
神
話
・
伝
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
語
り
（
佐
佐
木
） 

一
二
一

神
話
・
伝
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
語
り

佐
佐
木　

隆

一

　

日
本
の
神
話
や
伝
説
を
細
か
く
読
ん
で
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
い
特
徴
的
な
語
り
か
た
が
、
話
の
な
か
に
し
ば
し
ば
表

れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
こ
で
い
う
特
徴
的
な
語
り
か
た
と
は
、
一
つ
の
出
来
事
や
こ
と
が
ら
を
二
段
構
え
の
か
た
ち
で
語
る
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0
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0

0

0
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と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
現
象
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
諸
話
を
取
り
上
げ
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
と
は
実
際
に
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
分
析
し
確
認
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、『
古
事
記
』
の
伊い

ざ
な
き
の
み
こ
と

邪
那
岐
命
と
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

邪
那
美
命
、『
日
本
書
紀
』
の
伊い

ざ
な
き
の
み
こ
と

奘
諾
尊
と
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
と
が
世
に
出
現
し

た
直
後
に
展
開
す
る
神
話
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
修
理
固
成
」
の
場
面
で
あ
る）

1
（

。
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Ａ　

こ
こ
に
天
つ
神
、
諸

も
ろ
も
ろの

命み
こ
とも

ち
て
、
伊い

ざ
な
き
の
み
こ
と

邪
那
岐
命
、
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

邪
那
美
命
二
柱
の
神
に
「
こ
の
漂た

だ
よへ

る
國
を
修
め
理つ

く

り
固
め
成
せ
」
と
詔の

り
て
、
天
の
沼ぬ

矛ぼ
こ

を
賜
ひ
て
、
言こ

と

依よ

さ
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
二
柱
の
神
、
天
の
浮
橋
に
立
た
し
て
、
そ
の
沼ぬ

矛ぼ
こ

を
指
し
下
ろ
し
て
画か

き
た
ま
へ
ば
、
盬し

ほ

こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
画
き
鳴な

し
て
引
き
上
げ
た
ま
ふ
時
、
そ
の
矛
の
末
よ
り
垂し

た
だり

落
つ
る
盬
、
累か

さ

な
り
積
も
り
て
島

と
成
り
き
。
こ
れ
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島
な
り
。 

〔
神
代
記
〕

Ｂ　

伊い
ざ
な
き
の
み
こ
と

奘
諾
尊
と
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
、
天
の
浮
橋
の
上
に
立
た
し
て
、
共
に
計は

か
らひ

て
曰の

た
まは

く
、「
底そ

こ
つ
し
た

下
に
豈あ

に

國
無
け
む
や
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

廼す
な
はち

天あ
め

之の

瓊ぬ

瓊
は
玉
な
り
。
此
を
ば
努ぬ

と
云
ふ
。
矛ほ

こ

を
以
て
、
指
し
下
ろ
し
て
探

か
き
さ
ぐる

。
是こ

こ

に
滄

あ
を
う
な
は
ら

溟
を
獲え

き
。
其
の
矛
の
鋒さ

き

よ
り
滴し

た
だ瀝

る
潮
、

凝
り
て
一ひ

と
つの

嶋
に
成
れ
り
。
名な

づ

け
て
磤お

の

馭ご

慮ろ

嶋
と
曰い

ふ
。 

〔
神
代
紀
第
四
段
〕

　

こ
れ
ら
の
話
に
見
え
る
「
天
の
沼ぬ

矛ぼ
こ

」「
天
之
瓊ぬ

矛ぼ
こ

」
が
男
根
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
は
、
古
く
か
ら
あ
る
。
一
方
、
そ
れ

は
あ
ら
ぬ
拡
張
で
あ
り
避
け
る
べ
き
解
釈
だ
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
、
た
び
た
び
表
明
さ
れ
て
き
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
本
書
の
記
述
で
あ
る
Ｂ
に
つ
い
て
、
古
典
大
系
で
は
「
矛
で
海
を
探
る
国
産
み
神
話
は
蒙
古
に
例
が
あ
る
」
と
指
摘
し

た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。

Ｃ　

し
か
し
、
日
本
神
話
で
は
国
土
が
、
浮
く
魚
や
、
海
月
（
く
ら

げ

）
な
ど
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
矛
に
よ
っ
て
海
中
の
魚
を
刺

し
て
そ
れ
を
得
る
の
を
、
国
を
得
る
神
話
と
し
た
も
の
か
と
見
る
見
方
も
あ
る
。
そ
れ
と
別
に
、
ホ
コ
を
男
根
の
象
徴
と
見
れ
ば
、

以
下
は
そ
の
ま
ま
交
合
に
よ
る
国
産
み
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

　

同
じ
Ｂ
の
記
述
に
つ
い
て
、
新
編
古
典
全
集
で
も
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
解
説
を
加
え
て
お
り
、「
矛
で
海
を
探
り
国
を
得
る
神
話
は
、
南
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一
二
三

太
平
洋
に
伝
承
の
海
洋
型
国
産
み
神
話
に
類
似
。
ま
た
ヌ
ホ
コ
を
男
性
の
象
徴
と
し
、
交
合
に
よ
る
国
産
み
神
話
と
も
見
ら
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

　

二
種
の
注
釈
に
見
え
る
解
説
の
な
か
で
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
矛
を
指
し
下
ろ
し
て
搔
き
探
る
と
い
う
動
作
に
つ
い
て
、「
ホ

コ
を
男
根
の
象
徴
と
見
れ
ば
、
以
下
は
そ
の
ま
ま
交
合
に
よ
る
国
産
み
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
」〔
古
典
大
系
〕
と

か
、「
ヌ
ホ
コ
を
男
性
の
象
徴
と
し
、
交
合
に
よ
る
国
産
み
神
話
と
も
見
ら
れ
る
」〔
新
編
古
典
全
集
〕
と
か
と
い
っ
た
部
分
で
あ
る
。
確

か
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
記
述
を
素
直
に
読
め
ば
、
直
後
に
展
開
さ
れ
る
男
女
二
神
の
交
合
に
よ
る
国
産
み
を
、
ど
う
し
て
も
想
像
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
正
反
対
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
内
容
は
直
後
に
展
開
さ
れ
る
男
根
・
交
合
・
国
産
み
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
断
じ
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
か
え
っ
て
不
自
然
で
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。

　

矛
の
先
端
か
ら
滴
り
落
ち
た
塩
が
凝
り
固
ま
っ
て
島
が
で
き
た
あ
と
で
、
男
女
二
神
は
身
体
に
関
す
る
問
答
と
柱
回
り
と
を
行
う
。
そ

し
て
、
相
手
を
讃
美
す
る
こ
と
ば
を
互
い
に
交
わ
し
て
か
ら
、
交
合
を
行
っ
て
子
と
し
て
の
国
土
を
産
ん
で
い
く
。
だ
か
ら
、
そ
の
場
面

に
至
る
前
の
段
階
で
語
ら
れ
る
Ａ
・
Ｂ
の
内
容
は
、
特
に
印
象
的
で
重
要
な
国
産
み
の
場
面
か
ら
神
話
の
伝
承
者
に
よ
っ
て
事
前
に
連
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
産
み
の
場
面
よ
り
も
前
に
あ
る
部
分
に
、
あ
と
に
な
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
少
し
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
。
二
神
が
相
手
を
讃
美
し
合
っ
て
交
合
を
行
い
、
次
々
に
国
土
を

産
ん
で
い
く
、
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
場
面
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
神
話
の
伝
承
者
は
そ
の
重
要
な
場
面
を
強
く
意
識
し
た
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
伝
承
者
は
、
二
神
に
よ
る
交
合
・
国
産
み
に
よ
く
似
た
動
作

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
矛
を
海
中
に
指
し
下
ろ
し
て
そ
れ
を
搔
き
回
し
、
あ
と

で
矛
を
引
き
上
げ
る
と
そ
の
先
端
か
ら
塩
が
滴
り
落
ち
、
そ
れ
が
凝
り
固
ま
っ
て
島
が
で
き
た
、
と
い
う
一
連
の
過
程
を
連
想
し
た
。
そ

