
は
じ
め
に

本
稿
は
、『

古
事
記』

｢

上
巻｣

所
収
の
、
伊い

耶ざ

那な

岐
命

き
の
み
こ
と

と
伊い

耶ざ

那な

美
命

み
の
み
こ
と

の
結
婚
、
い
わ
ゆ
る

｢

聖
婚｣

の
場
面
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、

伊
耶
那
美
命
が
、
伊
耶
那
岐
命
よ
り
先
に
呼
び
か
け
た
。
す
る
と
伊
耶

那
岐
命
は
、｢

女
人
を
み
な

の
先ま

づ
言い

ひ
つ
る
は
、
良よ

く
あ
ら
ず｣

と
い
い
、

実
際
、
不
具
の
子
、
水
蛭
子
が
生
ま
れ
た

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
経
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
儒
教
の
夫
唱
婦
随
思
想
の
影
響
が

み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
が
、
儒
家

思
想
の
み
の
影
響
で
な
っ
た
と
す
る
の
は
、
危
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『

記』

編
纂
当
時
、
日
本
で
は
、
儒
家
に
限
ら
ず
、
幅
広
い
漢
籍
が
読

ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
儒
家
思
想
風
で
は
な
い
漢
籍
も
、

読
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
視
点
に
た
っ
て
、
こ
の
聖
婚
の
場
面
が
形
成
さ
れ
た
背

景
に
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
漢
籍
の
、
ど
う
い
う
影
響
が
あ
っ
た
の
か

を
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

一
、｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

と
は

ま
ず
、
伊
耶
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命
が
、
互
い
に
呼
び
か
け
合
っ
て

結
婚
す
る
、
い
わ
ゆ
る

｢

聖
婚｣

の
場
面
を
示
そ
う
。
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二ふ
た

柱
は
し
ら

の
神か
み

、
天あ
め

の
浮う
き

橋は
し

に
立
た
し
て
、
其そ

の
沼ぬ

矛ほ
こ

を
指さ

し
下お
ろ

し

て
画か

き
し
か
ば
、
塩し
ほ

こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
画か

き
鳴な

し
て
、
引ひ

き
上あ

げ

し
時
に
、
其
の
矛
の
末す

ゑ

よ
り
垂
し
た
だ

り
落お

ち
し
塩
は
、
累
か
さ
な

り
積つ
も

り
て

島
と
成
り
き
。
是こ

れ

、
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島し
ま

ぞ
。
其
の
島
に
天あ
ま

降く
だ

り
坐ま

し
て
、

天あ
め

の
御み

柱
は
し
ら

を
見み

立た

て
、
八や

尋ひ
ろ

殿ど
の

を
見
立
て
き
。
是こ
こ

に
、
其
の
妹い
も

伊
耶
那
美
命
を
問と

ひ
て
曰い

ひ
し
く
、｢

汝
な
む
ち

が
身
は
、
如い

何か

に
か
成

れ
る｣

と
い
ひ
し
に
、
答こ
た

へ
て
白ま
を

し
し
く
、｢

吾あ

が
身
は
、
成
り

成な

り
て
成
り
合
は
ぬ
処
と
こ
ろ

一ひ
と

処
と
こ
ろ

在あ

り｣

と
ま
を
し
き
。
爾し
か

く
し
て
、

伊
耶
那
岐
命
の
詔

の
り
た
ま

ひ
し
く
、｢
我あ

が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り

余あ
ま

れ
る
処
一
処
在
り
。
故か
れ

、
此
の
吾あ

が
身
の
成
り
余
れ
る
処
を
以も
ち

て
、
汝
な
む
ち

が
身
の
成
り
合
は
ぬ
処
を
刺さ

し
塞ふ
さ

ぎ
て
、
国く

土に

を
生う

み

成
さ
む
と
以お

為も

ふ
。
生
む
は
、
奈い

何か

に｣

と
の
り
た
ま
ひ
し
に
、

伊
耶
那
美
命
の
答
へ
て
曰い

ひ
し
く
、｢

然し
か

、
善よ

し｣
と
い
ひ
き
。

爾し
か

く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
の
詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
、｢

然し
か

ら
ば
、
吾あ
れ

と
汝
な
む
ち

と
、
是こ

の
天あ

め

の
御み

柱
は
し
ら

を
行
き
廻め

ぐ

り
逢あ

ひ
て
、
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ

を
為せ

む｣

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
如か

此く

期ち
ぎ

り
て
、
乃
す
な
は

ち
詔
の
り
た
ま

ひ
し

く
、｢

汝
な
む
ち

は
、
右み
ぎ

よ
り
廻
り
逢
へ
。
我あ
れ

は
、
左
ひ
だ
り

よ
り
廻
り
逢
は

む｣

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
約ち
ぎ

り
竟を
は

り
て
廻
り
し
時
に
、
伊
耶
那
美

命
の
先ま

づ
言
は
く
、｢

あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を｣

と
い
ひ
、

後の
ち

に
伊
耶
那
岐
命
の
言
ひ
し
く
、｢

あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を｣

と
い
ひ
き
。
各
お
の
お
の

言
ひ
竟を
は

り
し
後の
ち

に
、
其そ

の
妹い
も

に
告の

ら
し
て
曰い

ひ

し
く
、｢

女
人
を
み
な

の
先ま

づ
言い

ひ
つ
る
は
、
良よ

く
あ
ら
ず｣

と
い
ひ
き
。

然し
か

れ
ど
も
、
く
み
ど
に
興お
こ

し
て
生う

み
し
子
は
、
水ひ

蛭る

子こ

。
此こ

の
子

は
、
葦あ

し

船ぶ
ね

に
入い

れ
て
流
し
去さ

り
き
。(『

記』
｢

上
巻｣)

こ
の
場
面
で
注
目
す
べ
き
は
、｢

伊
耶
那
美
命
か
ら
先
に
呼
び
か
け

た
た
め
、
国
生
み
が
失
敗
し
た｣

と
い
う
部
分
だ

(

以
下
、｢

伊
耶
那

美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣)

。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
儒
家
風
の
夫
唱
婦
随
思
想
の
影
響

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
倉
野
憲
司
氏
は
、

｢

夫
唱
婦
随
、
男
尊
女
卑
の
中
国
思
想
の
反
映
で
あ
ら
う
。｣

と
述
べ
て

い
る

(

１)

。
こ
れ
に
似
た
こ
と
は
、
田
所
義
行
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
田
所
氏
は
、

『

記』
｢

上
巻｣

に
登
場
す
る
女
神
が
、
儒
家
風
の
婦
道
に
影
響
を
受
け

て
い
る
と
し
、『

記』

編
纂
当
時
、
儒
教
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と

を
論
じ
た

(

２)

。

さ
ら
に
古
い
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
津
田
左
右
吉
氏
も
、
夫
唱
婦
随
思

想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

３)

。

以
上
は
あ
く
ま
で
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
神
話
は
、
や
は
り
、
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儒
家
思
想
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
従
来
の
論
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
批
判
す
る
必
要
も
あ
る
ま

い
。
こ
の
神
話
に
お
い
て
、
二
柱
神
の
唱
和
後
に
、
伊
耶
那
岐
命
は
、

｢

女
人
の
先
づ
言
ひ
つ
る
は
、
良
く
あ
ら
ず｣

と
い
う
。
実
際
、
そ
の

後
に
、
水
蛭
子

こ
こ
で
は
、
倉
野
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

骨

無
し
の
ぐ
に
や
ぐ
に
や
し
た
不
具
の
子｣

と
解
す

(

４)

が
誕
生
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
儒
教
の
男
尊
女
卑
思
想
、
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
夫
唱
婦
随
思
想
の
影
響
と
み
て
相
違
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
夫
唱
婦
随
思
想
の
み
か
ら
、
こ
の
神
話
が
形
成
さ
れ
た
と

す
る
の
は
、
少
々
危
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
面
、

(

あ
と
で

｢

良
く
あ
ら
ず｣

と
さ
れ
る
に
し
て
も)
伊
耶
那
美
命
が
先

に

｢

あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を｣

と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私

は
こ
の
事
実
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

｢

女
性
が
先
に
呼
び
か
け
る｣

こ

と(

以
下
、｢

女
人
先
言｣)

