
の
採
れ
る

御
綱
葉
を
海
に
投
れ
て
、
著
岸
り
た
ま
は
ず
。
故
、
時
人
、
散
り

し
葉

か
し
は
の
海う
み

を
号な

け
て
、
葉
か
し
は
の
済
わ
た
り
と
曰
ふ
。
爰
に
天
皇
、
皇
后
の
忿

り
て
著
岸
り
た
ま
は
ぬ
こ
と
を
知
し
め
さ
ず
し
て
、
親
ら
大
津
に

幸
し
、
皇
后
の
船
を
待
ち
た
ま
ひ
て
、
歌
し
て
曰
は
く
、

難
波
人

鈴
船
取
ら
せ

腰
な
づ
み

そ
の
船
取
ら
せ

大
御
船
取
れ

と
の
た
ま
ふ
。
時
に
皇
后
、
大
津
に
泊
り
た
ま
は
ず
し
て
、
更
に

引
き
て
江
を
泝
り
、
山
背
よ
り
廻
り
て
倭
に
向
ひ
た
ま
ふ
。(

中

略)

時
に
皇
后
、
奏
さ
し
め
て
言
し
た
ま
は
く
、｢

陛
下
、
八
田

皇
女
を
納
れ
て
妃
と
し
た
ま
ふ
。
其
れ
皇
女
に
副
ひ
て
后
為
ら
ま

く
欲
せ
ず｣

と
ま
を
し
た
ま
ひ
、
遂
に
奉
見
え
た
ま
は
ず
。
乃
ち

車
駕
、
宮
に
還
り
た
ま
ふ
。
天
皇
、
是
に
皇
后
の
大
き
に
忿
り
た

ま
ふ
こ
と
を
恨
み
た
ま
へ
ど
も
、
而
も
猶
し
恋
ひ
思
す
こ
と
有
し

ま
す
。

三
十
一
年
の
春
正
月
の
癸
丑
朔
の
丁
卯
に
、
大
兄
去
来
穂
別
尊

を
立
て
て
皇
太
子
と
し
た
ま
ふ
。

三
十
五
年
夏
の
六
月
に
、
皇
后
磐
之
媛
命
、
筒
城
宮
で
薨
り
ま

す
。

三
十
七
年
の
冬
十
一
月
の
甲
戌
の
朔
乙
酉
に
、
皇
后
を
乃
羅
山

に
葬
り
ま
つ
る
。

三
十
八
年
の
春
正
月
の
癸
酉
の
朔
戊
寅
に
、
八
田
皇
女
を
立
て

て
皇
后
と
し
た
ま
ふ
。

二
十
二
年
春
か
ら
八
年
後
の
三
十
年
秋
に
、
皇
后
は
紀
国
の
熊
野
岬

ま
で
行
き
、
そ
こ
で
御
綱
葉
を
取
り
都
に
戻
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
日
に
、
天
皇
は
、
皇
后
の
不
在
を
見
す
ま
し
て
、
八
田
皇
女
を
召

し
て
宮
中
に
入
れ
て
し
ま
う
。
皇
后
は
難
波
の
済
に
至
り
、
天
皇
が
八

田
皇
女
を
召
し
た
こ
と
を
知
り
、
恨
み
、
採
取
し
た
御
綱
葉
を
海
に
投

げ
入
れ
て
都
へ
は
帰
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
内
容
は

『

古
事
記』

も
ほ
ぼ

同
じ
内
容
で
あ
る
。｢

故
、
時
人
、
散
り
し
葉
の
海
を
号
け
て
、
葉
の

済
と
曰
ふ
。｣

と
あ
る
よ
う
に
、『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

と
も
に
地

名
起
源
の
一
文
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢

葉
の
済｣

地
名
起
源
に

関
わ
る
記
事
は
改
変
の
で
き
な
か
っ
た

｢

歴
史｣

で
あ
っ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。『

日
本
書
紀』

景
行
天
皇
二
十
七
年
十
二
月
条
、
二
十
八

年
二
月
の
条
に
あ
る

｢

柏
済｣

と
同
所
と
考
え
ら
れ
、
人
口
に
膾
炙
さ

れ
て
い
た
伝
承
で
あ
っ
た
か
。

磐
之
媛
は
都
に
戻
ら
ず
、
山
城
国
を
通
過
し
て
、
倭
へ
と
向
か
う
。

天
皇
は
皇
后
を
帰
還
さ
せ
よ
う
と
使
者
に
歌
を
託
し
て
追
い
か
け
さ
せ
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る
が
、
皇
后
は
と
ど
ま
ら
ず
倭
へ
進
む
。
そ
し
て
那
羅
山
を
越
え
て
、

故
郷
葛
城
を
望
ん
で
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
ま
た
山
背
国
に
戻
っ
て
宮
室

を
筒
城
岡
の
南
に
造
っ
て
そ
こ
に
籠
も
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
ま
で
の
流
れ
も『

古
事
記』

と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

筒
城
宮
に
籠
も
っ
た
後
の
内
容
は

『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

で
大
き

く
変
動
す
る
。

天
皇
は
磐
之
媛
に
使
者
を
送
る
も

｢

私
は
決
し
て
戻
ら
な
い｣

と
言

う
。
つ
い
に
、
天
皇
自
ら
が
迎
え
に
行
く
が
、｢

陛
下
は
、
八
田
皇
女

を
召
し
入
れ
て
妃
と
な
さ
い
ま
し
た
。
皇
女
と
並
ん
で
后
で
い
た
い
と

は
思
い
ま
せ
ん｣

と
磐
之
媛
は
告
げ
、
会
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
は
三
十
五
年
夏
の
六
月
に
、
磐
之
媛
は
筒
城
宮
で
薨
去
す
る
。

そ
し
て
仁
徳
天
皇
は
磐
之
媛
の
葬
儀
の
後
、
八
田
皇
女
を
皇
后
と
す
る
。

ま
た
、
皇
后
は
乃
羅
山
に
葬
ら
れ
る
。
中
西
進
が

｢

大
和
は
つ
い
に

大
后
を
拒
否
し
て
い
る

(

５)｣

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
皇
后
は
大
和
で
も
な

く
、
難
波
で
も
な
い
辺
境
の
地
で
眠
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

日
本
書
紀』

の
記
事
が
古
く
か
ら
語
り
継
が
れ
て
い
た

｢

歴
史｣

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
改
変
さ
れ
た

｢

歴
史｣

な
の
か
、
そ
れ
は

分
か
り
得
な
い
。
だ
が
、『

日
本
書
紀』

が

｢

国
史｣

と
し
て
認
め
た

｢

歴
史｣

で
あ
る
。
そ
れ
は
磐
之
媛
が
天
皇
へ
の
拒
絶
を
さ
ら
に
強
め
、

関
係
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
皇
后
で
あ
っ
た
と
す
る

｢

歴
史｣

な
の
で
あ

る
。

三

『

古
事
記』

石
之
日
売
命
の
嫉
妬

な
ぜ

『

古
事
記』

と

『

日
本
書
紀』

と
が
異
な
る

｢

歴
史｣

を
載
せ

る
の
か
。

確
か
に
、
両
書
が
採
択
し
た
伝
承
自
体
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
可