し
て
、
結
局
は
そ
の
連
想
を
話
の
な
か
に
組
み
入
れ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
想
定
し
て
よ
け
れ
ば
、「
修
理
固
成
」
の
条
と
そ
れ
に
続
く
「
国
土
創
成
」
の
条
と
は
、
本
項
の
冒
頭
で
述
べ
た
「
二
段
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構
え
の
語
り
」
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
交
合
・
国
産
み
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
与
え
る
Ａ
・
Ｂ
の
話
を
語
る
こ
と
が
そ
の
一
段
め

に
あ
た
り
、
実
際
に
二
神
が
交
合
に
よ
っ
て
国
土
を
産
ん
で
い
く
の
を
語
る
こ
と
が
、
そ
の
二
段
め
に
あ
た
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
二

つ
の
段
の
成
立
か
ら
見
れ
ば
順
序
は
逆
で
あ
る
。
伝
承
者
に
連
想
を
働
か
せ
る
も
と
に
な
っ
た
の
は
二
段
め
の
語
り
で
あ
り
、
伝
承
者
が

そ
の
二
段
め
の
語
り
に
基
づ
い
て
新
た
に
連
想
し
た
こ
と
が
、
一
段
め
の
語
り
で
あ
る
。
一
段
め
の
語
り
が
、
強
い
印
象
を
与
え
る
二
段

め
の
語
り
か
ら
事
前
に
連
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
両
者
が
内
容
的
に
似
た
も
の
に
な
っ
た
り
、
ま
た
重
な
る
部
分
を
含
む
も
の
に

な
っ
た
り
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

Ａ
・
Ｂ
の
話
の
直
前
に
あ
る
の
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
い
う
「
神
世
七
代
」
の
条
で
あ
る
。
こ
の
条
に
も
、「
二
段
構
え
の

語
り
」
に
あ
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

　

同
条
に
出
現
す
る
の
は
、「
国く

に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊
よ
り
、
伊い

ざ
な
き
の
み
こ
と

奘
諾
尊
・
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
に
迄い

た

る
ま
で
」〔
紀
〕
の
神
々
で
あ
り
、
伊
奘
諾
尊
・
伊
奘

冉
尊
が
出
現
す
る
直
前
に
は
、
大お

ほ
と
の
ぢ
の
み
こ
と

戸
之
道
尊
と
大お

ほ
と
ま
べ
の
み
こ
と

苫
辺
尊
、
面

お
も
だ
る
の
み
こ
と

足
尊
と
惶

か
し
こ
ね
の
み
こ
と

根
尊
と
い
う
、
二
組
の
対
偶
神
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
面
足
尊
と
惶
根
尊
は
『
古
事
記
』
の
於お

母も

陀だ

流る

神
と
阿あ

夜や

訶か

志し

古こ

泥ね

神
に
あ
た
る
。
二
神
の
名
は
、「
面
足
る
」「
あ
や
恐か

し

こ

ね
」
の
意
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
面
足
る
」「
あ
や
恐
こ
ね
」
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
う
ち
大
野
晋
の
説
明
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
妥
当
で
あ
る）

2
（

。

Ｄ　

思
う
に
、
こ
の
一
対
の
神
は
、
男
と
女
と
で
あ
る
か
ら
、
男
神
が
、
女
神
に
対
し
て
、「
あ
な
た
の
容
貌
は
整
っ
て
美
し
い
」
と

言
っ
た
の
に
対
し
て
女
神
が
男
神
に
「
ま
あ
何
と
恐
れ
多
い
こ
と
」
と
返
事
を
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
単
語
の
基
本
的
な
意
味

か
ら
推
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
面
と
見
る
解
釈
が
、
そ
の
最
も
根
源
的
な
意
味
を
把
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
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同
じ
説
明
は
古
典
大
系
『
日
本
書
紀
』
の
注
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
同
書
の
補
注
に
「
男
女
の
会
話
が
神
と
し
て
位
置
を
占
め

た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
解
説
が
見
え
る
。
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の
「
容
貌
が
整
っ
て
い
て
美
し
い
こ
と
を
神
格
化
。」「
畏
敬
の

念
を
抱
い
た
こ
と
を
神
格
化
。」
と
い
う
、「
面
足
る
」「
あ
や
恐
こ
ね
」
に
対
す
る
解
説
も
、
対
偶
神
の
名
を
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
た
う

え
で
の
も
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、「
面
足
る
」「
あ
や
恐
こ
ね
」
と
い
う
「
男
女
の
会
話
」
あ
る
い
は
神
名
は
、
す
ぐ
あ
と
に
見
え
る
男
女
二
神
の
発
言
か
ら
、

伝
承
者
が
事
前
に
連
想
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
二
神
が
交
合
に
よ
っ
て
子
と
し
て
の
国
土
を
産
ん

で
い
く
直
前
に
、
相
手
を
讃
美
す
る
こ
と
ば
を
発
し
合
う
場
面
が
あ
り
、
結
果
的
に
そ
の
発
言
が
神
名
の
か
た
ち
を
と
っ
て
話
の
な
か
に

入
り
込
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
一
段
め
の
語
り
に
相
当
す
る
。

　

二
神
が
相
手
を
讃
美
す
る
こ
と
ば
を
発
し
合
い
、
子
と
し
て
の
国
土
を
産
ん
で
い
く
場
面
は
、

Ｅ　

こ
こ
に
伊
邪
那
岐
命
、
先
に
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
言
ひ
、
後
に
妹
伊
邪
那
美
命
、「
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」

と
言
ひ
き
。
か
く
言
ひ
竟を

へ
て
御み

合あ
ひ

し
て
生
め
る
子
は
… 

〔
神
代
記
〕

Ｆ　

陽を

神か
み

、
先
づ
唱
へ
て
曰の

た
まは

く
、「
妍あ

な
に
ゑ
や

哉
、
可え

を

と

め

を

愛
少
女
」
と
の
た
ま
ふ
。
陰め

神か
み

、
後
に
和こ

た

へ
て
曰
は
く
、「
妍あ

な
に
ゑ
や

哉
、
可え

を

と

こ

を

愛
少
男
」
と
の

た
ま
ふ
。
然し

か
うし

て
後
に
、
宮
を
同
じ
く
し
て
共
に
住す

ま

ひ
て
児こ

を
生
む
。 

〔
神
代
紀
四
段
一
書
第
一
〕

な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
Ｅ
・
Ｆ
の
話
に
見
え
る
「
あ
な
に
や
し
…
」「
あ
な
に
ゑ
や
…
」
な
ど
の
感
動
を
表
す
こ
と
ば
や
、

「
愛え

を
と
こ男

を
」「
愛え

を
と
め女

を
」
な
ど
の
讃
め
こ
と
ば
を
発
し
た
あ
と
で
、
女
神
が
国
土
を
産
ん
で
い
く
こ
と
を
描
写
す
る
の
が
、
二
段
め
の
語
り

に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
神
名
の
「
面
足
る
」「
あ
や
恐
こ
ね
」
と
Ｅ
・
Ｆ
の
話
と
の
間
に
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
あ
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ

る
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
に
、
ま
ず
男
神
が
女
神
を
讃
美
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
考
の
あ
り
か
た
に
従
え
ば
、
大
野
の
説
明
の

よ
う
に
、「
面
足
る
」
が
男
神
の
発
し
た
こ
と
ば
で
あ
り
、「
あ
や
恐
こ
ね
」
が
女
神
の
発
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

Ｅ
・
Ｆ
の
話
に
見
え
る
二
神
の
発
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ
感
動
を
表
す
こ
と
ば
と
讃
め
こ
と
ば
と
の
二
つ
か
ら
成
る
が
、「
面
足
る
」「
あ
や

恐
こ
ね
」
の
う
ち
前
者
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』
で
は
、「
恐
こ
ね
」
が
感
動
詞
を
伴
っ
て
「
あ
や

9

9

恐
こ
ね
」
と
な
っ
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』
に
も
そ
れ
に
類
似
す
る
神
名
が
い
く
つ
か
出
て
い
る
。
し
か
し
、「
面
足
る
」
に
は
こ
の
単
純
な
神
名
し
か
な
く
、
感
動
詞