は
、
夫
唱
婦
随
思
想
の
観
点
か
ら
み
る
と
、

非
常
に
具
合
が
わ
る
い
こ
と
で
あ
り
、
当
初
か
ら
削
っ
て
も
よ
か
っ
た

ろ
う
。
し
か
し

『

記』

撰
述
者
た
ち
は
、
そ
の
部
分
を
削
ら
な
い
で
き

ち
ん
と
叙
述
し
、
そ
の
あ
と
で
、
伊
耶
那
岐
命
に

｢

良
く
あ
ら
ず｣

と

い
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
の

｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

に
つ
い
て
は
、

｢

女
性
か
ら
先
に
呼
び
か
け
た｣

と
い
う
部
分
と
、｢

女
性
か
ら
呼
び
か

け
た
か
ら
、
よ
く
な
い
こ
と
が
起
き
た｣

と
い
う
部
分
と
の
、
二
本
柱

か
ら
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、『

記』

は
、
口
承
、
筆
録
と
い
っ
た
、
様
々
な
遺
存
す

る
情
報
が
か
ら
み
合
い
、
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
小
島
憲
之
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『

記』

序
文
は
、

『

文
選』

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

(

５)

。

ま
た
、｢

国
生
み
神
話｣

の
後
に
あ
る
、
伊
耶
那
岐
命
が
死
ん
だ
伊

耶
那
美
命
に
会
い
に
行
く
、
い
わ
ゆ
る

｢

黄
泉
訪
問
神
話｣

は
、(

非

儒
家
の)

道
家
思
想
や
民
間
信
仰
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る

(

６)

。

こ
の
よ
う
に

『

記』

の
記
事
は
、
儒
家
だ
け
で
な
く
、
幅
広
い
漢
籍

か
ら
材
料
を
取
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

｢

伊

耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

、
と
く
に

｢

女
人
先
言｣

に
つ
い
て
も
、

儒
家
思
想
以
外
の
影
響
関
係
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
、｢

女
人
先
言｣

に
関
係

が
あ
り
そ
う
な
漢
籍
に
つ
い
て
、
私
が
気
づ
い
た
も
の
を
指
摘
し
て
ゆ

こ
う
。
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二
、『

詩
経』

に
お
け
る

｢

女
人
先
言｣

本
章
で
は
、｢
女
人
先
言｣

に
か
か
わ
り
得
る
、『

詩
経』

の
民
謡
と

『

世
説
新
語』

の
説
話
を
取
り
あ
げ
よ
う
。

ま
ず
は
、『

詩
経』
に
つ
い
て
で
あ
る
。『

詩
経』

は
、
儒
教
経
典
の

一
つ
で
は
あ
る
が
、
古
来
ず
っ
と
批
判
さ
れ
て
き
た
例
外
的
な
篇
が
あ

る
。
そ
れ
が
、｢

鄭
風｣

(

鄭
の
国
の
民
謡)

と

｢

衛
風｣
(

衛
の
国
の

民
謡)

中
の
歌
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
歌
が
批
判
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
若
い

男
女
が
楽
し
み
合
う
内
容
の
も
の
が
多
い
か
ら
だ
。
な
か
で
も｢

鄭
風｣

に
は
、
女
性
か
ら
男
性
に
呼
び
か
け
て
い
る
民
謡
が
多
い
。
儒
家
思
想

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
風
俗
を
乱
す
も
の
と
し
て
、
お
お
い

に
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
鄭
や
衛
の
国
の
民
謡
に
、
そ
の
よ
う
な
、
淫
ら
と
さ
れ
る
も

の
が
多
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鈴
木
修
次
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

(

７)

。

す
な
わ
ち
、
鄭
や
衛
は
、
か
つ
て
の
殷
王
朝
の
中
心
地
近
く
に
位
置

す
る
国
で
あ
っ
た
。
殷
王
朝
は
、
女
性
の
権
利
が
強
い
王
朝
だ
っ
た
よ

う
だ
。
鄭
や
衛
の
国
は
、
そ
の
土
地
及
び
風
俗
を
受
け
継
い
で
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
地
理
的
な
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
て
、
鄭
や
衛
の

国
の
民
謡
に
は
、
男
女
が
ふ
ざ
け
合
う
も
の
が
多
く
な
っ
た

と
。

具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
�
兮
�
兮

風
其
吹
女

叔
兮
伯
兮

倡
予
和
女

�
兮
�
兮

風
其
漂
女

叔
兮
伯
兮

倡
予
要
女

(『

詩
経』

｢

鄭
風｣)

枯
れ
葉
よ
、
枯
れ
葉
よ
、
風
が
お
前
に
ふ
き
つ
け
る
。
三
郎

さ
ん
よ
太
郎
さ
ん
よ
、[

枯
れ
葉
に
吹
き
つ
け
る
風
の
よ
う
に
、]

さ
そ
い
を
か
け
て
下
さ
れ
ば
わ
た
し
は
あ
な
た
の
い
う
こ
と
を

き
く
。

枯
れ
葉
よ
、
枯
れ
葉
よ
、
風
が
お
前
に
ひ
る
が
え
す
。
三
郎

さ
ん
よ
太
郎
さ
ん
よ
、
声
を
か
け
て
く
れ
れ
ば
わ
た
し
は
あ
な

た
と
一
緒
に
な
る
。(『

吉
川
幸
次
郎
全
集

第
三
巻』

二
七
四

〜
二
七
五
頁
参
照)

②
投
我
以
木
瓜

報
之
以
瓊
�

匪
報
也

永
以
爲
好
也

投
我
以
木
桃

報
之
以
瓊
瑤

匪
報
也

永
以
爲
好
也

投
我
以
木
李

報
之
以
瓊
玖

匪
報
也

永
以
爲
好
也

(『

詩
経』

｢

衛
風｣)
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わ
た
し
に
木
瓜
の
実
を
な
げ
か
け
た
人
。
お
礼
に
き
れ
い
な

さ
げ
も
の
の
玉
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
お
礼
と
い
う
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
仲
よ
し
で
あ
る
よ
う
に
。

わ
た
し
に
桃
の
実
を
な
げ
か
け
た
人
。
お
礼
に
き
れ
い
な
宝

石
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
お
礼
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

つ
ま
で
も
仲
よ
し
で
あ
る
よ
う
に
。

わ
た
し
に
李
の
実
を
な
げ
か
け
た
人
。
お
礼
に
き
れ
い
な
玉

を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
お
礼
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ

ま
で
も
仲
よ
し
で
あ
る
よ
う
に
。(『

吉
川
幸
次
郎
全
集

第
三

巻』

二
二
一
〜
二
二
二
頁
参
照)

①
は
、｢

鄭
風｣

に
属
す
る
民
謡
で
あ
る
。
こ
の
民
謡
は
、
女
性
が

男
性
に
歌
い
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
が
先
に
呼
び
か
け
て
い

る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

一
方
で
、
②
は
、｢

衛
風｣

に
属
す
る
民
謡
で
あ
り
、
男
性
が
歌
っ

た
も
の
に
な
る
。
た
だ
、
注
意
点
と
し
て
、
こ
の
民
謡
は
、
木
瓜

(
桃

の
実
、
李
の
実)

を
投
げ
か
け
て
く
れ
た
女
性
へ
、
そ
の
お
返
し
を
し

よ
う
と
し
て
、
男
性
が
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
呼
び
か
け
た
の
は

女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
女
性
が
男
性
に
果
物
を
投
げ
て
求
婚
す
る

と
い
う
風
習
は
、
後
世
ま
で
受
け
継
が
れ
、『

世
説
新
語』

｢

容
止
第
十

四｣

の
劉
孝
標
注
に
そ
の
か
げ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

(

後
述)

。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
古
代
中
国
の｢

擲
果｣

の
習
俗
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

８)

。

｢

擲
果｣

の
習
俗
と
は
、｢

夏
に
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
、
果
樹
園
に
男

女
が
集
ま
り
、
お
も
い
の
ま
ま
に
踊
り
た
の
し
む
。
そ
の
時
に
、
男
女

は
、
男
性
グ
ル
ー
プ
と
女
性
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
向
か
い
合
い
、
女

性
は
、
自
分
の
想
う
相
手
に
と
れ
た
て
の
果
実
を
投
げ
て
競
う
。
果
物

が
あ
た
っ
た
男
性
は
お
返
し
を
し
て
、
二
人
は
夫
婦
に
な
る｣

と
い
う

も
の
で
あ
る

(

９)