能
性
も
否
め
な
い
。
伝
承
は
語
り
継
が
れ
て
い
る
う
ち
に
変
化
す
る
も

の
で
あ
る
。

だ
が
、
石
之
日
売
命
の
場
合
は
す
で
に

『

古
事
記』

の
作
品
的
構
想

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
嘗
て
折
口
信

夫

(

６)

は
嫉
妬
に
は
男
女
の
理
想
の
人
格
を
賛
美
す
る
心
意
が
働
い
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
吉
井
巌

(

７)

は
、

須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬
の
話
を
大
穴
牟
遅
神
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
激

し
く
嫉
妬
す
る
偉
大
な
女
神
を
和
め
え
た
大
穴
牟
遅
神
は
、
そ
れ

だ
け
一
段
と
偉
大
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。(

略)

イ
ハ

ノ
ヒ
メ
が
嫉
妬
深
い
皇
后
と
い
う
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、

こ
の
皇
后
が
古
代
に
お
け
る
傑
出
し
た
皇
后
で
あ
る
と
い
う
意
味
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か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
嫉
妬
が
並
は
ず
れ
て
激
し
け
れ
ば

激
し
い
ほ
ど
、
こ
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
を
和
め
え
て
皇
后
に
確
保
し
た

古
代
帝
王
・
仁
徳
の
偉
大
さ
が
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

と
説
く
。
ま
た
青
木
周
平

(

８)

や
神
野
志
隆
光

(

９)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
聖
帝

と
し
て
の
仁
徳
天
皇
を
讃
美
す
る
意
図
、
す
な
わ
ち
理
想
的
天
皇
像
を

描
く
た
め
の
説
話
と
し
て
、
石
之
日
売
命
の
説
話
は
あ
る
と
い
う
。
従

う
べ
き
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
石
之
日
売
命
の
説

話
が
仁
徳
天
皇
の

｢

歴
史｣

の
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
で

あ
る
。
大
后
石
之
日
売
命
そ
の
も
の
が
全
体
の
中
で
極
め
て
重
要
な
位

置
や
役
割
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
。

か
つ
て
筆
者
は
石
之
日
売
命
説
話
を｢

大
后
成
長
説
話｣

と
考
え
た
。

つ
ま
り
、
石
之
日
売
命
は
理
想
的

｢

大
后｣

像
を
語
る
た
め
の
説
話

(

�)

だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
理
想
的

｢

大
后｣

像
を
語
る
た
め
に
、
な
ぜ

｢

足
母
阿
賀

迦
迩
嫉｣

む
と
い
う
表
現
が
必
要
と
な
る
の
か
。

傍
線
部

｢

足
母
阿
賀
迦
迩｣

は
、
前
述
の
ご
と
く
本
居
宣
長

(

�)

が

｢

足
掻
貌

ア
ガ
ク
サ
マ

に
て
足
摩
ア
シ
ズ
リ

な
ど｣

す
る
様
子
で
あ
る
と
説
い
た
よ
う
に
、
じ

だ
ん
だ
を
踏
ま
ん
ば
か
り
に
嫉
む
と
い
っ
た
激
し
さ
を
表
す
。

ま
た
本
文
中
の

｢

忿｣

は

『

古
事
記』

に
お
い
て
神

(

上
巻
・
イ
ザ

ナ
キ)

や
天
皇

(

下
巻
・
雄
略
天
皇)

、
神
が
か
っ
た
大
后

(

中
巻
・

息
長
帯
日
売
命)

、
異
常
な
猪

(

下
巻
・
大
猪)

に
使
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
神
に
も
等
し
い
威
力
の
発
現
で
あ
っ
た

(

�)

と
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
は
神
に
も
等
し
い
威
力
を
も
つ
す

さ
ま
じ
い
力
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

『

古
事
記』

上
巻
に
み
え
る
、
も
う
ひ
と
つ
の

｢

嫉
妬｣

と

は
異
な
る
。『

古
事
記』

上
巻
大
国
主
神
の
物
語
で
適
后
須
勢
理
毘
売

命
須
勢
理
毘
売
命
は

｢

嫉
妬
す
る
女
神｣

と
し
て
登
場
す
る
。『

古
事

記』

上
巻
に
お
け
る
須
勢
理
毘
売
命
は
大
国
主
神
が
葦
原
中
国
の
主
た

る
資
格
を
得
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
須
勢
理
毘
売
命
の

協
力
が
な
け
れ
ば
大
国
主
神
は
須
左
之
男
の
試
練
を
克
服
す
る
こ
と
が

出
来
ず
、
葦
原
中
国
の
主
に
な
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

『

古
事
記』

の

神
代
の
世
界
に
お
い
て

｢

嫉
妬
す
る
后｣

は
大
い
な
る
協
力
者
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
妻
の
背
後
に
は
義
父
須
左
之
男
の
後
ろ
盾

が
あ
り
、
偉
大
な
る
葦
原
中
国
の
主
、
大
国
主
神
で
あ
る
こ
と
を
保
証

し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
す
る
と
、『

古
事
記』

の
世
界
の
前
例
か

ら
考
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
物
語
要
素
と
し
て
の

｢

嫉
妬
す
る
后｣

は
重

要
な
協
力
者
と
い
う
観
念
が
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。
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し
か
し
、
藤
澤
友
祥

(

�)

が
、

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
嫉
妬
で
あ
っ
て
も
、
�
勢
理
・
賣
命
の
嫉
妬

と
石
之
日
賣
命
の
嫉
妬
と
で
は
そ
の
対
象
も
働
き
も
異
な
る
。
�

勢
理
・
賣
命
の
嫉
妬
は
、
大
国
主
と
の
和
合
に
向
か
う
力
と
し
て

機
能
し
て
い
る
の
に
対
し
、
石
之
日
賣
命
の
嫉
妬
は
、
あ
く
ま
で

も
相
手
と
な
る
女
性
を
拒
絶
・
排
除
す
る
力
と
し
て
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の

｢
嫉
妬｣

は
そ
の
性
格
を
異
と
す
る
。

青
木
周
平

(

�)