を
伴
っ
た
神
名
は
見
え
な
い
。
神
話
的
な
背
景
・
機
能
の
う
え
で
は
対
偶
神
で
は
あ
っ
て
も
、
神
名
の
語
構
成
は
対
偶
的
な
も
の
に
は
な

っ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
に
は
、
然
る
べ
き
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
二
段
め
の
語
り
か
ら
事
前
に
連
想
さ
れ
た
一
段
め
の
語
り
に
、
二
段
め
の
語
り
に

出
て
く
る
の
と
同
じ
よ
う
な
対
偶
的
な
神
名
を
導
入
す
れ
ば
、
二
つ
の
段
に
出
て
く
る
表
現
は
互
い
に
パ
ラ
レ
ル
な
構
成
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。
そ
の
結
果
、
伝
承
者
が
一
方
か
ら
他
方
を
連
想
し
た
こ
と
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
そ
れ
を
避
け
て
、
後
次
的
に
導
入
す
る
一
段

め
の
語
り
と
も
と
か
ら
あ
る
二
段
め
の
語
り
と
を
、
一
続
き
も
の
と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
は
、
一
段
め
の
語
り
の
な
か
に
後
次
的
に
導

入
す
る
も
の
を
、
二
段
め
の
そ
れ
と
は
別
の
構
成
を
も
つ
も
の
に
仕
立
て
れ
ば
よ
い
。

　

Ａ
・
Ｂ
の
話
と
Ｅ
・
Ｆ
の
話
と
は
、
日
本
神
話
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
、
原
初
の
二
神
に
よ
る
「
国
土
創
成
」
の
話
で
あ
り
、
そ
の

成
立
の
過
程
に
は
多
く
の
伝
承
者
が
関
与
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
者
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
連
想
が
そ
こ
に

働
い
た
に
違
い
な
い
。「
国
土
創
成
」
を
め
ぐ
る
話
に
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
二
種
の
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
話

が
そ
う
し
た
複
雑
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
こ
と
の
反
映
だ
ろ
う
。
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次
に
は
、『
古
事
記
』
の
神
武
天
皇
の
条
に
見
え
る
話
を
取
り
上
げ
る
。「
三
輪
山
伝
説
」
の
一
つ
で
あ
り
、「
丹に

塗ぬ
り

矢や

伝
説
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｇ　

更
に
大お

ほ
き
さ
き

后
と
せ
む
美を

と
め人

を
求ま

ぎ
た
ま
ひ
し
時
、
大お

ほ
く
め
の
み
こ
と

久
米
命
の
曰ま

を

し
け
ら
く
「
此こ

 
こ間

に
媛を

と
め女

あ
り
。
是こ

を
神
の
御み

子こ

と
謂い

ふ
。
そ
の

神
の
御
子
と
謂
ふ
所ゆ

 
ゑ以

は
、
三み

し
ま
の
み
ぞ
く
ひ

嶋
湟
咋
の
女む

す
め、

名
は
勢せ

夜や

陀だ

多た

良ら

比ひ

売め

、
そ
の
容か

た
ち
う
る
は

姿
麗
美
し
く
あ
り
き
。
故か

れ

、
美み

和わ

の
大お

ほ

物も
の

主ぬ
し
の
か
み

神
、

見み
 
め感

で
て
、
そ
の
美
人
の
大く

 
そ
 
ま

便
為
れ
る
時
、
丹に

塗ぬ
り

矢や

に
化な

り
て
、
そ
の
大
便
為
れ
る
溝み

ぞ

よ
り
流
れ
下
り
て
、
そ
の
美
人
の
富ほ

登と

を
突

き
き
。
こ
こ
に
、
そ
の
美
人
驚
き
て
、
立
ち
走
り
い
す
す
き
き
。
乃す

な
はち

そ
の
矢
を
将も

ち
来
て
、
床と

こ

の
辺
に
置
け
ば
、
忽た

ち
まち

麗う
る
はし

き

壮を
と
こ夫

に
成
り
て
、
即す

な
はち

そ
の
美
人
を
娶め

と

し
て
生
め
る
子
、
名
は
富ほ

登と

多た

多た

良ら

伊い

須す

須す

岐き

比ひ
め
の
み
こ
と

売
命
と
謂
ひ
、
亦
の
名
を
比ひ

売め

多た

多た

良ら

伊い

須す

気け

余よ

理り

比ひ

売め

是こ

は
そ
の
富ほ

登と

と
云
ふ
こ
と
を
悪に

く

み
て
、
後
に
名
を
改
め
つ
る
ぞ
。
と
謂
ふ
。
故
、
是こ

こ

を
も
ち
て
神
の
御
子
と
謂
ふ
な
り
」
と
ま

を
し
き
。 

〔
神
武
記
〕

　

三
輪
山
の
大
物
主
神
が
、
容
姿
美
麗
な
人
間
の
女
を
気
に
入
り
、
赤
く
塗
っ
た
矢
に
変
身
し
て
溝
を
流
れ
下
っ
た
。
そ
し
て
、
女
が
大

便
を
し
て
い
る
所
へ
行
っ
て
、
矢
の
姿
の
ま
ま
で
そ
の
陰
部
を
突
い
た
。
女
が
矢
を
家
に
持
ち
帰
っ
て
床
の
辺
に
置
い
た
と
こ
ろ
、
矢
は

美
男
に
変
身
し
て
女
と
結
婚
し
た
。
や
が
て
比ひ

売め

多た

多た

良ら

伊い

須す

気け

余よ

理り

比ひ

売め

が
生
ま
れ
、
こ
の
娘
が
初
代
の
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
の
后

に
な
っ
た
と
い
う
。
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こ
の
Ｇ
の
話
に
も
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
右
に
話
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の

段
に
相
当
す
る
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
を
付
し
て
お
い
た
。
二
重
線
を
付
し
た
「
丹に

塗ぬ
り

矢や

に
化な

り
て
、
そ
の
大く

 
そ
 
ま

便
為
れ
る
溝み

ぞ

よ
り
流
れ
下

り
て
、
そ
の
美
人
の
富ほ

登と

を
突
き
き
」
と
い
う
部
分
が
一
段
め
の
語
り
に
相
当
し
、
太
線
を
付
し
た
「
そ
の
矢
を
将も

ち
来
て
、
床と

こ

の
辺
に

置
け
ば
、
忽た

ち
まち

麗う
る
はし

き
壮を

と
こ夫

に
成
り
て
、
即す

な
はち

そ
の
美
人
を
娶め

と

し
て
…
」
と
い
う
部
分
が
二
段
め
の
語
り
に
相
当
す
る
。
二
種
の
線
を
付

し
た
部
分
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

神
の
変
身
し
た
丹
塗
矢
が
「
美を

と
め人

の
富ほ

登と

を
突
」
い
た
と
あ
る
の
は
、
神
と
女
と
の
交
合
・
結
婚
を
婉
曲
に
述
べ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ

る
。
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
ま
た
、
す
ぐ
あ
と
の
記
述
に
、
女
が
家
に
持
ち
帰
っ
た
丹
塗
矢
が
「
麗う

る
はし

き
壮を

と
こ夫

」
に
変
身
し
て
「
そ
の
美

人
を
娶め

と

し
」
た
と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
ま
と
も
な
結
婚
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
話
で
は
神
と
女
と
が
結
婚
し
た
こ
と
に
つ
い

て
二
種
の
説
明
が
重
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
と
女
と
の
結
婚
を
語
る
話
が
二
種
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
話
に
「
二
段
構
え
の
語
り
」
と
い
う
視
点
を
導
入
す
れ
ば
、
従
来
の

見
解
と
は
別
の
把
握
の
し
か
た
が
可
能
に
な
る
。

　

神
が
矢
か
ら
美
男
へ
と
変
身
し
、
し
か
も
そ
の
神
が
人
間
の
女
と
結
婚
し
た
と
い
う
太
線
の
部
分
は
、
き
わ
め
て
不
思
議
で
印
象
的
な

内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
思
議
で
印
象
的
な
場
面
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
や
は
り
神
と
人
間
の
女
と
の
交
合
・
結
婚
を
示
唆
す