。

以
上
、『

詩
経』

の

｢

鄭
風｣

や

｢

衛
風｣

か
ら
、
古
代
中
国
に
は
、

女
性
か
ら
男
性
に
呼
び
か
け
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

続
い
て
、
時
代
が
少
し
と
ぶ
が
、
こ
れ
と
同
種
の
資
料
と
し
て
、

『

世
説
新
語』

を
み
て
ゆ
こ
う
。『

世
説
新
語』

は
、
南
朝
宋
の
と
き

(

五
世
紀
中
葉)

、
皇
族
の
劉
義
慶
が
編
纂
を
さ
せ
た
書
物
で
あ
る
。
そ

の
後
、
南
朝
梁

(

六
世
紀
前
半)

の
と
き
に
な
っ
て
、
劉
孝
標
が
注
釈

を
施
し
た
。

次
の
も
の
は
、
そ
の

｢

容
止
第
十
四｣

か
ら
の
引
用
で
あ
る

([
]

部
分
が
劉
孝
標
注)

。
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潘
岳
妙
有
姿
容
、
好
神
情
。
少
時
、
挾
彈
出
洛
陽
道
、
婦
人
遇
者
、

莫
不
連
手
共
�
之
。
左
太
沖
�
醜
。
亦
復
效
岳
游
遨
。
於
是
群
嫗

齊
共
亂
唾
之
、
委
頓
而
返
。[

語
林
曰
、
安
仁
至
美
、
毎
行
、
老

嫗
以
果
擲
之
、
満
車
。
張
孟
陽
至
醜
、
毎
行
、
小
兒
以
瓦
石
投
之
、

亦
満
車
。
二
説
不
同
。]

潘
岳
は
す
ぐ
れ
た
容
姿
の
持
ち
主
で
あ
り
、
え
も
い
わ
れ
ぬ

風
情
を
そ
な
え
て
い
た
。
若
い
こ
ろ
弾
弓
を
た
ず
さ
え
て
洛
陽

の
道
に
出
た
と
こ
ろ
、
出
あ
っ
た
女
た
ち
は
、
み
な
手
を
つ
な

い
で
彼
を
取
り
ま
い
た
。
左
太
沖
は
ふ
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
醜
男

だ
っ
た
。
や
は
り
潘
岳
に
見
な
ら
っ
て
外
を
ぶ
ら
つ
い
た
。
す

る
と
、
お
ば
さ
ん
連
中
が
い
っ
せ
い
に
集
ま
っ
て
唾
の
雨
を
あ

び
せ
た
の
で
、
ほ
う
ほ
う
の
て
い
で
逃
げ
帰
っ
た
。

[『

語
林』

に
い
う
、｢

安
仁

(

潘
岳)

は
非
常
に
美
し
く
、

出
か
け
る
た
び
に
、
婆
さ
ん
た
ち
で
さ
え
、
く
だ
も
の
を
投
げ

つ
け
た
の
で
、
車
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
張
孟
陽

(

張
載)

は
非
常
に
醜
く
、
出
か
け
る
た
び
に
、
子
供
た
ち
で
さ
え
瓦
石

を
投
げ
つ
け
、
や
は
り
車
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。｣

と
。
こ

の
二
説
は
異
な
っ
て
い
る
。]

(『

新
釈
漢
文
大
系

世
説
新
語

(

下)』

七
六
五
〜
七
六
六
頁
参
照)

こ
の
劉
孝
標
注
の
説
話
で
は
、
女
性

(

婆
さ
ん)

が
美
男
の
潘
岳
に

く
だ
も
の
を
投
げ
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う

(

婆
さ
ん
さ
え
投
げ
る
の

だ
か
ら
、
若
い
娘
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
い
う
寓
意
が
ひ
そ
ん
で
い
る)

。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、『

詩
経』

に
み
え
る

｢

擲
果｣

の
習
俗
が
、
後
世

ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、｢

女
人
先
言｣

の
風
習
は
、
古
く
紀
元
前
の

『

詩
経』

の
こ
ろ
か
ら
存
し
、
そ
れ
が
六
朝
期
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
六
朝
志
怪
に
お
け
る

｢

女
人
先
言｣

つ
づ
い
て
、
六
朝
志
怪
小
説
の
な
か
か
ら
、
本
稿
に
か
か
わ
り
得
る

説
話
を
み
て
ゆ
こ
う
。

概
し
て
い
う
と
、
六
朝
志
怪
に

｢

女
人
先
言｣

説
話
は
、
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
漢
武
帝
以
後
の
儒
教
中

心
主
義
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
ひ
と
ま
ず
、

少
な
い
な
が
ら
、｢

女
人
先
言｣

説
話
を
二
つ
示
そ
う
。

①
漢
、
董
永
、
千
乘
人
。
少
偏
孤
、
與
父
居
肆
、
力
田
畝
、
鹿
車

載
自
隨
。
父
亡
、
無
以
葬
、
乃
自
賣
為
奴
、
以
供
喪
事
。
主
人
知
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其
賢
、
與
錢
一
萬
、
遣
之
。
永
行
、
三
年
喪
畢
、
欲
還
主
人
、
供

其
奴
職
。
道
逢
一
婦
人
曰
、｢

願
為
子
妻
。｣

遂
與
之
�
。
主
人
謂

永
曰
、｢

以
錢
與
君
矣
。｣

永
曰
、｢

蒙
君
之
惠
、
父
喪
收
藏
、
永

雖
小
人
、
必
欲
服
勤
致
力
、
以
報
厚
�
。｣

主
曰
、｢

婦
人
何
能
。｣

永
曰
、｢

能
織
。｣
主
曰
、｢

必
爾
者
、
但
令
君
婦
為
我
織
�
百
疋
。｣

於
是
永
妻
為
主
人
家
織
、
十
日
而
畢
。
女
出
門
、
謂
永
曰
、｢

我
、

天
之
織
女
也
。
�
君
至
孝
、
天
帝
令
我
助
君
償
債
耳
。｣

語
畢
、

凌
空
而
去
、
不
知
所
在
。(『
搜
神
記』

巻
一)

漢
の
董
永
は
千
乗

(

山
東
省)
の
人
で
あ
る
。
子
供
の
こ
ろ

母
を
亡
く
し
た
た
め
、
父
親
と
町
に
住
ん
で
畑
仕
事
に
精
を
出

し
、
父
を
小
さ
い
車
に
の
せ
て
、
自
分
は
そ
の
あ
と
か
ら
つ
い

て
歩
い
た
。
そ
の
う
ち
父
親
も
亡
く
な
っ
た
が
、
葬
式
を
す
る

金
が
な
い
。
そ
こ
で
自
分
の
身
を
奴
隷
に
売
り
、
そ
の
金
を
葬

式
の
費
用
に
あ
て
た
。
す
る
と
彼
を
買
っ
た
主
人
が
孝
行
息
子

だ
と
知
っ
た
の
で
、
一
万
貫
の
銭
を
与
え
た
う
え
、
家
へ
帰
し

て
く
れ
た
。

董
永
は
家
に
帰
り
、
三
年
の
喪
を
す
ま
せ
る
と
、
主
人
の
家

へ
引
き
返
し
て
奴
隷
の
つ
と
め
を
果
た
そ
う
と
出
か
け
た
。
す

る
と
そ
の
途
中
で
出
会
っ
た
一
人
の
女
が
、｢

ど
う
ぞ
あ
な
た

の
妻
に
し
て
下
さ
い｣

と
言
う
の
で
、
連
れ
だ
っ
て
主
人
の
屋

敷
へ
行
っ
た
。

主
人
は
、｢

あ
な
た
の
銭
は
あ
な
た
に
あ
げ
た
の
で
す
が｣

と
言
っ
た
が
、
永
は
、｢

旦
那
の
お
恵
み
を
受
け
て
、
父
の
葬

式
も
す
ま
せ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
卑
し
い
身
分
の
者
で
は
あ

り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
と
も
働
い
て
あ
な
た
の
お
役
に
立
ち
、
ご
恩

返
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す｣

そ
こ
で
主
人
が
、｢

奥
さ
ん
は

何
が
で
き
る
の
で
す
？｣

と
た
ず
ね
る
と
、
永
は
、｢

機
織
り

が
で
き
ま
す｣

｢

で
は
、
ど
う
し
て
も
働
い
て
く
だ
さ
る
の
な

ら
、
奥
さ
ん
に
百
疋
の
絹
を
織
ら
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
け
っ
こ