は
、『

古
事
記』

の
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
に
は

｢

呪
的
威
力

を
感
じ
さ
せ
る
表
現｣

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、『

日
本
書
紀』

の
嫉
妬

を｢

一
女
性
の
感
情
レ
ベ
ル
で
理
解
が
可
能｣
な
も
の
と
分
別
し
た
が
、

ま
さ
し
く
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
は

｢

呪
的
威
力｣

を
も
っ
た
、
特
殊
な

力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四

｢

嫉
妬｣

の
力

石
之
日
売
命
の
嫉
妬
は
、
女
性
に
お
け
る

｢

負｣

の
力
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

｢

負｣

の
力
を
も
つ
存
在
が

『

古
事
記』

に
あ
と
二
者

い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
須
佐
之
男
命
お
よ
び
倭
建
命
で
あ
る
。

ま
ず
、
須
佐
之
男
命
の
説
話
か
ら
該
当
す
る
部
分
を
引
用
す
る
と
、

故
、
各
依
し
賜
ひ
し
命
の
隨
に
知
ら
し
看
せ
る
中
に
、
速
須
佐

之
男
命
は
、
命
せ
ら
え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、
八
拳
須
心
前
に
至

る
ま
で
、
啼
き
伊
佐
知
伎

い

さ

ち

き

。
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
は
枯
山
の
如

く
泣
き
枯
し
、
河
海
は
悉
く
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
て
、
悪
し
き

神
の
音
、
狹
蝿
の
如
く
皆
満
ち
、
万
の
物
の
妖
、
悉
く
発
り
き
。

故
、
伊
耶
那
岐
大
御
神
、
速
須
佐
之
男
命
に
詔
ひ
し
く
、｢

何
の

由
に
か
、
汝
が
、
事
依
さ
え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、
哭
き
い
さ
ち

る｣

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
答
へ
て
白
し
し
く
、｢

僕

は
、
妣
が
国
の
根
之
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
が
故
に
、
哭
く｣

と
ま
を
し
き
。
爾
く
し
て
、
伊
邪
那
岐
大
御
神
、
大
き
に
忿
怒
り

て
詔
は
く
、｢

然
ら
ば
、
汝
は
、
此
の
国
に
住
む
べ
く
あ
ら
ず｣

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
神
や
ら
ひ
に
や
ら
ひ
賜
ひ
き
。

(『

古
事
記』

須
佐
之
男
命
の
追
放)

と
な
る
。
こ
れ
は
、
須
佐
之
男
命
が

｢

妣
の
国
根
の
堅
州
国｣

に
行
き

た
い
と
い
っ
て
泣
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の｢

啼
き
伊
佐
知
伎｣

と
い
っ
た
行
為
は
青
山
を
枯
ら
す
ほ
ど
、
河
や
海
を
干
上
が
ら
せ
る
ほ

ど
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に

故
是
に
、
速
須
佐
之
男
命
の
言
は
く
、｢

然
ら
ば
、
天
照
大
御
神

に
請
し
て
罷
ら
む｣

と
い
ひ
て
、
乃
ち
天
に
参
ゐ
上
る
時
に
、
山

川
悉
く
動
み
、
国
土
皆
震
ひ
き
。

(『

古
事
記』

須
佐
之
男
命
の
昇
天)

こ
こ
で
も
、
そ
の
と
て
つ
も
な
い
力
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
出
雲
国
の

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

次
に
倭
建
命
を
み
て
み
る
。
引
用
す
る
。

天
皇
、
小
碓
命

を
う
す
の
み
こ
と
に
詔
は
く
、｢

何
と
か
も
汝
が
兄
の
朝
夕
の
大
御
お
ほ
み

食け

に
参
ゐ
出
で
来
ぬ
。
専
ら
汝
、
ね
ぎ
し
教
へ
覚
せ｣

と
、
如
此

詔
ひ
て
よ
り
以
後
、
五
日
に
至
る
ま
で
、
猶
参
ゐ
出
で
ず
。
爾
く

し
て
、
天
皇
、
小
碓
命
の
問
ひ
賜
は
く
、｢

何
と
か
も
汝
が
兄
の

久
し
く
参
ゐ
出
で
ぬ
。
若
し
未
だ
誨を

し

へ
ず
有
り
や｣

と
と
ひ
た
ま

ふ
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、｢

既
に
ね
ぎ
為
つ｣

と
ま
を
し
き
。

又
、
詔
は
く
、｢

如
何
に
か
ね
ぎ
し
つ
る｣

と
の
り
た
ま
ふ
に
、

答
へ
て
白
し
し
く
、｢

朝あ
さ

署け

に
厠
に
入
り
し
時
に
、
待
ち
捕
へ
、

�
り
批
き
て
、
其
の
枝
を
引
き
闕
き
て
、
薦こ

も

に
裹つ
つ

み
て
投
げ
棄
て

つ｣

と
ま
を
し
き
。

(『

古
事
記』

倭
建
命
の
熊
曽
征
伐)

古
事
記
の
倭
建
命
は
小
碓
命
の
名
で
登
場
し
、
兄
大
碓
命
に
食
事
の

場
に
出
席
す
る
よ
う
に
教
え
さ
と
せ
と
の
天
皇
の
命
令
を
勘
違
い
し
て

か
、
兄
を
惨
殺
す
る
。
明
け
方
、
兄
が
廁
に
入
っ
た
時
、
待
ち
受
け
て

捕
え
て
、
つ
か
み
潰
し
て
、
そ
の
手
足
を
も
ぎ
と
っ
た
と
い
う
。
簡
潔

に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
怪
力
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の

｢

建た
け

く
荒
き
情
こ
こ
ろ｣

を
恐
れ
た
天
皇
は
、
西
の
熊
襲
建

く
ま
そ
た
け
る

の
討
伐
に

皇
子
を
派
遣
す
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
頭
注
に
、

小
碓
命
は
食
事
の
席
に
で
て
こ
な
い
大
碓
命
を

｢

ね
ぎ
し｣

て
殺

し
て
し
ま
う
。
そ
の
殺
し
方
は
手
足
を
も
ぎ
と
り
バ
ラ
バ
ラ
に
し

て
し
ま
う
と
い
う
荒
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
力
に
よ
っ

て
初
め
て
秩
序
あ
る
天
皇
の
世
界
を
大
八
島
国
全
体
に
実
現
す
る

こ
と
が
果
た
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
が
倭
建
命
の

｢｢

建た
け

く
荒

き
情

こ
こ
ろ
を
惶お
そ｣

れ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
力
は
安
定
し
た
天

皇
の
世
界
の
秩
序
の
中
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
倭
建
命
の
悲

劇
性
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
が
、｢

建た
け

く
荒
き
情
こ
こ
ろ｣

の
力
を
も
つ
者
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
西
征
東
征
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
西
征
の
際
に

は
、
倭
建
命
は
姨
倭
比
売
の
御
裳
御
衣
を
着
て
童
女
に
変
装
し
、
熊
襲
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建
に
接
近
し
、
殺
害
を
果
た
す
。
熊
襲
建
は
死
の
間
際
で