る
こ
と
と
し
て
、
神
の
変
身
し
た
矢
が
女
の
陰
部
を
突
く
と
い
う
連
想
を
伝
承
者
に
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
連
想
し
た
内
容
が
結
果
的

に
話
の
な
か
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
二
重
線
の
部
分
だ
ろ
う
、
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

神
の
変
身
し
た
矢
が
女
の
陰
部
を
突
く
と
い
う
一
段
め
の
語
り
と
、
美
男
に
変
身
し
た
神
が
女
と
交
合
・
結
婚
す
る
と
い
う
二
段
め
の

語
り
と
は
、
表
現
上
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
の
、
内
容
面
で
は
大
き
い
違
い
が
な
い
。
こ
の
話
の
場
合
、
結
局
は
神
と
人
間
の
女
と
の
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交
合
・
結
婚
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
ま
た
一
方
の
語
り
が
他
方
の
語
り
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
二
つ

の
語
り
の
内
容
に
大
き
い
違
い
が
な
い
の
も
納
得
で
き
る
。

　

崇
神
記
に
見
え
る
「
苧を

だ
ま
き環

伝
説
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
Ｇ
の
話
の
場
合
に
も
、
大
物
主
神
が
美
男
に
変
身
し
て
女
の
も
と
に
や
っ

て
来
て
、
結
局
は
両
者
が
結
婚
し
て
子
が
誕
生
し
た
、
と
い
う
の
が
も
と
も
と
の
内
容
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
矢
が
女
の
陰
部
を
突
い
た
と
い

う
部
分
は
な
く
て
も
、
神
婚
の
話
は
十
分
に
成
り
立
つ）

3
（

。

　

Ｇ
の
話
に
よ
く
似
た
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
、「
賀か

も
の
や
し
ろ
の

茂
社
縁
起
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
釈
日
本
紀
』
に
引
か
れ
た

も
の
で
、『
山
城
国
風
土
記
』
の
逸
文
で
あ
る
。

Ｈ　

賀か
も
の
た
け
つ
の
み
の
み
こ
と

茂
建
角
身
命
、
丹た

に
は
の
く
に

波
国
の
神か

む

野の

の
神
伊い

可か

古こ

夜や

日ひ

売め

を
娶め

と

し
て
生
み
ま
せ
る
子
、
名
を
玉た

ま

依よ
り

日ひ

子こ

と
曰い

ひ
、
次
を
玉た

ま

依よ
り

日ひ

売め

と

曰
ふ
。
玉
依
日
売
、
石
川
の
瀬せ

見み

の
小
川
に
川
遊
び
せ
し
時
、
丹
塗
矢
、
川
上
よ
り
流
れ
下
り
き
。
乃
ち
取
り
て
、
床
の
辺
に
挿さ

し

置
き
、
遂
に
孕は

ら

み
て
男を

と
こ
ご子

を
生
み
き
。（
略
）
加

か
も
の
わ
け
い
か
づ
ち
の
み
こ
と

茂
別
雷
命
と
號な

づ

く
。
謂い

は
ゆ
る
丹
塗
矢
は
、
乙お

と

訓く
に

の
郡
の
社や

し
ろに

坐ま

せ
る
火

ほ
の
い
か
づ
ち
の
か
み

雷
神

な
り
。 

〔『
釈
日
本
紀
』
巻
第
九
〕

　

Ｇ
の
話
と
こ
の
Ｈ
の
話
で
特
に
似
て
い
る
の
は
、

Ｇ　

そ
の
美
人
の
大く

 
そ
 
ま

便
為
れ
る
時
、
丹に

塗ぬ
り

矢や

に
化な

り
て
、
そ
の
大
便
為
れ
る
溝み

ぞ

よ
り
流
れ
下
り
て
（
略
）
乃
ち
そ
の
矢
を
将も

ち
来
て
、

床と
こ

の
辺
に
置
け
ば
…

Ｈ　

玉
依
日
売
、
石
川
の
瀬せ

見み

の
小
川
に
川
遊
び
せ
し
時
、
丹
塗
矢
、
川
上
よ
り
流
れ
下
り
き
。
乃
ち
取
り
て
、
床
の
辺
に
挿さ

し
置
き
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…

と
い
う
部
分
で
あ
り
、
二
話
が
系
統
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
Ｇ
の
話
の
丹
塗
矢
は
、
蛇
神
で
あ
り
雷
神
で
も
あ
る

大
物
主
神
が
変
身
し
た
も
の
だ
し
、
Ｈ
の
話
の
丹
塗
矢
は
「
火ほ

の
い
か
づ
ち
の
か
み

雷
神
」
と
い
う
名
の
雷
神
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
も
、
Ｇ
・
Ｈ
の
二

話
が
同
じ
系
統
を
引
く
話
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

Ｇ
の
話
に
含
ま
れ
る
「
そ
の
美
人
の
富ほ

登と

を
突
き
き
。
こ
こ
に
、
そ
の
美
人
驚
き
て
、
立
ち
走
り
い
す
す
き
き
」
と
い
う
部
分
と
、

「
忽た

ち
まち

麗う
る
はし

き
壮を

と
こ夫

に
成
り
て
、
即す

な
はち

そ
の
美
人
を
娶め

と

し
て
」
と
い
う
部
分
と
は
、
対
応
す
る
表
現
が
Ｈ
の
話
に
は
見
え
な
い
。
Ｇ
の
話

の
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
あ
た
る
も
の
が
、
同
系
統
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
Ｈ
の
話
に
は
そ
ろ
っ
て
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
Ｇ
・
Ｈ
の
話
の
ど
ち
ら
で
も
、
川
を
流
れ
て
き
た
丹
塗
矢
の
正
体
が
神
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
、
Ｈ
の
伝
説
で
は
そ
れ

を
「
床と

こ

の
辺へ

に
挿さ

し
置
」
い
た
と
述
べ
る
だ
け
で
、
女
が
「
遂
に
孕は

ら

み
て
男を

の
こ
ご子

を
生
」
ん
だ
こ
と
の
背
景
や
経
緯
が
容
易
に
想
像
で
き
た

に
違
い
な
い
。

　

Ｇ
の
話
を
構
成
す
る
も
と
に
な
っ
た
古
い
話
に
、
矢
が
男
に
変
身
し
て
女
と
交
合
・
結
婚
し
た
と
い
う
説
明
が
含
ま
れ
て
い
た
か
い
な

か
っ
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
変
身
・
結
婚
に
関
す
る
説
明
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
矢
を
床
の
辺
に
置

い
た
と
い
う
説
明
さ
え
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
伝
承
者
は
神
と
女
と
が
交
合
・
結
婚
し
た
こ
と
を
理
解
し
た
だ
ろ
う
。

あ
え
て
言
え
ば
、
伝
承
者
が
理
解
し
た
内
容
そ
の
も
の
が
二
段
め
の
語
り
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
伝
承
者
は
自
分
が
理
解
し

た
こ
と
か
ら
「
そ
の
美
人
の
富ほ

登と

を
突
き
き
」
と
い
う
矢
の
動
き
を
連
想
し
、
一
段
め
の
語
り
と
し
て
そ
れ
を
あ
と
で
話
に
付
加
し
た
の

だ
ろ
う
、
と
想
定
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
Ｈ
の
話
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
あ
た
る
も
の
が
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
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Ｇ
・
Ｈ
の
話
と
同
じ
系
統
に
属
す
る
古
い
話
が
、
結
果
的
に
そ
れ
を
含
む
に
至
る
こ
と
は
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　

Ｇ
の
話
に
登
場
す
る
神
と
女
と
の
間
に
は
、
二
段
構
え
の
両
段
に
ま
た
が
る
か
た
ち
の
、
内
容
面
で
逆
転
し
た
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。

　

ⅰ　

美
し
い
女
／
美
形
の
男

　

ⅱ　

男
の
、
矢
へ
の
変
身
／
矢
の
、
男
へ
の
変
身

　

ⅲ　

矢
の
、
女
の
も
と
へ
の
到
来
／
女
の
、
矢
の
持
ち
帰
り

　