う
で
す｣

そ
こ
で
永
の
妻
は
、
主
人
の
た
め
に
機
を
織
り
始
め
た
が
、

十
日
で
百
疋
を
織
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
主
人
の
家
を
出
て
か
ら
、
妻
は
永
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。

｢

わ
た
く
し
は
天
上
の
織
女
で
す
。
あ
な
た
の
こ
の
上
な
い
孝

行
を
め
で
て
、
天
帝
さ
ま
が
あ
な
た
の
お
手
伝
い
を
し
、
借
金

を
返
し
て
あ
げ
る
よ
う
に
と
、
わ
た
く
し
へ
お
命
じ
に
な
っ
た

の
で
す｣

言
い
終
る
と
空
へ
舞
い
あ
が
っ
て
行
き
、
姿
は
見
え

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。(『

東
洋
文
庫

捜
神
記』

二
八
〜
二

47



九
頁
参
照)

②
漢
、
談
生
者
、
年
四
十
、
無
婦
、
常
感
激
讀
詩
經
、
夜
半
、
有

女
子
、
年
可
十
五
六
、
姿
顏
服
飾
、
天
下
無
雙
、
來
就
生
為
夫
婦

之
言
、
曰
、｢

我
與
人
不
同
、
勿
以
火
照
我
也
、
三
年
之
後
、
方

可
照
耳
。｣
與
為
夫
婦
、
生
一
兒
、
已
二
�
、
不
能
忍
、
夜
、
伺

其
寢
後
、
盜
照
視
之
。
其
腰
已
上
生
肉
、
如
人
、
腰
已
下
、
但
有

枯
骨
。
婦
覺
、
遂
言
曰
、｢
君
負
我
。
我
垂
生
矣
、
何
不
能
忍
一

�
、
而
竟
相
照
也
。｣

生
辭
謝
涕
泣
、
不
可
復
止
。
云
、｢

與
君
雖

大
義
永
離
、
然
顧
念
我
兒
若
貧
不
能
自
偕
活
者
、
暫
隨
我
去
、
方

遺
君
物
。｣

生
隨
之
去
、
入
華
堂
、
室
宇
器
物
不
凡
。
以
一
珠
袍

與
之
、
曰
、｢

可
以
自
給
。｣

裂
取
生
衣
裾
留
之
而
去
。
…
…

(『

搜
神
記』

巻
十
六)

漢
の
こ
ろ
、
談
生
と
い
う
男
は
四
十
歳
に
な
っ
て
も
独
身
で
、

日
ご
ろ

『

詩
経』

を
読
ん
で
は
胸
に
こ
た
え
る
思
い
を
し
て
い

た
の
だ
が
、
あ
る
夜
も
ふ
け
わ
た
っ
た
時
分
に
、
一
人
の
娘
が

現
わ
れ
た
。
年
の
こ
ろ
は
十
五
、
六
、
顔
か
た
ち
と
い
い
、
着

て
い
る
も
の
と
い
い
、
こ
の
世
に
二
人
と
無
い
ほ
ど
の
す
ば
ら

し
さ
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
に
近
寄
る
と
、
夫
婦
に
な
り
ま
し
ょ

う
と
言
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
言
葉
を
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。

｢

私
は
普
通
の
人
間
と
は
違
い
ま
す
か
ら
、
あ
か
り
で
私
を
照

ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
三
年
た
っ
て
か
ら
な
ら
、
照
ら
し
て

も
か
ま
い
ま
せ
ん
が｣

こ
う
し
て
二
人
は
夫
婦
と
な
り
、
男
の
子
が
生
ま
れ
た
。
だ

が
、
そ
の
子
が
二
つ
に
な
っ
た
あ
と
、
生
は
が
ま
ん
が
で
き
な

く
な
っ
て
、
夜
な
か
に
妻
が
寝
こ
ん
だ
の
を
見
す
ま
し
、
こ
っ

そ
り
あ
か
り
で
照
ら
し
て
み
た
。
す
る
と
妻
の
腰
か
ら
上
に
は

普
通
の
人
間
同
様
に
肉
が
つ
い
て
い
た
が
、
腰
か
ら
下
は
ひ
か

ら
び
た
白
骨
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
妻
は
目
を
醒
ま
し
て
、｢

あ

な
た
は
約
束
を
破
り
ま
し
た
ね
。
私
は
も
う
少
し
で
生
き
返
る

と
こ
ろ
で
し
た
の
に
。
ど
う
し
て
も
う
一
年
の
が
ま
ん
が
で
き

ず
に
、
私
を
照
ら
し
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
す
？｣

と
言

う
。
生
は
涙
を
流
し
て
あ
や
ま
っ
た
が
、
い
ま
と
な
っ
て
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
す
る
と
妻
が
、｢

あ
な
た
と
の
ご

縁
は
永
久
に
絶
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
の
生
ん
だ
子
が

貧
乏
ゆ
え
に
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
せ
な
い
よ
う
な
こ
と

に
な
っ
た
ら
と
、
そ
れ
が
気
が
か
り
で
す
。
ち
ょ
っ
と
私
に
つ

い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
あ
な
た
に
贈
り
物
を
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ

う｣
と
言
う
の
で
、
生
が
あ
と
か
ら
つ
い
て
行
く
と
、
り
っ
ぱ
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な
座
敷
に
は
い
っ
た
。
部
屋
の
つ
く
り
と
い
い
家
具
と
い
い
、

そ
こ
ら
に
見
か
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
妻
は
赤
い
袍
を

取
り
出
し
て
生
に
与
え
、｢

こ
れ
で
生
計
が
立
つ
で
し
ょ
う｣

と
言
う
と
、
生
の
着
物
の
裾
を
裂
き
、
形
見
の
し
る
し
に
お
さ

め
て
立
ち
去
っ
た
。
…
…

(『

東
洋
文
庫

捜
神
記』

三
一
四

〜
三
一
五
頁
参
照)

こ
れ
ら
の
資
料

(

傍
線
部
に
注
意)

で
は
、
女
性
た
ち
は

｢

女
人
先

言｣

を
体
現
し
た
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
方
か
ら
積
極
的
に
活
動
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
説
話
が
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
林
田
慎
之

助
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、｢

志
怪
小
説
の
担
い
手
が
民
衆
で
あ
り
、

婦
道
と
い
っ
た
儒
教
的
モ
ラ
ル
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
か
な
り
み
ず
か
ら

の
内
な
る
欲
求
に
忠
実
な
女
性
観
が
か
れ
ら
の
心
底
に
あ
っ
た
が
た
め

で
あ
ろ
う

(

�)｣

。

す
な
わ
ち
、
六
朝
志
怪
に
あ
ら
わ
れ
る
女
性
た
ち
は
、
志
怪
小
説
の

担
い
手
で
あ
っ
た
民
衆
の
欲
求
に
よ
っ
て
、
儒
教
の
拘
束
か
ら
免
れ
た

傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
夫
唱
婦
随
と
歌
垣

以
上
、
中
国
に
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
か
ら
逸
脱
し
た
民
謡
や
漢
籍
が

あ
り
、
そ
れ
ら
が
、
上
代
日
本
に
伝
来
し
、『

記』

撰
述
者
た
ち
に
、

｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

を
形
成
す
る
発
想
を
与
え
た
可
能

性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
論
じ
た
。

本
章
で
は
、
い
ま
ま
で
の
論
を
受
け
つ
つ
、
上
代
日
本
の
男
女
関
係

が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
察

し
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
。

ま
ず
、『

記』

と
近
い
時
代
の
、『

万
葉
集』

に
注
目
し
て
み
よ
う
。

『

万
葉
集』

に
は
、
全
四
五
一
六
首
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
、
持
統
天
皇
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
天
皇
か

ら
、
甲
の
妻
、
乙
の
娘
の
ご
と
き
無
名
の
女
性
ま
で
、
実
に
幅
広
い
階

層
の
女
性
歌
人
に
よ
る
恋
の
歌
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ら

の
歌
で
は
、
彼
女
た
ち
は
、
自
分
の
方
か
ら
男
性
に
呼
び
か
け
、
恋
の

お
も
い
を
か
た
り
か
け
て
い
る
。
ま
さ
に

｢

女
人
先
言｣

を
体
現
し
た

歌
群
で
あ
る
。

そ
れ
ら
女
性
歌
人
に
よ
る
歌
の
総
数
は
、
一
瀬
幸
子
氏
の
調
査
に
よ
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る
と
、
計
七
九
七
首