｢

ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト｣

の
名
を
奉
献
し
た
の
ち
、｢

熟
瓜
ほ
ぞ
ぢ

の
如
く
振
り
析
き

て｣

殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
都
に
帰
る
途
中
、
出
雲
建
を
偽
計
を
用
い
て
殺
し
、
山
、
川
、

海
峡
の
神
を
服
属
さ
せ
て
帰
還
す
る
。
さ
ら
に
都
に
着
く
や
い
な
や
、

天
皇
は
、
今
度
は
東
国
の
賊

(

東
方
十
二
道
之
荒
夫
琉

ひ
が
し
の
か
た
と
お
ま
り
ふ
た
つ
み
ち
の
あ
ら
ぶ
る
か
み神
、
及
摩
都
楼

ま

た

ま

つ

ろ

波
奴
人
等

わ
ぬ
ひ
と
ど
も)

の
征
討
を
命
ず
る
。
倭
建
命
は
命
に
従
い
、
荒
ぶ
る
蝦
夷

や
山
河
の
荒
神
を
言
向
平
和

こ
と
む
け
や
は

し
、
足
柄
の
坂
本
で
白
鹿
に
化
し
た
坂
の

神
を
殺
し
、
甲
斐
の
酒
折
宮
を
経
て
、
科
野
の
坂
神
を
言
向
け
る
。

『

古
事
記』

に
お
い
て
は
、
す
べ
て
一
人
の
力
で
あ
る
。

多
田
一
臣
は｢

倭
建
命
の
暴
力
性
は
、
そ
の
中
心
に
あ
る
か
ぎ
り
は
、

王
権
そ
の
も
の
を
脅
か
す
反
秩
序
的
な
あ
り
か
た
を
示
す
が
、
周
縁
に

追
い
や
ら
れ
る
こ
と
で
、
王
権
に
敵
対
す
る
勢
力
を
打
倒
す
る
威
力
を

発
揮
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
王
権
の
あ
り
か
た
を
強
固
な
も
の
に
す
る
役

割
を
果
た
す
の
で
あ
る

(

�)｣

と
説
く
。
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
見
解
は
須
佐
之
男
命
に
も
、
大
后
石
之
日
売
命
に
も
適
合
し
、

『

古
事
記』

の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
物
語
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

五

石
之
日
売
命
の
流
離

そ
れ
で
は
、
物
語
に
即
し
て
検
討
し
て
い
く
。『

古
事
記』

の
物
語

は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

此
れ
よ
り
後
時
に
、
大
后
豊

と
よ
の
あ
か
り楽
し
た
ま
は
む
と
し
て
、
御
綱
柏

み
つ
な
が
し
は

を
採
り
に
、
木
国
に
幸
行
で
ま
し
し
間
に
、
天
皇
、
八
田
若
郎
女

に
婚
ひ
き
。
是
に
大
后
、
御
綱
柏
を
御
船
に
積
み
盈
て
て
、
還
り

幸
す
時
に
、
水
取
司
に
駈
ひ
使
は
ゆ
る
吉
備
国
の
児
島
の
仕
丁
、

是
己
が
国
に
退
る
に
、
難
波
の
大
渡
に
し
て
、
後
れ
た
る
倉
人
女

が
船
に
遇
ひ
き
。
乃
ち
・
語
り
て
云
ひ
し
く
、｢

天
皇
は
、
比
日

八
田
若
郎
女
に
婚
ひ
て
、
昼
夜
戯
遊

た
は
ぶ
れ
あ
そぶ
。
若
し
大
后
は
此
の
事
を

聞
こ
し
看
さ
ぬ
か
、
静
か
に
遊
び
幸
行
す｣

と
い
ひ
き
。
爾
し
て
、

其
の
倉
人
女
、
此
の
語
る
言
を
聞
き
て
、
即
ち
御
船
に
追
ひ
近
づ

き
て
白
す
状
、
具
さ
に
丁
の
言
の
如
し
。
是
に
大
后
大
き
に
恨
み

怒
り
て
、
其
の
御
船
に
載
せ
た
る
御
綱
柏
は
、
悉
く
海
に
投
げ
棄

て
き
。
故
、
其
地
を
号
け
て
御
津
前
と
謂
ふ
。
即
ち
宮
に
入
り
坐

さ
ず
し
て
、
其
の
御
船
を
引
き
避
き
て
、
堀
江
に
泝
り
、
河
の
隨

に
山
代
に
上
り
幸
で
き
。
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(『

古
事
記』

仁
徳
天
皇
条)

大
后
が

｢

豊
楽｣

を
催
そ
う
と
し
て
、
御
綱
柏
を
採
り
に
紀
伊
国
に

出
か
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
隙
に
、
天
皇
は
八
田
若
郎
女
と
結
婚
し
て
し

ま
う
。
大
后
が
御
綱
柏
を
船
に
積
み
、
難
波
へ
帰
る
時
に
、
そ
の
こ
と

を
告
げ
口
さ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
大
后
は
大
変
恨
み
怒
っ
て
、
そ

の
船
に
載
せ
て
あ
っ
た
御
綱
柏
を
す
っ
か
り
海
に
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
大
后
は
、
高
津
宮
に
は
向
か
わ
ず
、
そ
の
船
を
綱
で
引
い

て
宮
か
ら
離
れ
て
、
難
波
の
堀
江
を
溯
り
、
川
に
沿
っ
て
溯
っ
て
山
城

国
に
上
っ
て
い
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

右
の
記
述
で
注
目
す
べ
き
は
、
石
之
日
売
命
の
行
為
を

｢

幸
行｣

｢

還
幸｣

｢

上
幸｣

と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
で
に
山
崎
か
お
り

(

�)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

幸｣

は
主
に
天
皇
の
出
行
を
い
い
、『

古
事
記』

筆
録
者
が
高
い
敬
意
を
も
っ
て
大
后
を
書
き
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
と
く
に

｢

上
幸｣

は
理
解
が
難
し
く
、｢

河
の
隨
に
山
代
に
上
り

幸
で
ま
し
き｣

と
あ
る
よ
う
に
、
大
后
が
都
か
ら
離
れ
て
山
代
へ
向
か

う
表
現
で
あ
る
。
の
ち
に
仁
徳
天
皇
が
大
后
を
迎
え
に
筒
木
宮
に
向
か

う
が
、
そ
の
場
合
も

｢

上｣

が
使
用
さ
れ
る
。

『

古
事
記』

本
文
に
お
い
て
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
命
大
后
は
身
分

差
を
感
じ
さ
せ
な
い
書
き
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

古
事
記』

筆
録
者
の
大
后
に
対
す
る
態
度
が
明
ら
か
で
、
天
皇
と
と
も
に
大
后
は

天
皇
統
治
の
世
界
の
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

す
で
に
青
木
周
平

(

�)