こ
の
種
の
逆
転
し
た
関
係
は
、
口
承
時
代
に
そ
の
骨
格
が
ほ
ぼ
成
立
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
古
い
話
に
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
矢
が
陰
部
を
突
く
場
面
を
、
矢
が
美
男
に
変
身
し
て
女
と
結
婚
し
た
話
か
ら
伝
承
者
が
連
想
し
、
後
次
的
に
話
の
な
か
に
持
ち

込
ん
だ
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
連
想
は
相
当
に
古
い
時
代
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

三

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
も
大
物
主
神
を
め
ぐ
る
「
三
輪
山
伝
説
」
の
一
つ
だ
が
、
こ
ち
ら
は
神
と
人
間
の
女
と
の
結
婚
が
破
綻
し
た
こ
と

を
語
る
話
に
な
っ
て
い
る
。

Ｉ　

是こ

の
後
に
、
倭や

ま
と
と
と
び
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と

迹
迹
日
百
襲
姫
命
、
大お

ほ
も
の
ぬ
し
の
か
み

物
主
神
の
妻
と
為な

る
。
然し

か

れ
ど
も
、
其そ

の
神
、
常
に
昼
は
見
え
ず
し
て
、
夜
の
み
来み

た

す
。
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倭
迹
迹
姫
命
、
夫
に
語
り
て
曰い

は

く
、「
君
、
常
に
昼
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
分あ

き
ら
か明

に
其
の
尊み

顔か
ほ

を
視
る
こ
と
得
ず
。
願
は
く
は
、
暫し

ま

し
留
り
た
ま
へ
。
明

く
る
つ
あ
し
た

旦
に
、
仰
ぎ
て
美う

る
は麗

し
き
威み

す
が
た儀

を
覲み

た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お

も

ふ
」
と
い
ふ
。
大
神
、
対こ

た

へ
て
曰
く
、「
言こ

と
わ
り
い
や
ち
こ

理
灼
然

な
り
。
吾
、
明

く
る
つ
あ
し
た

旦
に
汝い

ま
しが

櫛く
し

笥げ

に
入
り
て
居
ら
む
。
願
は
く
は
、
吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰こ

こ

に
、
倭
迹
迹
姫
命
、

心
の
裏う

ち

に
密ひ

そ
かに

異あ
や
しぶ

。
明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小こ

を
ろ
ち蛇

有
り
。
其
の
長
さ
太
さ
、
衣し

た
ひ
も紐

の
如
し
。
則
ち
驚

き
叫さ

 
け啼

ぶ
。
時
に
、
大
神
、
恥
ぢ
て
、
忽

た
ち
ま
ちに

人
の
形
と
化な

り
た
ま
ふ
。
其
の
妻
に
謂か

た

り
て
曰
く
、「
汝い

ま
し、

忍
び
ず
し
て
吾
に
羞は

ぢ
みせ

つ
。

吾
、
還か

へ

り
て
汝
に
羞
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
仍よ

り
て
、
大お

ほ
ぞ
ら虚

を
践ほ

み
て
、
御み

も
ろ
の諸

山や
ま

に
登
り
ま
す
。
爰
に
、
倭
迹
迹
姫
命
、
仰
ぎ
見

て
、
悔
い
て
急つ

き
居う

。
則
ち
箸
に
陰ほ

と

を
撞つ

き
て
薨か

む
さり

ま
し
ぬ
。
乃
ち
大お

ほ
ち市

に
葬は

ぶ

り
ま
つ
る
。
故か

れ

、
時
の
人
、
其
の
墓
を
號な

づ

け
て
、
箸は

し

墓は
か

と
謂い

ふ
。
是
の
墓
は
、
日ひ

る

は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
。
故か

れ

、
大
坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。 

〔
崇
神
紀
〕

　

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
崇
神
天
皇
の
条
に
見
え
る
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
含
む
興
味
深
い
内
容
の
話
で
あ
る
。

　

Ｇ
の
話
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
Ｉ
の
話
に
も
二
重
線
と
太
線
と
を
付
し
て
お
い
た
。「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
相
当
す
る
も
の
が
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

妻
の
倭や

ま
と
と
と
び
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と

迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
、
夫
で
あ
る
大
物
主
神
が
自
分
に
課
し
た
「
私
の
姿
に
驚
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
を
犯
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
夫
は
御み

も
ろ
の諸

山や
ま

（
三
輪
山
）
に
登
っ
て
行
っ
た
が
、
そ
の
様
子
を
仰
ぎ
見
た
妻
は
悔
や
ん
で
そ
の
場
に
ど
す
ん
と
座

り
込
ん
だ
。
す
る
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
箸
が
妻
の
陰
部
に
突
き
刺
さ
り
、
妻
は
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
妻
を
葬
る
墓
は
、
昼
に
人

が
造
り
夜
に
は
神
が
造
っ
た
と
い
う
。
話
の
末
尾
の
内
容
に
因
ん
で
、
一
般
に
「
箸は

し

墓は
か

伝
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

Ｉ
の
話
よ
り
前
の
記
述
に
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
「
天
皇
の
姑み

を
ば」

だ
と
い
う
説
明
が
見
え
る
。
大
物
主
神
の
妻
に
な
っ
た
と
い
う
の

だ
か
ら
、
巫
女
的
な
性
格
を
強
く
も
つ
女
で
あ
る
。
彼
女
の
名
は
と
て
も
長
い
の
で
、
話
の
な
か
で
は
「
倭
迹
迹
姫
命
」
と
略
称
さ
れ
て
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（

。

　
「
是
の
墓
は
、
日ひ

る

は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
」
と
い
う
話
の
末
尾
を
読
ん
で
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
努ぬ

賀か

び

咩め

と
い
う
女
の
産
ん
だ
「
小
さ
き
蛇
」
が
、「
明
く
れ
ば
言こ

と

と
は
ぬ
が
如
く
、
闇く

る
れ
ば
母
と
語
」
っ
た
と
い
う
「
晡く

れ
ふ
し
の

時
臥
山や

ま

」〔『
常
陸

国
風
土
記
』
那
珂
郡
茨
城
里
〕
の
話
で
あ
る
。「
神
の
子
で
あ
る
蛇
が
、
昼
は
物
を
言
わ
な
か
っ
た
が
、
夜
に
な
れ
ば
母
と
話
を
し
た
」

と
い
う
の
は
、
神
が
昼
に
は
ほ
と
ん
ど
行
動
せ
ず
、
夜
に
は
活
発
に
行
動
す
る
と
い
う
当
時
の
人
々
の
考
え
を
反
映
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
夜
に
は
神
が
墓
を
造
っ
た
と
い
う
Ｉ
の
話
に
一
致
す
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
夜
に
は
神
が
墓
を
造
っ
た
と
い
う
説
明
は
、
同
じ
Ｉ
の
話
の
冒
頭
近
く
に
「
其そ

の
神
、
常
に
昼
は
見
え
ず
し
て
、

夜
の
み
来み

た

す
」
と
あ
る
説
明
と
内
容
的
に
対
応
し
て
い
る
。
冒
頭
の
近
く
で
述
べ
た
こ
と
と
、
末
尾
の
近
く
で
述
べ
た
こ
と
と
を
照
応
さ

せ
た
か
た
ち
で
あ
る
。

　
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
相
当
す
る
も
の
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
こ
の
話
に
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
話
の

文
脈
を
細
か
く
た
ど
る
と
、
二
重
線
を
付
し
た
「
大お

ほ
ぞ
ら虚

を
践ほ

み
て
、
御み

も
ろ
の諸

山や
ま

に
登
り
ま
す
」
と
い
う
部
分
と
、「
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
急つ

き
居う

。
則
ち
箸
に
陰ほ

と

を
撞つ

き
て
薨か

む
さり

ま
し
ぬ
」
と
い
う
太
線
の
部
分
と
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
大
物
主
神
に
よ

る
天
空
で
の
動
作
で
あ
り
、
後
者
は
倭
迹
迹
姫
命
に
よ
る
地
上
で
の
動
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
作
に
よ
り
、
一
方
は
本
来
の
拠
点
に
戻

り
、
他
方
は
他
界
へ
赴
い
た
。

　

二
重
線
の
部
分
と
太
線
の
部
分
と
に
つ
い
て
、
二
種
の
動
作
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
二
種
の
動
作
を
描
写
し