(

全
体
の
お
よ
そ
�
％)

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

(

自
然
や
神
的
な
こ
と
で
は
な
く)

人
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
は
、
計
六

八
八
首
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
雑
歌

(

一
〇
一
首
、
�
％)

、
相
聞
歌

(

五
五
四
首
、
�
％)

、
挽
歌

(

三
三
首
、
５
％)

と
な
る

(

�)

。
女
性
歌
に

お
け
る
、
相
聞
歌
の
割
合
が
高
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

ま
た
、
持
統
天
皇
や
額
田
王
の
よ
う
な
名
が
わ
か
る
有
名
歌
人
は
、

一
二
一
名
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
女
性
歌
人
の
な
か
で
も
、
大

伴
坂
上
郎
女
の
歌
は
も
っ
と
も
多
く
、
計
八
四
首
も
あ
る
と
い
う

(

�)

。

そ
れ
ら
の
歌
を
よ
ん
で
み
る
と
、
上
代
日
本
の
女
性
た
ち
が
、
い
か

に

｢

女
人
先
言｣

を
体
得
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け｣

も
、
漢
籍
の
影
響
云
々
を
い

う
以
前
に
、
上
代
日
本
の
ふ
つ
う
の
男
女
関
係
を
反
映
し
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
か
で
も
、『

万
葉
集』

中
に
み
え
る

｢

歌
垣｣

の
風
習
は
、｢
伊
耶

那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

へ
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

歌
垣
の
風
習
は
、『

常
陸
国
風
土
記』

に
み
ら
れ
る
筑
波
山
の
例
が
、

も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

夫そ

れ
筑つ
く

波は

の
岳や
ま

は
、
高た
か

く
雲く
も

に
秀ひ
い

で
に
た
り
。
最
頂
い
た
だ
き

の
西
の
峰み
ね

は

崢さ

�が

し
く
、
雄を

の
神か
み

と
謂い

ひ
て
登の

臨ぼ

ら
し
め
ず
。
但た
だ

、
東
ひ
む
が
し

の
峰み
ね

は
四よ

方も

に
磐
石
い
は
ほ

あ
れ
ど
も
、
升の

陟ぼ

る
ひ
と
�
�

か
ぎ
り
な

し
。
そ
の
側
か
た
は
ら

の

流な
が

る
る
泉
い
づ
み

は
、
冬ふ
ゆ

も
夏な
つ

も
絶た

え
ず
。
坂さ
か

よ
り
已
東
ひ
む
が
し

の
諸く
に

国ぐ
に

の
男
を
と
こ

も
女
を
み
な

も
、
春は
る

の
花は
な

の
開ひ
ら

く
時と
き

、
秋あ
き

の
葉は

の
黄も
み

た
む
節を
り

に
、
相
携
た
づ
さ

ひ
駢
	

つ
ら
な

り
、
飲
食
を
し
も
の

を
齎も
ち

賚き

て
、
騎う
ま

よ
り
歩か
ち

よ
り
登の

臨ぼ

り
、
遊た

楽の

し

み
栖い

遅こ

ふ
。
そ
の
唱う
た

に
曰い

は
く
、
…
…
詠う
た

へ
る
歌う
た

甚い
と

多さ
は

に
し
て
、

載
筆

の

す
る
に
勝た

へ
ず
。(『

常
陸
国
風
土
記』)

さ
ら
に
、『

万
葉
集』

に
も
、
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
と
し
て
、
筑
波
山

の
歌
垣
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
。

鷲わ
し

の
住
む

筑
波
つ
く
は

の
山
の

裳も

羽は

服き

津つ

の

そ
の
津
の
上う
へ

に

率
あ
ど
も

ひ
て

娘
子
を
と
め

壮
士
を
と
こ

の

行ゆ

き
集つ
ど

ひ

か
が
ふ


歌
か
が
ひ

に

人
妻
ひ
と
づ
ま

に

我わ

も
交ま
じ

は
ら
む

我わ

が
妻
に

人
も
言こ
と

問と

へ

こ
の
山
を

う
し
は
く
神
の

昔
よ
り

禁い
さ

め
ぬ
行わ

事ざ

ぞ

今け

日ふ

の
み
は

め

ぐ
し
も
な
見
そ

事
も
咎と

が

む
な

(

９
一
七
五
九)

実
際
、｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け｣

に
対
し
て
は
、
従
来
も
歌
垣

の
文
化
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た

(

�)

。
な
か
で
も
、
興

味
深
い
の
は
文
化
人
類
学
の
見
地
か
ら
考
察
し
た
楊
敬
娜
氏
の
論
で
あ

り
、
こ
の
場
面
を
取
り
あ
げ
て
、
歌
垣
は
も
と
も
と
、
女
性
か
ら
呼
び

か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る

(

�)

。

そ
も
そ
も
、｢
伊
耶
那
岐｣

、｢

伊
耶
那
美｣

と
い
う
名
前
の
由
来
は
、
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｢
イ
ザ｣

が
誘
う
言
葉
で
、｢

ナ｣

は｢

の｣

の
意
味
の
助
詞
、｢

キ｣

・

｢

ミ｣
が
そ
れ
ぞ
れ
男
と
女
を
あ
ら
わ
す
、
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
す
る
と
、

こ
の
二
柱
神
は
、
本
質
的
に
は
、
互
い
に
誘
い
合
う
属
性
を
有
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
歌
垣
の
文
化
を
反
映
さ

せ
た
と
す
る
論
は
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
お
お
む
ね
賛
同
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
上
代
日
本
の
原
始
的
な
社
会
の
な
か
に
、
礼
楽
を
た
っ
と

ぶ
先
進
的
な
漢
風
の
文
化

(

夫
唱
婦
随
思
想
を
ふ
く
む)

が
伝
わ
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
滔
々
た
る
漢
風
流
入
の
な
か
で
、
こ
の
よ

う
な
、
後
進
的
と
も
い
え
る

｢

女
人
先
言｣
の
文
化
は
、
生
き
残
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
国
の
社
会
に
お
い
て
は
、｢

女
人
先
言｣

は
も
と
よ
り
否
定
さ
れ
、

夫
唱
婦
随
思
想
が
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
著
名
な
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
よ

う
な
も
の
だ
。

牝
鷄
無
晨
。
牝
鷄
之
晨
、
惟
家
之
索
。(『

書
経』

｢

牧
誓
篇｣)

め
ん
ど
り
は

[

朝
の
時
を
告
げ
る]

と
き
を
つ
く
る
こ
と
は

な
い
。
も
し
め
ん
ど
り
が
と
き
を
つ
く
れ
ば
、
家

[

財
産]

を

な
く
し
て
し
ま
う
。(『

新
釈
漢
文
大
系

書
経

(

上)』

一
四

五
頁
参
照)

こ
の
考
え
は
、
六
朝
の
こ
ろ
も
有
名
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
、『

搜
神

記』

に
も
、｢

女
性
が
政
権
を
握
れ
ば
、
国
は
お
だ
や
か
な
ら
ず
、
め

ん
ど
り
が
と
き
を
告
げ
、
そ
の
飼
主
は
栄
え
な
い｣

と
結
ぶ
説
話
が
あ

り

(

�)

、
そ
の
浸
透
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
六
朝
志
怪
に
は
、｢

女
人
先
言｣

説
話
が
あ
ま
り
多
く
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
原
因

を
、(

儒
教
に
由
来
す
る)

夫
唱
婦
随
思
想
に
求
め
る
こ
と
は
、
十
分

可
能
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
お
も
し
ろ
い
資
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『

搜
神
後
記』

に
、
先
述
し
た

｢

擲
果｣

の
習
俗
を
反
映
し
た
と
お
も

わ
れ
る
説
話
が
あ
る
の
で
あ
る
。

會
稽
�
音
懋
。
縣
東
野
有
女
子
。
姓
�
、
字
望
子
。
路
忽
見
一
貴

人
、
儼
然
端
坐
。
即
�
侯
像
也
。
因
擲
兩
橘
與
之
。
數
數
形
見
、

遂
隆
情
好
。
望
子
心
有
所
欲
、
輒
空
中
得
之
。
常
思
膾
、
一
雙
鯉

自
空
而
至
。(『

搜
神
後
記』

巻
五)