に
指
摘
が
あ
る
が
、｢

豊
楽｣

は
宮
中
で
の
大
嘗

祭
・
新
嘗
祭
の
翌
日
、
豊
楽
殿
で
行
な
わ
れ
る
宴
会
で
あ
り
、
公
的
な

祭
祀
の
準
備
を
大
后
が
行
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ

の
記
載
は

『

日
本
書
紀』

に
は
な
い
。
青
木
は

｢｢

豊
楽｣

の
主
催
者

で
あ
る
石
之
日
売
命
が
、
そ
の
御
綱
柏
を
投
げ
棄
て
る
こ
と
は
、
祭
の

主
催
者
と
し
て
の
資
格
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
り
、
単
な
る
個
人
的
レ

ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い｣

と
し
た
。
つ
ま
り
、
仁
徳
天
皇
は
神
聖
な
儀

礼
の
準
備
を
怠
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

｢

恨
み
怒
り｣

て
祭
の
主
催
者
と
し

て
の
資
格
を
放
棄
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て

｢

公
的
な
立
場
の
皇

后
と
し
て
最
初
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
天
皇
に
対
す
る
恨
み
言
を
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
神
聖
な
行
事
に
対
す
る
冒
�
へ
の
償
い
で
あ
り
、
王

権
に
対
す
る
服
従
の
自
己
確
認
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
て
い
る
。
右
の
記

事
の

｢

豊
楽｣

が
公
的
な
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
、
天
皇
の
治
め
る
世
界
の
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
る
危
機
を
招
く
行
為
だ

と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
須
佐
之
男
命
お
よ
び
倭
建
命
と
共

通
す
る
物
語
要
素
と
考
え
る
。
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須
佐
之
男
命
は
高
天
原
に
お
い
て
、
天
照
大
御
神
が
大
嘗
を
行
う
御

殿
に
糞
を
し
て
ま
き
散
ら
す
と
い
う
行
為
を
行
い
、
倭
建
命
は
兄
の
体

を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
薦
に
裹
み
て
投
げ
棄
て
、｢

大
御
食

(

�)｣

と
い
う
公

的
な
場
に
兄
が
出
ら
れ
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。

三
者
と
も
、
な
ん
ら
か
の
天
皇
儀
礼
に
関
わ
る
場
を
乱
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
流
離
の
身
の
上
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
彼
ら
の
持
つ

｢

力｣

ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
須
佐
之
男
命
は
高
天

原
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
結
果
、
葦
原
中
国
の
国
作
り
・

国
譲
り
に
貢
献
す
る
。
倭
建
命
は
東
征
・
西
征
に
よ
っ
て
天
皇
統
治
世

界
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
、
国
家
平
定
に
貢
献
す
る
。

そ
し
て
、
須
佐
之
男
命
、
倭
建
命
と
同
様
に
、
石
之
日
売
命
の

｢

嫉

妬｣

す
る
力
は
、
秩
序
あ
る
天
皇
の
世
界
を
再
構
築
す
る
た
め
に
必
要

な
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六

石
之
日
売
命
の
嫉
妬
の
力

石
之
日
売
命
が
最
後
に
登
場
す
る
物
語
に
お
い
て
、
石
之
日
売
命
は

｢

理
非
曲
直
を
弁
わ
き
ま
え
た
立
派
な
后
に
一
変

(

�)｣

す
る
。
引
用
す
る
と
、

此
の
時
の
後
、
豊
楽
し
た
ま
は
ん
と
す
る
時
に
、
氏
々
の
女
等
、

皆
朝
�
す
。
嘉
し
て
、
大
楯
連
が
妻
、
其
の
王
の
玉
鈕
を
以
ち
て
、

己
が
手
に
纏
き
て
、
�
ゐ
赴
け
り
。
是
に
、
大
后
石
之
日
売
命
、

自
ら
大
御
酒
の
柏
を
取
ら
し
て
、
諸
の
氏
々
の
女
等
に
賜
ひ
き
。

嘉
し
て
、
大
后
其
の
玉
鈕
を
見
知
り
た
ま
ひ
て
、
御
酒
の
柏
を
賜

は
ず
て
、
乃
ち
引
き
退
け
た
ま
ひ
き
。
其
の
夫
大
楯
連
を
召
し
出

で
て
、
以
て
詔
ら
し
し
く
、｢

其
の
王
等
、
礼ゐ
や

無
き
に
因
り
て
退

け
賜
ひ
き
。
是
は
、
異
し
き
事
無
け
く
こ
そ
。
夫
の
奴
や
。
己
が

君
の
御
手
に
纏
せ
る
玉
鈕
ろ
を
膚
も
温
け
き
に
剥
ぎ
持
ち
来
て
、

即
ち
己
が
妻
に
与
へ
つ
る
こ
と｣

と
の
ら
し
て
乃
ち
死
刑
給
ひ
き
。

と
な
る
。

石
之
日
売
命
は
筒
木
宮
に
て
籠
も
っ
た

(

�)

後
、
仁
徳
天
皇
は
八
田
若
郎

女
を
宮
中
に
は
召
さ
ず
、
そ
の
御
名
代
と
し
て
、
八
田
部
を
定
め
た
。

そ
し
て
八
田
若
郎
女
の
妹
で
あ
る
女
鳥
王
に
求
婚
す
る
が
、
女
鳥
王
は

｢

大
后
が
強
く
て
、
天
皇
は
八
田
若
郎
女
を
き
ち
ん
と
処
遇
し
て
い
な

い｣

と
述
べ
、
求
婚
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
天
皇
の
使
者
と

な
っ
て
い
た
速
総
別
王
と
結
婚
し
、
夫
に
天
皇
を
殺
す
よ
う
促
す
。
し

か
し
、
反
逆
は
天
皇
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
二
人
は
そ
の
地
か
ら
逃

亡
し
て
、
宇
陀
の
蘇
邇
に
着
い
た
時
、
天
皇
の
軍
勢
が
追
い
つ
い
て
二

人
を
殺
し
た
。
そ
の
軍
勢
の
将
軍
の
山
部
大
楯
連
は
、
そ
の
女
鳥
王
が
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御
手
に
巻
い
て
い
た
玉
釧
を
取
っ
て
、
自
分
の
妻
に
与
え
た
。
そ
の
後
、