た
部
分
に
「
二
段
構
え
の
語
り
」
を
認
め
る
の
は
深
読
み
の
結
果
で
は
な
い
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
話
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
実
は
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
「
大
虚
を
践
み
て
」
と
い
う
夫
の
動
作
は
、
新
編
古
典
全
集
の
注
で
「
雷
神
の
象
徴
」
だ
と
解
説
さ
れ
、「
天
空
を
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
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て
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
蛇
神
で
あ
る
大
物
主
神
は
雷
神
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
妥
当
な
解
説
で
あ
る
。「
大
虚
を
践
み
て
」

は
、
雷
鳴
は
神
が
天
空
を
踏
み
つ
け
る
音
だ
と
見
な
し
た
う
え
で
の
表
現
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌
が
参
考
に
な
る
。

Ｊ　

天
雲
を　

ほ
ろ
に
踏
み
あ
だ
し　

鳴
る
神
も　

今
日
に
ま
さ
り
て　

恐か
し
こけ

め
や
も 

〔
十
九
・
四
二
三
五
〕

　
「
天
の
雲
を
ば
ら
ば
ら
に
踏
み
散
ら
し
て
音
を
響
か
せ
る
雷
神
も
、
今
日
の
天
皇
の
御
前
よ
り
恐
れ
多
い
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
」
の
意

を
表
す
歌
で
あ
る
。
作
者
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
威
徳
あ
る
い
は
権
力
に
対
し
て
、
畏
怖
の
念
と
敬
愛
の

情
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
句
の
「
鳴
る
神
」
と
は
雷
神
の
こ
と
で
、「（
天
で
音
を
響
か
せ
て
）
鳴
る
神
」
の
意
で
あ
る
。
雷
鳴

は
神
が
天
雲
を
踏
み
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
る
音
だ
、
と
い
う
把
握
の
し
か
た
が
歌
の
背
後
に
あ
る
。
Ｉ
の
話
に
「
大
虚
を
践
み
て
」

と
あ
る
の
は
、
雷
神
に
対
し
て
上
代
の
人
々
が
い
だ
い
て
い
た
畏
怖
の
念
を
、
端
的
に
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
の
、「
急つ

き
居う

」
と
い
う
妻
の
動
作
に
つ
い
て
は
、
古
典
大
系
の
注
に
「
ど
す
ん
と
す
わ
っ
た
。
ツ
キ
は
衝
キ
と
同
じ
」
と
い
う

解
説
が
見
え
、
新
編
古
典
全
集
の
注
に
は
、

Ｋ　
「
急
」
の
字
に
、
ど
す
ん
と
坐
る
様
子
を
表
現
。
ツ
キ
は
「
突
」
で
、
尻
餠
を
つ
く
。
後
悔
で
が
っ
く
り
き
た
姿
が
よ
く
出
て
い

る
。

と
見
え
る
【
妻
が
箸
で
陰
部
を
突
い
た
と
い
う
話
題
の
背
後
に
は
、
男
女
の
交
合
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
夫
婦
を
め
ぐ
る
話
だ
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
】。

　

夫
婦
の
動
作
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、「
大
虚
を
践
み
て
」
は
、
妻
に
禁
を
犯
さ
れ
た
こ
と
を
恥
じ
た
大
物
主
神
が
、
勢
い
よ
く
天
空

を
踏
み
つ
け
る
さ
ま
を
表
す
。
ま
た
、「
急
き
居
」
は
、
夫
の
課
し
た
禁
を
犯
し
た
こ
と
を
悔
い
た
倭
迹
迹
姫
命
が
、
地
面
に
急
に
す
わ

り
込
む
さ
ま
を
表
す
。
ど
ち
ら
も
、

　

Ｉ　
《
身
体
の
一
部
を
急
に
下
方
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
先
に
あ
る
物
を
勢
い
よ
く
突
く
》

と
い
う
動
作
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
天
空
で
な
さ
れ
る
「
大
虚
を
践
み
て
」
と
、
地
上
で
な
さ
れ
る
「
急
き
居
」
と
は
、

互
い
に
類
似
し
対
応
す
る
動
作
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
夫
と
妻
に
よ
る
二
種
の
動
作
に
こ
う
し
た
類
似
と
対
応
と
が
認
め
ら
れ
る
以

上
、
そ
れ
が
話
を
深
読
み
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

　

妻
に
「
箸
に
陰ほ

と

を
撞つ

き
て
薨か

む
さり

ま
し
ぬ
」
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
事
態
が
生
じ
た
わ
け
だ
か
ら
、「
急
き
居
」
と
い
う
の
は
、
語
り
手
に

と
っ
て
も
聞
き
手
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
衝
撃
的
な
動
作
で
あ
る
。
伝
承
者
は
妻
の
驚
く
べ
き
動
作
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
そ
の
場
面
の

こ
と
を
強
く
意
識
し
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
妻
の
動
作
に
対
応
し
類
似
す
る
夫
の
動
作
と
し
て
、
い
か
に
も
雷
神
ら
し
い
「
大
虚
を
践
み

て
」
と
い
う
動
作
を
連
想
し
、
話
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
二
重
線
を
付
し
た
部
分
と
太
線
を
付
し
た
部
分
の
、「
大
虚
を
践
み
て
」
と
「
急
き
居
」
と
は
、
内
容
的
に
は
酷
似
あ
る
い

は
類
似
し
た
こ
と
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
表
現
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

　

さ
き
に
、「
神
世
七
代
」
の
条
に
出
現
す
る
「
面
足
る
」「
あ
や
恐か

し

こ
ね
」
と
い
う
対
偶
神
の
名
と
、
Ｅ
・
Ｆ
の
話
に
見
え
る
男
女
二
神

の
讃
美
表
現
と
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
一
段
め
の
語
り
と
二
段
め
の
語
り
に
は
異
な
る
表
現
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
容
面
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で
類
似
し
対
応
す
る
二
つ
の
部
分
が
、
表
現
の
面
で
も
同
じ
よ
う
に
類
似
し
対
応
し
て
い
れ
ば
、
伝
承
者
が
一
方
を
も
と
に
し
て
他
方
を

作
っ
た
こ
と
が
、
聞
き
手
に
悟
ら
れ
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
大
虚
を
践
み
て
」
と
「
急
き
居
」
と
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
表
現
は
異

な
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
一
方
か
ら
他
方
を
連
想
し
た
も
の
だ
と
は
悟
ら
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
Ｉ
の
話
に
も
や
は
り
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
大
虚
を
践
み
て
」
と
い
う
動
作

を
あ
え
て
描
写
し
な
く
て
も
、
怒
っ
た
神
が
御
諸
山
に
帰
っ
て
行
っ
た
と
述
べ
る
だ
け
で
、
話
は
十
分
に
成
り
立
つ
。
当
該
の
箇
所
は
、

も
と
も
と
「
大
虚
を
践
み
て
」
と
い
う
表
現
を
含
ま
な
い
、
単
純
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
の
話
の
な
か
に
は
、
大
物
主
神
と
倭
迹
迹
姫
命
と
に
関
し
て
互
い
に
対
比
的
だ
と
見
な
し
う
る
項
目
が
、
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
特

に
目
立
つ
も
の
を
整
理
す
れ
ば
、

　

ⅰ　

神
／
人

　

ⅱ　

夫
／
妻

　

ⅲ　

応
じ
る
／
願
う

　

ⅳ　

禁
を
課
す
／
禁
を
犯
す

　

ⅴ　

恥
じ
る
／
悔
い
る

　

ⅵ　

天
空
／
地
上

　

ⅶ　

足
で
踏
み
つ
け
る
／
尻
餠
を
突
く

　

ⅷ　

本
拠
地
に
戻
る
／
他
界
へ
赴
く
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と
い
う
よ
う
に
な
る
。

　

神
と
人
間
の
女
と
が
結
婚
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
根
本
的
な
矛
盾
を
含
む
無
理
な
結
び
付
き
だ
っ
た
。
神
と
人
間
と
の
間
に
あ
る
、
そ