會
稽
郡
�(

音
は
懋
。)

縣
の
東
野
に
在
る
娘
が
い
た
。
姓

は
呉
で
、
字
を
望
子
と
い
う
。
路
で
不
意
に
一
人
の
貴
人
が
、

い
か
め
し
く
正
坐
し
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
は
�
侯
の
神
像

だ
っ
た
。
そ
し
て
二
つ
の
蜜
柑
を
投
げ
て
望
子
に
与
え
た
。
�
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侯
は
し
ば
し
ば
姿
を
現
し
、
次
第
に
愛
情
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

望
子
が
心
に
欲
し
い
と
思
っ
た
も
の
は
、
す
ぐ
さ
ま
空
中
か
ら

現
れ
た
。
か
つ
て
膾
を
食
べ
た
い
と
思
っ
た
時
に
は
、
二
匹
の

鯉
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
。(『

陶
潛
搜
神
後
記』

八
〇
頁
参

照)

注
意
し
て
内
容
を
み
て
み
る
と
、
男
性
で
あ
る
�
侯
が
女
性
で
あ
る

望
子
に
果
物
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。｢

擲
果｣

の
習

俗
か
ら
み
れ
ば
、
見
事
に
男
女
の
立
場
が
逆
転
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
部
分
に
、
漢
王
朝
由
来
の
夫
唱
婦
随
思
想
の
影
響
を
み
る
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う

(

�)

。

こ
う
し
た
儒
教
の
男
尊
女
卑
の
考
え
方
が
、｢
女
人
先
言｣

の
文
化

を
淘
汰
し
、
ほ
ぼ
絶
滅
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
六
朝
志
怪
に
は
、｢

女
性
が
積
極
的
に
活
動
す
る
説
話｣
が
あ
ま

り
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

(

先
の
薫
永
や
談
生
の

説
話
は
稀
少
な
例
で
あ
る)

。

こ
う
考
え
て
ゆ
く
と
、
漢
風
文
化
に
と
っ
ぷ
り
浸
っ
て
し
ま
っ
た
日

本
に
は
、
書
物
の
な
か
に

｢

女
性
が
自
由
に
活
動
す
る
説
話｣

は
、
残

り
に
く
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
い
わ
ん
や
、『

記』

と
い
う
歴
史
書

の
な
か
に
、(『

常
陸
国
風
土
記』

や

『

万
葉
集』

に
み
ら
れ
る)

歌
垣

や｢

女
人
先
言｣

の
文
化
は
、
な
お
さ
ら
残
り
に
く
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
歴
史
書
編
纂
と
い
う
大
事
業
で
参
考
さ
れ
る
べ
き
書
物
は
、

や
は
り
正
統
な
漢
籍
、
す
な
わ
ち
、
夫
唱
婦
随
思
想
を
体
現
し
た
儒
教

風
の
書
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
存
の

『

記』

に

は
、
様
々
な
男
勝
り
の
女
性
が
登
場
し
、
活
発
に
活
躍
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
日
本
人
が
、
漢
籍
に
支
配
さ
れ
な
い
、
自
国
の
文
化
を
残
し
た

い
と
い
う
お
も
い
が
あ
っ
た
故
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

中
国
由
来
の
夫
唱
婦
随
思
想
と
、
そ
れ
に
反
す
る
日
本
の

(｢

女
人

先
言｣

も
許
容
す
る)

歌
垣
風
文
化
と
の
間
で
、
日
本
の
知
識
人
た
ち

は
、
心
が
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か

け
神
話｣

は
、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
章
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

五
、｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

の
成
立

本
章
で
は
、
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
、｢

伊
耶
那
美
の
呼
び
か
け
神

話｣

が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
と
お
も
う
。
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私
見
に
よ
る
と
、
こ
の

｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

に
つ
い

て
は
、
伊
耶
那
美
命
が
先
に
呼
び
か
け
て
、
伊
耶
那
岐
命
が
応
じ
る
と

い
う
形
が
、
原
型
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、『

記』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た

『

日
本
書
紀』

を
取
り
あ
げ
て

考
察
し
て
み
よ
う
。

『

紀』

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
、｢

一あ
る

書ふ
み

に
曰い
は

く｣

と
し
て
、
本
文
作

成
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
と
お
も
わ
れ
る
資
料
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

の
場
面
に
つ
い
て
は
、

｢

一
書
に
曰
く｣

が
全
部
で
十
条
あ
る
。
本
文
も
合
わ
せ
て
計
十
一
条

あ
る
な
か
で
、
二
柱
神
が
唱
和
す
る
話
が
あ
る
の
は
次
の
四
条
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
条
で
先
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
伊
耶
那
美
命
な

の
で
あ
る
。

①
時
に
陰め

神か
み

先ま

づ
唱と
な

へ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

憙

哉

あ
な
う
れ
し
ゑ
や

、
可
美
う
ま
し

少
男
を
と
こ

に

遇あ

ひ
ぬ
る
こ
と｣

と
の
た
ま
ふ
。
少
男
、
此こ
こ

に
は
烏を

等と

孤こ

と
云い

ふ
。
陽を

神か
み

悦
よ
ろ
こ

び
ず
し
て
曰
は
く
、

｢

吾わ
れ

は
是こ

れ

男
子

お
の
こ

な
り
。

理こ
と
わ
り

先ま

づ
唱と

な

ふ
べ
し
。
如
何

い
か
に

ぞ
婦
人

た
わ
や
め

の
反か

へ

り
て
言
先

こ
と
さ
き

だ
つ
る
や
。

事
既

こ
と
す
で

に
祥よ

か
ら
ず
。
以も

ち
て
改

あ
ら
た

め
旋め

ぐ

る
べ
し｣

と
の
た
ま
ふ
。

(

本
文)

②
陰め

神か
み

乃
す
な
は

ち
先ま

づ
唱と
な

へ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

妍
哉

あ
な
に
ゑ
や

、
可
愛
え

少
男
を
と
こ

を｣

と
の
た
ま
ふ
。
陽を

神か
み

後の
ち

に
和こ
た

へ
て
曰
は
く
、｢

妍
哉

あ
な
に
ゑ
や

、
可
愛
え

少
女
を
と
め

を｣

と
の
た
ま
ふ
。
遂つ
ひ

に
夫
婦
い
も
せ

と
為な

り
、
先
づ
蛭ひ
る

児こ

を
生う

み
た
ま

ふ
。
…
…
時
に
天
神

あ
ま
つ
か
み

、
太
占
ふ
と
ま
に

を
以も

ち
て
卜
合
う
ら
な

ひ
た
ま
ひ
、
乃
す
な
は

ち

教を
し

へ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

婦
人

た
わ
や
め

の
辞こ

と

、
其そ

れ
已す

で

に
先ま

づ
揚あ

げ
た
れ
ば
か
。

更
還

ま
た
か
へ

り
去い

ね｣

と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
時と
き

日ひ

を
卜
う
ら
へ

定さ
だ

め
て
降く
だ

し
た

ま
ふ
。(

第
一)

③
陰め

神か
み

先ま

づ
唱と
な

へ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

美
哉

あ
な
に
ゑ
や

、
善え

少
男
を
と
こ

を｣

と
の
た

ま
ふ
。
時
に
陰
神
の
言こ

と

先
さ
き
だ

つ
る
を
以も

ち
て
の
故ゆ

ゑ

に
、
不
祥

よ
か
ら
ず

と
し

て
、
更さ

ら

に
復ま

た

改
あ
ら
た

め
巡め

ぐ

り
た
ま
ふ
。
則
す
な
は

ち
陽を

神か
み

先
づ
唱
へ
て
曰
は

く
、｢

美
哉

あ
な
に
ゑ
や

、
善え

少
女
を
と
め

を｣

と
の
た
ま
ふ
。(

第
五)

④
陰め

神か
み

先
づ
唱と
な

へ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

妍
哉

あ
な
に
ゑ
や

、
可
愛
え

少
男
を
と
こ

を｣

と
の

た
ま
ふ
。
便

す
な
は

ち
陽を

神か
み

の
手
を
握と

り
、
遂つ
ひ

に
夫
婦
い
も
せ

と
為な

り
、
淡あ
は

路ぢ
の

洲し
ま

を
生う

む
。
次
に
蛭ひ
る

児こ

。(

第
十)