宮
中
で

｢

豊
楽｣

を
催
そ
う
と
す
る
時
に
、
各
氏
族
の
女
た
ち
が
、
み

な
参
内
し
た
と
こ
ろ
、
大
楯
連
の
妻
は
、
女
鳥
王
の
玉
釧
を
自
分
の
手

に
巻
い
て
参
内
し
た
。
大
后
石
之
日
売
命
は
、
自
ら
御
綱
柏
の
杯
を
手

に
し
て
、
各
氏
族
の
女
た
ち
め
い
め
い
に
与
え
て
い
た
が
、
玉
釧
に
気

づ
き
、
大
楯
連
の
妻
に
は
お
酒
を
盛
る
柏
の
葉
を
与
え
ず
、
す
ぐ
に
退

席
さ
せ
た
。
そ
の
夫
の
大
楯
連
を
呼
び
出
し

｢

女
鳥
王
た
ち
は
不
敬
で

あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
は
こ
れ
を
退
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
異
と

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
い
る
奴
め
、
自
分
の
主
君

が
御
手
に
巻
い
た
玉
釧
を
、
死
ん
で
す
ぐ
肌
も
ま
だ
温
か
い
う
ち
に
剥

ぎ
取
っ
て
き
て
、
す
ぐ
に
自
分
の
妻
に
与
え
る
と
は｣

と
い
い
、
た
だ

ち
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
対
応
す
る

『

日
本
書
紀』

の
記
事
を
引
用
す
る
と
、

是
歳
、
新
嘗

に
ひ
な
へ

の
月
に
当
り
て
、
宴
会
の
日
を
以
ち
て
、
酒
を
内

外
命
婦
等
に
賜
ふ
。
是
に
近
江
の
山
君
稚
守
山
が
妻
と
采
女
磐
坂

媛
と
、
二
の
女
の
手
に
良
き
珠
纏
け
り
。
皇
后
、
其
の
珠
を
見
た

ま
ふ
に
、
既
に
雌
鳥
皇
女
の
珠
に
似
れ
り
。
則
ち
疑
ひ
て
、
有
司

に
命
し
て
、
其
の
玉
を
得
た
る
由
を
問
は
し
め
た
ま
ふ
。
対
へ
て

言
さ
く
、｢

佐
伯
直
阿あ

俄が

能の

胡こ

が
妻
の
玉
な
り｣

と
ま
を
す
。
仍

り
て
阿
俄
能
胡
を
推
鞫
ひ
。
対
へ
て
曰
さ
く
、｢

皇
女
を
誅
し
し

日
に
、
探
り
て
取
り
き｣

と
ま
を
す
。
即
ち
阿
俄
能
胡
を
殺
さ
む

と
し
た
ま
ふ
。
是
に
、
阿
俄
能
胡
、
乃
ち
己
が
私
の
地
を
献
り
て
、

死
を
免
れ
む
と
請
ふ
。
故
、
其
の
地
を
納
れ
て
、
死
罪
を
赦
し
た

ま
ふ
。

と
な
る
。
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
皇
后
は
八
田
皇
女
で
あ
り
、
玉
を
奪
っ

た
の
も
佐
伯
直
阿
俄
能
胡
と
い
う
別
の
人
物
で
、
さ
ら
に
死
罪
は
実
行

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る
。

特
に
注
目
す
べ
き
は
、
石
之
日
売
命
の
会
話
文
の
中
で

｢

礼
な
き
に

よ
り
て
退
け
た
ま
ひ
き｣

と
大
楯
連
の

｢

礼｣

を
問
題
と
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
新
全
集
の
頭
注
に

｢

礼｣

を

｢

天
皇
の
も
と
に
成
り
立
つ

秩
序｣

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、『

古
事
記』

に
お
け
る

｢

礼｣

と

は
天
皇
が
治
め
る
世
界
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
守
る
べ
き
心
と
理

解
す
べ
き
と
考
え
る
。『

古
事
記』

の
中
で
、｢

無
礼｣

は
三
例
、
前
例

の
他
に
、
景
行
天
皇
条

｢

西
の
方
に
熊
曾
建
二
人
有
り
。
是
。
伏
は
ず

礼
無
き
人
等
ぞ｣

、
継
体
天
皇
条

｢

此
の
御
世
に
、
竺
紫
君
石
井
、
天

皇
の
命
に
従
わ
ず
し
て
、
礼
無
き
こ
と
多
し｣

と
あ
り
、
す
べ
て
反
逆

を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
新
全
集
本
の
頭
注
を
引
け
ば
、

｢

礼｣
は
天
皇
の
も
と
に
成
り
立
つ
秩
序
を
い
う
。
中
国
の
徳
治
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主
義
的
な
発
想
に
よ
る
表
現
を
用
い
た
。
天
皇
の
秩
序
の
中
に
含

ま
れ
な
い
存
在
を

｢

礼
無
き｣

者
と
い
う
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『

古
事
記』

で
は
石
之
日
売
命
が

ま
ず
第
一
に

｢
天
皇
が
治
め
る
世
界
の
秩
序｣

を
大
事
と
し
て
い
る
こ

と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

古
事
記』

に
お
い
て
、｢
己
が
君
の
御
手
に
纏
せ
る
玉
鈕
ろ
を
膚
も

温
け
き
に
剥
ぎ
持
ち
来
て
、
即
ち
己
が
妻
に
与
へ
つ
る
こ
と｣

が
な
ぜ

｢

死
刑｣

に
値
す
る
こ
と
な
の
か
、
未
だ
論
議
が
尽
く
さ
れ
て
い
ず
、

別
稿
で
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
大
后
が

｢
死
刑｣

を
宣
告
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、｢

大
后
の
強
き｣

ゆ
え
に
死
刑
の
宣
告
が
で
き
た
の
で

あ
る
。『

日
本
書
紀』

の
八
田
皇
女
は
そ
こ
ま
で
の
強
さ
が
な
か
っ
た
。

天
皇
の
治
め
る
世
界
の
秩
序
を
守
る
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
も
い

え
よ
う
か
。

｢

死
刑｣

を
宣
告
す
る
精
神
的
な
強
さ
を
石
之
日
売
命
は
体
現
し
て

い
た
。

｢

足
母
阿
賀
迦
迩
嫉
妬｣

す
る
と
い
う
表
現
は
、
異
常
な
ほ
ど
の

｢

嫉
妬｣

を
誇
張
す
る
役
割
を
担
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
通
常

の
女
性
と
は
異
な
る
気
性
の
激
し
さ
、
強
さ
を
も
読
む
者
に
印
象
付
け

る
。吉

備
の
黒
日
売
へ
の
容
赦
な
い
仕
打
ち
も
ま
た
、
石
之
日
売
命
の

｢

強
き｣

を
強
調
す
る
。

し
か
し
、
大
后
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
気
の
強
さ
、
意
志
の

強
さ
が
必
要
で
あ
っ
た
時
代
が

『

古
事
記』

筆
録
当
時
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

大
后

(

皇
后)

は
、
天
皇

(

大
王)