の
根
本
的
な
矛
盾
が
、
夫
が
課
し
た
禁
を
妻
が
犯
す
と
い
う
大
き
な
溝
と
な
っ
て
現
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
両
者
は
別
離
を
迎
え
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
Ｉ
の
話
の
趣
旨
で
あ
る
。
話
の
伝
承
者
が
、
神
と
人
間
と
の
根
本
的
な
相
違
を
明
確
に
意
識
し
な
が
ら
語
っ
た

話
だ
か
ら
、
ⅰ
〜
ⅷ
の
よ
う
な
対
比
的
な
項
目
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

四

　

こ
こ
で
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
成
立
に
深
い
関
わ
り
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
、『
萬
葉
集
』
の
歌
の
構
成
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
歌
の

構
成
と
い
う
の
は
、
一
方
か
ら
他
方
を
連
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
序
詞
と
本
旨
と
の
関
係
で
あ
る
。

Ｌ　

春は
る
さ
れ
ば

去
者　

先ま
づ

鳴な
く

鳥と
り

乃の　
う
ぐ
ひ
す
の

之　

事こ
と

先さ
き

立だ
ち

之し　

君
を
し
待
た
む 

〔
十
・
一
九
三
五
〕

　
「
春
さ
れ
ば
…
…う

ぐ
ひ
すの

」
の
三
句
が
序
詞
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
旨
の
「
言こ

と

先
立
ち
し
君
を
し
待
た
む
」
を
導
入
し
て
い
る
。
第
一
句
・

第
二
句
の
表
現
に
あ
る
よ
う
に
、「

」
は
春
を
迎
え
て
真
っ
先
に
鳴
く
鳥
で
あ
る
。
そ
れ
を
序
詞
の
末
尾
に
置
い
て
、「（
あ
な
た
が
私

に
）
先
に
声
を
掛
け
た
」
の
意
の
「
言
先
立
ち
し
」、
つ
ま
り
本
旨
を
導
入
す
る
表
現
と
し
た
。「
言
先
立
ち
し
」
と
い
う
相
手
の
行
動
を

描
写
す
る
前
に
、
春
に
な
っ
て
真
っ
先
に
鳴
く
鳥
を
歌
の
作
者
が
連
想
し
、
そ
れ
を
歌
の
前
半
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
作
者
が

言
い
た
い
本
旨
の
内
容
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
序
詞
が
連
想
さ
れ
た
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
あ
と
で
連
想
さ
れ
た
序
詞
は
、
意
味
的
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に
も
内
容
的
に
も
本
旨
に
類
似
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
旨
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

Ｍ　

牛う
し

窓ま
と

之の　

浪な
み

乃の

塩し
ほ

左さ

猪ゐ　

嶋し
ま
と
よ
み

響　

所よ
そ
り
し
き
み
は

依
之
君　

逢
は
ず
か
も
あ
ら
む 

〔
十
一
・
二
七
三
一
〕

　

序
詞
の
「
牛
窓
の
…
…
島
」
は
、
本
旨
で
あ
る
「
響と

よ

み
寄
そ
り
し
…
」
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
本
旨
を
導
入
す
る
表

現
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
序
詞
は
「
潮し

ほ

騒さ
ゐ

の
波
の
ざ
わ
め
き
の
よ
う
に
島
も
」
の
意
を
表
し
、
本
旨
の
「
響
み
寄
そ
り
し
君
は
…
」
は

「
噂
も
う
る
さ
い
ほ
ど
に
、
私
と
の
関
係
を
言
い
立
て
ら
れ
た
あ
な
た
は
…
」
の
意
を
表
す
。「
潮
騒
」
と
い
う
音
に
か
か
わ
る
現
象
と
、

人
の
噂
が
激
し
い
こ
と
を
い
う
「
響
み
」
と
の
類
似
性
が
、
歌
の
前
半
と
後
半
と
を
結
び
付
け
て
い
る
。
噂
が
う
る
さ
い
と
い
う
現
実
か

ら
、
作
者
は
「
潮
騒
」
の
ざ
わ
め
き
を
連
想
し
て
序
詞
と
し
た
の
だ
か
ら
、
本
旨
の
内
容
が
先
に
あ
り
、
序
詞
は
本
旨
に
基
づ
い
て
連
想

さ
れ
た
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

Ｎ　

天あ
ま

飛と

ぶ
や　

軽
の
社
の　

斎い
は
ひ
つ
き

槻　

幾
代
ま
で
あ
ら
む　

隠こ
も
り
づ
ま

嬬
そ
も 

〔
十
一
・
二
六
五
六
〕

　

女
が
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
こ
の
歌
で
は
、「
天あ

ま

飛と

ぶ
や
…
…
齋い

は

ひ
槻つ

き

」
の
三
句
が
、
序
詞
と
し
て
四
句
以
下
の
表
現
を
導
入
し
て
い
る
。

序
詞
の
末
尾
に
置
か
れ
た
「
齋
ひ
槻
」
は
、
神
聖
で
あ
る
故
に
人
が
触
れ
て
は
な
ら
な
い
木
を
さ
す
。
ま
た
、
第
五
句
の
「
隠こ

も

り
妻
」
は
、

人
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
間
が
ら
に
あ
る
妻
を
さ
す
。
そ
の
よ
う
な
内
容
面
で
の
共
通
性
が
、
歌
の
前
半
に
あ
る
序
詞
と
後
半
に
あ
る

本
旨
と
を
、
強
く
結
び
付
け
て
い
る
。「
齋い

は

ひ
槻
」
と
「
隠こ

も

り
妻
」
と
は
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
は
、
Ｍ
の
歌
に
出
て

い
る
「
潮
騒
」
と
「
響
み
」
と
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。
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三
九

　

以
上
の
三
首
に
見
ら
れ
る
序
詞
と
本
旨
と
の
関
係
は
、
さ
き
に
見
た
諸
話
の
一
段
め
の
語
り
と
二
段
め
の
語
り
と
の
関
係
に
相
当
す
る
。

三
首
の
序
詞
は
本
旨
の
内
容
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
諸
話
の
一
段
め
の
語
り
は
二
段
め
の
語
り
の
内
容
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
連
想
を
呼
ぶ
も
と
に
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
連
想
さ
れ
た
こ
と
と
は
、
三
首
で
も
諸
話
で
も
表
現
が
互
い
に
異

な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

話
を
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
戻
し
、
次
の
話
に
認
め
ら
れ
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
し
か
し
、
次
の
話
の
語

り
の
あ
り
か
た
は
、
見
て
き
た
三
話
と
異
な
る
点
が
あ
る
。

Ｏ　

萩
原
の
里
土
は
中
の
中
な
り
。
右
、
萩
原
と
名
づ
く
る
故
は
、
息お

き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
日
売
命
、
韓か

ら
く
に国

よ
り
還か

へ

り
上
り
ま
し
し
時
、
御
船
、
此
の
村

に
宿
り
た
ま
ひ
き
。
一
夜
の
間
に
、
萩
一ひ

と
も
と根

生お

ひ
き
。
高
さ
一ひ

と

丈つ
ゑ

ば
か
り
な
り
。
仍よ

り
て
萩
原
と
名
づ
く
。
即す

な
はち

御
井
を
闢は

り
き
。

故か
れ

、
針は

り

間ま

井ゐ

と
い
ふ
。
其
の
処
は
墾は

ら
ず
。
又
、
墫も

た
ひの

水
溢あ

ふ

れ
て
井
と
成
り
き
。
故
、
韓か

ら

の
清
水
と
號
く
。
其
の
水
、
朝
に
汲
む
に
、

朝
に
出
で
ず
。
爾す

な
はち

酒
殿
を
造
り
き
。
故
、
酒
田
と
い
ふ
。
舟
、
傾
き
乾か

れ
き
。
故
、
傾か

ぶ
き
だ田

と
い
ふ
。
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ

と

を
、
陪

お
も
と
び
と
く
な

従
婚

ぎ
断
ち
き
。
故
、
陰ほ

と
た
ち絶

田だ

と
い
ふ
。
仍す

な
はち

、
萩
多
く
栄
え
き
。
故
、
萩
原
と
い
ふ
。
爾こ

こ

に
祭
れ
る
神
は
、
少

す
く
な
た
ら
し
の
み
こ
と

足
命
に
ま
す
。

 

〔『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
〕

　