(

以
上

『

紀』
｢

巻
第
一｣)

す
べ
て

｢

陰
神｣

(

伊
耶
那
美
命)

が
先
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
を

ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

｢

伊
耶
那
美
命
の

呼
び
か
け
神
話｣

の
原
型
を
、
伊
耶
那
美
命
が
先
に
呼
び
か
け
る
と
い

う
形
態
に
求
め
る
の
は
、
お
お
よ
そ
見
当
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

と
く
に
、
④
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
が
見
受
け
ら
れ
な
い

(｢

女
人
先

言｣

を

｢
良
く
あ
ら
ず｣

と
し
な
い)

と
い
う
点
で
、｢

一
書
に
曰
く｣
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の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
原
型
に
近
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。

こ
の
男
女
呼
び
か
け
の
先
後
に
つ
い
て
は
、｢

記
紀
の
記
述
は
す
で

に
変
容
し
た
後
の
も
の
で
、
伊
耶
那
岐
命
が
先
に
呼
び
か
け
る
と
い
う

も
の
の
方
が
原
型
だ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か｣

と
い
っ
た
弁
護
も
あ
り
得
よ
う
。

し
か
し
、
夫
唱
婦
随
思
想
の
伝
来
に
と
も
な
っ
て
、
先
に
呼
び
か
け

る
側
を
、
伊
耶
那
美
命
か
ら
伊
耶
那
岐
命
に
逆
転
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
逆
、
つ
ま
り
伊
耶
那
岐
命
か
ら
伊
耶
那
美
命
に
変
化
さ
せ

る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
い
ざ
夫
唱
婦
随
思
想
が
中
国
か
ら
伝
来
し
、
正
し
い
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
先
に
呼
び
か
け
る
側
を
、
伊
耶
那
美
命

か
ら
伊
耶
那
岐
命
へ
と
変
更
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
と
お
も
わ

れ
る
。
で
は
太
安
万
侶
ら

『

記』

撰
述
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

改
め
て
現
存
す
る

｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

を
お
お
ま
か

に
整
理
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、

①
ま
ず
伊
耶
那
美
命
が
呼
び
か
け
る
。

②
次
い
で
伊
耶
那
岐
命
が
応
じ
る
。

③
伊
耶
那
岐
命
が

｢

女
人
の
先
づ
言
ひ
つ
る
は
、
良
く
あ
ら
ず｣

と
い
う
。

④
不
具
の
子
、
水
蛭
子
が
生
ま
れ
る
。

⑤
高
天
原
に
相
談
に
行
く
。

⑥
再
び
今
度
は
伊
耶
那
岐
命
か
ら
呼
び
か
け
る
。

⑦
次
い
で
伊
耶
那
美
命
が
応
じ
る
。

⑧
国
が
生
ま
れ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
も
と
の
物
語
だ
が
、
二
柱
神
の
呼
び
か
け
の
順
序
を
変
え
る

だ
け
で
、

⑥
ま
ず
伊
耶
那
岐
命
が
呼
び
か
け
る
。

⑦
次
い
で
伊
耶
那
美
命
が
応
じ
る
。

⑧
国
が
生
ま
れ
る
。

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
①
〜
⑧
の
う
ち
の
、
①
〜
⑤
が
な
く
と
も
、

⑥
⑦
⑧
の
み
で
、
物
語
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
場
面
で
は
、
④
を
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、『

紀』

本
文
で
は
、
こ
の
聖

婚
の
際
に
は
水
蛭
子
は
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
後
の
三
貴
子
誕
生
の
さ
い

に
、
不
具
の
子
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
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場
面
で
水
蛭
子
誕
生
を
必
ず
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、
④
を
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
は
い

い
が
た
い
。

⑤
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
で

は
、｢

天
つ
神
の
関
与
が
世
界
の
生
成
に
不
可
欠
だ
っ
た｣

と
い
う
こ

と
を
示
す
の
が
、
目
的
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、

『

紀』

本
文
で
は
、
こ
の
場
面
に
天
つ
神
は
関
与
し
て
い
な
い
。
加
え

て
、『

記』

の
記
述
か
ら
、
そ
も
そ
も
二
柱
神
が
国
生
み
を
は
じ
め
た

き
っ
か
け
は
天
つ
神
の
詔
に
あ
り
、
こ
こ
に
天
つ
神
に
よ
る
関
与
は
す

で
に
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
⑤
を
こ
の
場
面
で
特
筆
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
て
ゆ
く
と
、
や
は
り
先
の
⑥
⑦
⑧
の
み
で
物
語
を
構
成
し

た
方
が
、
よ
ほ
ど
簡
潔
な
も
の
に
な
っ
た
も
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
耶
那
岐
命
か
ら
伊
耶
那
美
命
へ
と
、
先
に
呼
び
か

け
る
側
を
書
き
換
え
る
だ
け
で
、(

主
人
公
が
異
性
に
呼
び
か
け
る
と

い
う)

歌
垣
の
文
化
も
残
せ
る
し
、
か
つ
夫
唱
婦
随
思
想
も
取
り
入
れ

た
形
に
な
り
得
る
。
物
語
の
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
だ

け
で
何
も
不
都
合
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、『

記』

撰
述
者
た
ち
は
実
際
に
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
ど

う
し
て
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
先
に
あ
げ
た
楊
敬
娜
氏
は
、
現
存
す
る

中
国
少
数
民
族
に
残
る
歌
垣
の
風
習
を
例
示
し
な
が
ら
、｢

女
人
先
言｣

を
有
す
る
も
と
の
①
〜
⑧
の
物
語
は
、
歌
垣
の

｢

女
性
が
先
に
呼
び
か

け
る
ル
ー
ル｣

の
名
残
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
一
理
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

私
は
、
こ
の
場
面
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
は
、『

記』

撰
述
者
た
ち
が
、

｢

伊
耶
那
美
命
が
先
に
呼
び
か
け
る｣

と
い
う
原
型
を
残
す
こ
と
に
執

着
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
漢
籍
の
後
盾
を
得
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

『

記』

撰
述
者
た
ち
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
を
尊
重
し
た
い
と
い
う
お

も
い
が
あ
り
、
か
と
い
っ
て
原
型
も
残
し
た
い
と
も
考
え
て
、
迷
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

①
〜
⑧
が
そ
ろ
っ
た
物
語
に
す
れ
ば
、
先
進
的
な
夫
唱
婦
随
に
そ
む

い
て
し
ま
う
し
、
か
と
い
っ
て
①
〜
⑤
を
略
し
て
⑥
⑦
⑧
だ
け
に
し
て

し
ま
う
と
、
先
人
由
来
の
わ
が
国
の
故
事
を
ね
じ
ま
げ
る
こ
と
に
な
る
。

安
万
侶
た
ち
は
悩
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
と
き
、『

記』

撰
述
者
た
ち
の
脳
裏
に
、『

詩
経』

の

｢

鄭
風｣
や

｢

衛
風｣

の
民
謡
が
お
も
い
う
か
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
た
、
さ
ら
に
、『

世
説
新
語』

の
潘
岳
の
説
話
や
六
朝
志
怪
の
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｢
女
人
先
言｣

説
話
も
想
起
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
詩
経』

に
み
ら
れ
る
歌
垣
に
通
じ
る
文
化
や
、
六
朝
志
怪
に
み
ら

れ
る

｢
女
人
先
言｣

説
話
は
、
た
と
え
中
国
で
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
の

台
頭
に
よ
っ
て
廃
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
上
代
の
日

本
社
会
に
お
い
て
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
よ
り
も
親
し
み
や
す
く
、
受
け

入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
上
代
日
本
が
、
そ
の

よ
う
な
文
化
を
否
定
し
な
い
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
夫
唱
婦
随
か
ら
逸
脱
し
た
漢
籍
に
ふ
れ
た
と
き
、
日
本
の

知
識
人
た
ち
は
、｢

か
よ
う
な
も
の
も
漢
籍
に
は
あ
る
の
か｣

と
喜
び

と
安
心
と
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
歌
垣
と
い
う
文
化
と
、
夫
唱
婦
随
思
想
と
を
折
衷
さ
せ

た
、
現
在
の
形
に
落
ち
着
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、｢

伊

耶
那
美
命
が
先
に
呼
び
か
け
る｣

と
い
う

(

原
型
と
お
も
わ
し
き)