が
不
在
の
際
、
大
王
代
行
者
ま

た
は
女
帝
と
し
て
国
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
。

仁
藤
敦
史

(

�)

は
、

以
上
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
キ
サ
キ

(

現
大
王
の
実
母)

ま
た
は
ス
メ

ミ
オ
ヤ

(

皇
統
譜
上
の
母)

と
い
う
王
族
内
部
に
お
け
る
女
性
尊

長
と
し
て
の
立
場
と
キ
サ
キ
宮
経
営
の
実
績
に
よ
り
執
政
能
力
が

群
臣
に
承
認
さ
れ
れ
ば
、
次
期
大
王
の
指
名
や
一
時
的
な
大
王
代

行
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
女
帝
の
即
位
は
有
力
な
王
族
た
る
大
兄
・

皇
弟

(

王
弟)

が
若
年
の
場
合

(

大
王
の
即
位
年
齢
は
基
本
的
に

四
十
歳
以
上)

よ
り
も
優
先
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
有
力
な
厩

戸
王
子

(

聖
徳
太
子)

や
中
大
兄
王
子
が
即
位
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
女
帝
と
比
較
し
て
適
齢
期
よ
り
若
年
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
日
本
古
代
で
は
、
王
族
内
部
の
女
性
尊
属
の
地
位
が
高
く
、
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皇
祖
母
・
大
后
か
ら
女
帝
さ
ら
に
は
太
上
天
皇
へ
の
展
開
を
概
観

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

仁
藤
説
を
参
考
に
す
れ
ば
、
キ
サ
キ
宮
経
営
の
実
績
は

｢

大
后｣

に

と
っ
て
重
要
な｢
歴
史｣

で
あ
る
。
吉
備
の
黒
日
売
は
天
皇
に｢

喚
上｣

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
逃
げ
下
る
者

(

�)

で
あ
り
、
八
田
若
郎
女
も

｢

豊

楽｣

の
た
め
の
、
神
聖
な
行
事
の
期
間
に
天
皇
に
不
礼
な
行
為
を
さ
せ

た
者
で
あ
っ
た
。
そ
の

｢
天
皇
が
治
め
る
世
界
の
秩
序｣

に
反
す
る
存

在
を
キ
サ
キ
宮
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
石
之
日
売
命
は
執
政
能
力
の
高

い

｢

大
后｣

と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
石
之
日
売
命
が
女
帝
と
も
成
り
得
る
資
質
を
持
っ
て
い

た

『

古
事
記』

筆
録
者
は
評
価
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『

古
事
記』

仁
徳
天
皇
条
の
の
帝
紀
的
部
分
、
后
妃
皇
子
女
条
に
は
、

大
雀
命
、
難
波
の
高
津
宮
に
坐
ま
し
て
、
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
き
。

此
の
天
皇
、
葛
城
の
曽
都
毘
古
の
女
、
石
之
日
売
命
大
后
を
娶
り

て
、
生
み
た
ま
ひ
し
御
子
、
大
江
の
伊
邪
本
和
気
命
。
次
に
墨
江

の
中
津
王
。
次
に
蝮
の
水
齒
別
命
。
次
に
男
浅
津
間
若
子
宿
禰
命
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
石
之
日
売
命
は
四
人
の
息
子
を
生
み
、
そ
の
う

ち
反
乱
を
起
こ
し
た
墨
江
の
中
津
王
を
除
い
て
、
三
人
の
天
皇
、
履
中
・

反
正
・
允
恭
が
即
位
し
て
い
る
。
ス
メ
ミ
オ
ヤ

(

皇
統
譜
上
の
母)

と

い
う
王
族
内
部
に
お
け
る
女
性
尊
長
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
キ
サ
キ

宮
経
営
の
実
績
も
語
ら
れ
て
い
る
。
氏
々
の
女
等
を
集
め
た

｢

豊
楽｣

は
、
後
宮
の
場
と
推
定
で
き
、
そ
の
主
催
者
た
る
資
格
は
、
天
皇
と
の

共
同
統
治
者
と
し
て
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
筒
木
宮
に
て
、
口
子

臣
と
、
そ
の
妹
の
口
日
売
、
奴
理
能
美
と
が
協
力
し
て
大
后
を
助
け
て

い
る
が
、
そ
の
姿
は
大
后
が
群
臣
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

『

古
事
記』

筆
録
者
は
、
石
之
日
売
命
を
女
帝
と
な
り
得
る
資
質
を

持
つ

｢

大
后｣

と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。
大
王
代
行
者

と
し
て
も
成
り
得
る
よ
う
な
姿
を
石
之
日
売
命
に
観
、
そ
の
精
神
的
強

さ
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て

｢

足
母
阿
賀
迦
迩
嫉
妬｣

す
る
と
い
う
表

現
を
取
り
込
ん
だ
と
考
え
る
。

七

お
わ
り
に

筆
者
は
石
之
日
売
命
が
悪
し
き
破
壊
者
で
あ
る
一
方
で
、
善
な
る
文

化
的
英
雄(

女
傑)

で
あ
る
と
考
え
た
。
愚
者
的
要
素
を
有
し
つ
つ
も
、

賢
者
的
要
素
も
有
す
る
と
い
う
一
貫
性
を
欠
い
た
矛
盾
す
る
役
割
を
も
っ

た
登
場
人
物
で
あ
る
。
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し
か
し
、『

古
事
記』

上
巻
に
お
い
て
須
佐
之
男
が
同
様
の
両
義
性

を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
天
原
、
葦
原
中
国
、
根
国
と
自
由
に
自
ら

の
意
思
で
行
き
来
し
、
物
語
を
進
め
て
い
く
力
が
あ
る
よ
う
に
、
石
之

日
売
命
の
両
義
性
は
仁
徳
天
皇
を
揺
さ
ぶ
り
、
動
か
し
、
移
動
さ
せ
、

物
語
を
有
る
べ
き
方
向
に
進
ま
せ
て
い
る
。

か
つ
て
筆
者
は
、
礼
の
思
想
に
反
す
る

｢

嫉
妬
す
る
大
后｣

を
礼
の

思
想
を
持
つ

｢

聖
大
后｣
へ
と
転
換
さ
せ
る
物
語
と
し
て

｢

石
之
日
売

命
説
話｣

を
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
表
現
の
源
に
七
世
紀
か
ら
八

世
紀
に
か
け
て
の
女
帝
の
歴
史
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。

と
く
に
想
起
さ
れ
る
の
は
持
統
天
皇

(
�
野
讃
良
皇
女

う
の
の
さ
ら
ら
の
ひ
め
み
こ)

で
あ
る
。

朱
鳥
元
年

(

六
八
六)

九
月
、
天
武
天
皇
が
崩
ず
る
や
、
皇
后
は

｢

臨

朝
称
制｣

、
す
な
わ
ち
政
務
を
執
っ
た
。
直
後
、
十
月
、
皇
太
子
に
謀

反
し
た
と
い
う
理
由
で
大
津
皇
子
が
捕
ま
っ
た
。
翌
日
、
訳
語
田
の
家

で
大
津
皇
子
は
死
を
賜
わ
っ
て
い
る
。『

懐
風
藻』

な
ど
に
よ
れ
ば
、

容
貌
た
く
ま
し
く
、
人
と
し
て
の
器
も
大
き
く
、
文
武
に
優
れ
て
い
た

と
い
う
。
王
と
し
て
の
資
質
に
恵
ま
れ
て
い
た
皇
位
継
承
有
資
格
者
で

あ
っ
た
。
謀
反
を
企
て
た
と
し
て
も
あ
ま
り
に
早
い｢

賜
死｣

で
あ
る
。

�
野
皇
后
に
と
っ
て
、
わ
が
子
草
壁
皇
子
の
即
位
と
い
う
秩
序
を
守
る

た
め
に
発
せ
ら
れ
た

｢

強
き｣

で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

注

(

１)

山
崎
純
一
訳
注『

列
女
伝』

明
治
書
院
〈
新
編
漢
文
選
〉
上
中
下
巻
、

一
九
九
七
年
。
ま
た
、
中
島
み
ど
り
訳
注

『

列
女
伝』

平
凡
社
東
洋
文

庫
全
３
巻
、
二
〇
〇
一
年
を
参
考
に
し
た
。

(

２)

大
久
間
喜
一
郎
・
居
駒
永
幸
編

『

日
本
書
紀
〈
歌
〉
全
注
釈』

(

平

二
〇
、
笠
間
書
院)

の
居
駒
氏
担
当

｢

仁
徳
紀｣

解
説
。

(

３)

寺
川
眞
知
夫

｢

石
之
日
売
の
悲
し
み｣

『

古
事
記
年
報』

31
、
一
九

八
九
年
一
月
。

(

４)

成
清
弘
和

｢

記
紀
の
嫉
妬
譚
と
律
令
の

｢

七
出｣

に
つ
い
て
―

｢

皇

后｣

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
像
の
再
構
築
―｣

(『

日
本
書
紀
研
究』

第
23
冊
、
二

〇
〇
〇
年
六
月)

。

(

５)
｢

古
事
記
抄

仁
徳
記
・
履
中
記｣

『

成
城
國
文
學
論
集』

九
、
一
九

七
七
年
一
月
。

(

６)
『

折
口
信
夫
全
集』

第
一
巻

(

一
九
五
五
年
一
月)

。
ま
た
、
三
谷
栄

一

『

物
語
史
の
研
究』

(

一
九
六
七
年
三
月)

も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

７)
｢

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
物
語｣

関
西
大
学

『

国
文
学』

52

(

一
九
八
〇
年

九
月)

。
後
、『

天
皇
の
系
譜
と
神
話』

二

(

一
九
八
一
年)

に
所
収
。

(

８)
｢

記
紀
に
お
け
る
歌
謡
と
説
話｣

『

古
事
記
研
究

歌
と
神
話
の

文
学
表
現

』

お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
十
二
月
。
後
、
青
木
周
平

著
作
集
中
巻

『

古
代
の
歌
と
散
文
の
研
究』

お
う
ふ
う
、
二
〇
一
六
年

一
月
、
所
収
。

(
９)

｢

仁
徳
・
雄
略
の
歌
謡
物
語｣

『

古
事
記
の
世
界
観』

一
九
八
六
年
六

月
。

(

�)
『

古
事
記
説
話
形
成
の
研
究』

お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
年
一
月
。
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(
�)

『

本
居
宣
長
全
集』

第
十
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
三
月
。

(
�)

荻
原
千
鶴
は｢

忿｣
｢

怒｣

の
用
例
を
詳
細
に
検
討
し
、『

日
本
書
紀』

で
は
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
怒
り
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『

古
事

記』
で
は
神
の
用
例
と
猪
の
用
例
が
多
い
こ
と
、
女
性
の
怒
り
は
石
之

日
売
命
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。｢『

古
事
記』

の

雄
略
天
皇
像｣

『
上
代
文
学』

78
、
一
九
九
七
年
四
月
。

(

�)
｢

石
之
日
賣
命
の
嫉
妬
―｢

嫉
妬｣

に
よ
る
排
除
―｣

『

国
文
学
研
究』

第
一
六
一
集
二
〇
一
〇
年
六
月
。
後
、『

古
事
記
構
造
論
―
大
和
王
権

の
〈
歴
史
〉
―』

新
典
社
、
二
〇
一
六
年
四
月
、
所
収
。

(

�)

前
掲
８
書
。

(

�)
『『

古
事
記』

と

『

万
葉
集』』

、
放
送
大
学
、
二
〇
一
五
年
三
月
。

(

�)
『『

古
事
記』

大
后
伝
承
の
研
究』

新
典
社
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
。

(

�)

前
掲
８
書
。

(

�)

天
皇
と
の
食
事
で
あ
り
、
公
的
意
味
が
強
い
も
の
と
考
え
る
。
大
碓

命
は
父
景
行
天
皇
が

｢

喚
上｣

し
た
三
野
国
造
が
祖
大
根
王
の
女
二
人

を
天
皇
を
欺
い
て
自
ら
の
妃
と
し
て
い
る
。
大
碓
命
も

｢
礼｣

の
な
い

人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

(

	)

新
潮
日
本
古
典
文
学
全
書

『

古
事
記』

一
九
七
九
年
六
月
。

(


)

山
代
の
筒
木
宮
お
け
る

｢

三
色
の
虫

(

蚕)｣

の
物
語
は
、
大
后
が

聖
后
に
な
る
た
め
に
必
要
な
物
語
で
あ
っ
た
。
前
掲
10
書
。

(

�)
『

女
帝
の
世
紀
皇
位
継
承
と
政
争』

角
川
選
書
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。

(

�)

影
山
尚
之
は
、
天
皇
に
服
属
の
意
思
を
吉
備
の
黒
日
売
は
持
た
な
い

と
見
る
べ
き
と
指
摘
す
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。｢

黒
日
売
の
こ
こ
ろ
ば

せ
―
仁
徳
記
・
黒
日
売
を
め
ぐ
る
歌
物
語
―｣

『

武
庫
川
国
文』

79
、

二
〇
一
六
年
十
一
月
。
後
、『

歌
の
お
こ
な
い
萬
葉
集
と
古
代
の
韻
文』

和
泉
書
院
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
所
収
。

引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
文
学
全
集

『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、

書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
な
ど
、
私
に
変
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(

愛
知
県
立
大
学
非
常
勤
講
師)
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