形

態
は
、
そ
れ
に
類
似
す
る
漢
籍
の
後
盾
に
よ
っ
て
、
生
き
残
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『

古
事
記』

は
、
実
に
興
味
深
い
文
学
作
品
で
あ
る
。
な
か
で
も
、

そ
の

｢

上
巻｣

、
い
わ
ゆ
る

｢

神
代
巻｣

は
、
文
学
的
な
要
素
が
強
く
、

そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
話
が
形
成
さ
れ
た
背
景
を
探
る
こ
と
は
、

大
き
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
神
話
は
、
た
と
え
ば
思
想
面
だ
け
み
て
も
、
儒
家
思
想
や

道
家
思
想
、
さ
ら
に
は
民
間
信
仰
ま
で
も
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
、

多
層
な
形
態
を
な
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
た

｢

伊
耶
那
美
命
の

呼
び
か
け
神
話｣

こ
そ
、
そ
の
代
表
的
な
事
例
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

当
初
、
私
は
、｢

伊
耶
那
美
命
の
呼
び
か
け
神
話｣

は
、
中
国
の
儒

家
思
想
及
び
そ
の
関
連
文
献
の
影
響
下
で
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
予

想
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
調
査
し
て
み
る
と
、
予
想
に
反
し
、

日
本
の
歌
垣
風
文
化
も
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
こ
れ
は

私
に
と
っ
て
意
外
な
結
果
で
あ
っ
た
。
大
方
の
ご
批
正
を
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

注
(

１)

倉
野
憲
司

『

古
事
記
全
註
釈

第
二
巻

上
巻
篇

(

上)』
(

三
省
堂

一
九
七
四)

一
〇
六
頁

(
２)
田
所
義
行

『

儒
家
思
想
か
ら
見
た
古
事
記
の
研
究』

(

桜
楓
社

一

九
六
六)

二
五
一
〜
三
二
〇
頁
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(
３)

津
田
左
右
吉

『

神
代
史
の
研
究』

(

岩
波
書
店

一
九
二
四)

七
四

頁｢

女
神
が
男
神
に
先
だ
つ
て
も
の
を
い
つ
た
の
が
惡
い
と
い
ふ
の
が
、

夫
唱
婦
随
の
支
那
思
想
の
現
は
れ
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
参
照
す
る
が

よ
い
。｣

(

４)
(

注
１)
一
〇
八
頁

(

５)

小
島
憲
之

『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

上

出
典
論
を
中
心

と
す
る
比
較
文
学
的
考
察

』
(

塙
書
房

一
九
六
二)

一
九
五
〜
二

二
六
頁

(

６)
(

注
３)

一
四
九
頁

｢
桃
の
實
で
ヨ
ミ
の
軍
を
追
ひ
却
け
る
こ
と
は
、

桃
で
悪
鬼
を
は
ら
ふ
と
い
ふ
支
那
思
想
に
由
來
が
あ
る
に
違
な
く
…
…｣

(

７)

鈴
木
修
次

｢

鄭
・
衛
の
女
性
像

(『
詩
経』

よ
り)｣

(

石
川
忠
久
編

『

中
国
文
学
の
女
性
像』

所
収
。
汲
古
書
院

一
九
八
二)

一
〜
二
六

頁

(

８)
『

新
釈
漢
文
大
系

世
説
新
語

(

下)』
(

明
治
書
院

一
九
七
八)

七
六
六
頁

(

９)
(

注
８)

七
六
六
頁
要
約
。
こ
う
し
た
習
俗
を
最
初
に
指
摘
し
た
の

は
、
中
国
の
聞
一
多
だ
っ
た
よ
う
だ
。

(

�)

林
田
慎
之
助

｢

六
朝
志
怪
小
説
に
み
え
る
女
の
愛
と
背
信｣

(
注
７)

一
二
九
頁

(

�)

一
瀬
幸
子

｢

萬
葉
集
女
性
歌
に
つ
い
て

素
材
を
中
心
と
し
て

｣
(

熊
本
女
子
大
学
国
文
談
話
会

｢

国
文
研
究｣

一
四
号

一
九
六

八)

三
六
〜
四
四
頁

(

�)

大
津
麻
美

｢『

万
葉
集』

の
語
か
ら
見
る
〈
女
歌
〉〈
女
性
歌
〉

坂
上
郎
女
・
跡
見
庄
の
歌
を
考
察
対
象
と
し
て

｣
(

東
京
学
芸
大
学

国
語
科
古
典
文
学
研
究
室

｢

学
芸
古
典
文
学｣

九
号

二
〇
一
六)

一

二
頁

(

�)

荻
原
秀
三
郎『

稲
と
鳥
と
太
陽
の
道

日
本
文
化
の
原
点
を
追
う』

(

大
修
館
書
店

一
九
九
六)

一
八
六
頁

｢

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

国
生
み
神
話
に
は
、『

天
の
御
柱』

を
両
神
が
め
ぐ
っ
て
言
葉
を
か
け

合
う
婚
姻
儀
礼
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
も
一
種
の
歌
垣
で
あ
る
。｣

(

�)

楊
敬
娜

｢

中
国
と
日
本
の
歌
垣
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
研
究｣

(

広
島
大
学
博
士
論
文
。h

ttp
s:/
/
ir.lib

.h
iro
sh
im
a
-u
.a
c.jp
/
files/

p
u
b
lic/4/46939/

20190206105433172392/
k7666_3.p

d
f)

四
二

頁

｢

日
本
古
代
の
歌
垣
に
は
、
も
と
も
と
女
性
は
先
に
歌
う
べ
き
と
い

う
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
可
能
性
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｣

(

�)
『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

古
事
記』

(

小
学
館

一
九
九
七)

三

〇
頁
頭
注
に
、｢

イ
ザ
は
誘
う
言
葉
で
、
ナ
は

『

の』

の
意
の
助
詞
、

キ
・
ミ
は
男
女
を
示
す
。｣

と
あ
る
。
ま
た
、
荻
原
浅
男

『

古
事
記
へ

の
旅』

(

日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
七
九)

四
八
頁
に
は
、｢

岐
美
両

神
が
御
柱
め
ぐ
り
の
際
に
相
手
を
ほ
め
誘
う
掛
け
合
い
詞
は
、
や
は
り

御
柱
旋
回
の
歌
唱
行
事
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
岐
美
両

神
の
名
に
共
通
の
イ
ザ
が
相
手
を『

誘
う』

と
い
う
意
味
で
あ
る
の
は
、

こ
う
し
た
両
者
の
性
交
誘
引
の
動
作
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。｣

と
あ
る
。

(
�)

『

搜
神
記』

巻
六

漢
宣
帝
�
龍
元
年
、
未
央
殿
輅
	
中
雌


化
為
雄
、
毛
衣
變
化
、
而
不

鳴
、
不
將
、
無
距
。
元
帝
初
元
元
年
、
丞
相
府
史
家
雌


伏
子
、
漸
化

為
雄
、
冠
距
鳴
將
。
至
永
光
中
有
獻
雄


生
角
者
。
五
行
志
以
為
王
氏
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之
應
。
京
房
易
傳
曰
、｢

賢
者
居
明
夷
之
世
、
知
時
而
傷
或
�
在
位
、

厥
妖
�
生
角
。｣

又
曰
、｢

婦
人
專
政
、
國
不
靜
、
牝
�
雄
鳴
、
主
不
榮
。｣

(

�)
注
意
点
と
し
て
、
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
夫
唱
婦
随
思
想
の
影
響

に
よ
り
、
男
女
の
立
場
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
か
、
単
に
�
侯

と
い
う
、
い
た
ず
ら
好
き
な
幽
霊
と
い
う
存
在
と
、｢

擲
果｣

の
習
俗

と
が
絶
妙
に
か
み
合
っ
た
結
果
と
み
る
べ
き
か
、
別
に
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。

(

�)
(

注
�)

三
四
〜
四
二
頁

参
考
文
献

(

本
文
に
引
用
し
た
も
の
以
外)

・
西
宮
一
民

『

古
事
記

新
訂
版』

(
桜
楓
社

一
九
八
六)

二
七
〜
二
九

頁
・
大
野
晋

『

本
居
宣
長
全
集

第
九
巻』

(

筑
摩
書
房

一
九
六
八)

六
頁
、

一
五
七
〜
一
八
四
頁
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