こ
れ
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
え
る
話
で
、
息お

き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
日
売
命
（
神
功
皇
后
）
の
聖
性
と
威
徳
と
を
強
調
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
た
三
話
と
同
様
に
、
こ
の
Ｏ
の
話
に
も
女
陰
の
話
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
陰ほ

と

絶た
ち

田だ

」
と
い
う
地
名
の
由
来
を

説
明
す
る
短
小
な
話
の
な
か
に
見
え
る
。
息
長
帯
日
売
命
に
仕
え
る
陪お

も
と
び
と

従
が
、
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

と
交
合
し
て
陰
部
を
傷
つ
け
た
、
そ
の
こ
と
が

こ
の
地
名
の
由
来
に
な
っ
た
と
い
う）

5
（

。
陰
部
を
傷
つ
け
た
こ
と
を
語
る
「
陪お

も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断た

ち
き
」
の
「
断た

ち
き
」
は
、「
裂
傷
を
お
は
せ
た
」
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一
四
〇

〔
古
典
全
書
〕
の
意
だ
と
比
較
的
古
い
注
釈
に
あ
り
、
こ
れ
を
踏
襲
す
る
新
し
い
注
釈
も
あ
る
。
妥
当
な
解
説
で
あ
る
。

　

以
上
で
見
た
三
話
と
異
な
る
点
と
い
う
の
は
、
二
重
線
の
部
分
と
太
線
の
部
分
と
が
、

Ｏ　

米よ
ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ

と

を
、
陪お

も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
。

と
い
う
よ
う
に
、
一
文
の
な
か
に
連
続
し
て
出
て
い
る
点
で
あ
る
。
見
て
き
た
三
話
で
は
、
二
種
の
線
を
付
し
た
部
分
は
近
接
し
た
位
置

に
あ
る
が
、
Ｏ
の
話
の
場
合
は
そ
れ
が
極
端
な
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
重
線
の
部
分
が
、
三
話
の
よ
う
に
何
ら
か
の
動
作
・

状
態
を
描
写
し
た
表
現
に
な
っ
て
は
お
ら
ず
、「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
と
い
う
複
合
名
詞
に
な
っ
て
い
る
点
も
、
三
話
と
は
異
な
る
。

　

二
種
の
線
を
付
し
た
一
文
の
内
容
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
の
は
、「
陪お

も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断た

ち
き
」
と
い
う
動
作
の
対
象
に
な
っ
た
の

が
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ

と

」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
と
い
う
複
合
名
詞
に
含
ま
れ
る
「
舂つ

く
」
は
、「
突
く
」
と
い
う
動
詞
の
一
用
法
で
あ
る
。「
舂
く
」
は
、「
き
ね
な
ど
の

先
で
強
く
打
っ
て
お
し
つ
ぶ
し
た
り
、
穀
物
の
か
ら
な
ど
を
除
い
た
り
、
精
白
し
た
り
す
る
」〔『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
〕
の
意
で

あ
り
、「
舂
女
」
は
「
臼
で
穀
物
を
つ
く
女
」〔
同
〕
の
意
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、「
舂
く
」
と
い
う
動
作
は
、「
臼
な
ど
の
器
に
棒
状
の
物
を
押
し
込
み
、
な
か
に
あ
る
穀
物
な
ど
を
押
し
つ
ぶ
す
」
の

意
を
表
す
わ
け
だ
が
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
と
述
べ
た
の
は
、「
舂
く
」
と
い
う
動
作
と
、「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
と
い
う
動
作
と
の

間
に
認
め
ら
れ
る
、

Ｏ　
《
狭
い
空
間
に
棒
状
の
物
を
差
し
入
れ
、
そ
の
奥
に
あ
る
部
分
ま
た
は
物
を
強
く
突
き
破
る
》
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と
い
う
物
理
的
な
動
き

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
類
似
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
取
り
上
げ
た
Ａ
・
Ｂ
の
話
や
Ｉ
の
話
に
見
ら
れ
る
、
二
種
の
動
き
の

類
似
性
と
同
じ
で
あ
る
。

　

交
合
に
よ
っ
て
陰
部
を
損
傷
し
た
の
と
同
様
に
、
棒
状
の
物
で
「
舂
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
穀
物
な
ど
の
本
来
の
形
態
も
損
な
わ
れ
る
。

だ
か
ら
、「
舂
く
」
と
「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
と
は
、
物
理
的
な
動
き
だ
け
で
は
な
く
、
動
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
結
果

0

0

に
お
い
て
も
類

似
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
話
の
な
か
に
先
に
出
て
く
る
「
舂
き
」
と
、
そ
の
直
後
に
出
て
く
る
「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
と
の
間
に
は
、
物
理

的
な
動
き
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
結
果
と
の
双
方
に
関
し
て
、
顕
著
な
対
応
・
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
応
・
類
似
が
生
じ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
話
の
伝
承
者
が
、
あ
と
で
自
分
が
語
る
交
合
と
い
う
動
作

を
強
く
意
識
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
交
合
に
類
似
し
た
動
き
を
表
す
「
舂
く
」
を
事
前
に
連
想
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
語
を
含
む
「
米
舂
女

等
」
を
も
連
想
し
て
、
そ
れ
を
結
果
的
に
話
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
、
Ｇ
の
「
丹
塗
矢
伝

説
」
に
「
そ
の
美
人
の
富ほ

登と

を
突
き
き
」
と
あ
り
、
Ｉ
の
「
箸は

し

墓は
か

伝
説
」
に
も
「
陰
を
衝つ

き
て
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
突
き
」「
衝

き
」
は
表
記
こ
そ
違
え
、「
舂
き
」
と
同
じ
動
詞
で
あ
る
。

　
「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
は
凄
惨
か
つ
深
刻
な
事
態
だ
か
ら
、
そ
れ
に
類
似
す
る
「
舂
く
」
と
い
う
動
作
を
、
事
前
に
伝
承
者
が
連
想

す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
Ｏ
の
話
に
も
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
表
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

話
の
展
開
に
従
え
ば
、「
舂
く
」
を
含
む
「
米
舂
女
等
」
が
一
段
め
の
語
り
と
し
て
先
に
出
て
き
て
、「
婚く

な

ぎ
断た

ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
が
二

段
め
の
語
り
と
し
て
あ
と
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、
話
が
成
立
し
た
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
二
段
め
の
語
り
が
も
と
で
一
段
め
の
語
り
が
生
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一
四
二

ま
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
実
際
の
先
後
関
係
は
正
反
対
で
あ
る
。

　
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
Ｏ
の
話
で
は
、
陪お

も
と
び
と

従
が
交
合
を
行
っ
て
陰
部
を
損
傷
さ

せ
た
対
象
は
、
も
と
も
と
「
米
舂
女
等
」
だ
と
は
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
話
は
成
り
立
つ
。

　

Ｏ
の
話
に
認
め
ら
れ
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
歌
の
構
成
の
あ
り
か
た
か
ら
見
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
と
言
え
る
の
か
。

Ｐ　

窺う
か
ね
ら
ふ

良
布　

跡と
 
み見

山や
ま

雪ゆ
き

之の　

い
ち
し
ろ
く　

恋
ひ
ば
妹
が
名　

人
知
ら
む
か
も 

〔
十
・
二
三
四
六
〕

　

こ
の
歌
で
は
、「
じ
っ
と
見
て
い
て
獲
物
を
狙
う
」
の
意
の
「
う
か
ね
ら
ふ
」
が
、「
跡と

 
み見

山
」
の
「
跡
見
」
に
掛
か
る
枕
詞
に
な
っ
て

い
る
。「
う
か
ね
ら
ふ
」
を
承
け
る
「
跡と

 
み見

」
は
、
狩
猟
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
注
釈
・
辞
書
に
見
え
る
説
明
を
ま
と
め
れ

ば
、「
跡
見
」
は
「
鳥
獣
が
通
っ
た
あ
と
を
見
て
、
そ
れ
が
通
っ
た
時
間
や
そ
れ
が
今
い
る
場
所
な
ど
を
判
断
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ

を
行
う
役
の
猟
師
」
の
意
で
あ
る
。
歌
の
作
者
が
、「
跡
見
」
と
い
う
語
か
ら
、
そ
れ
と
類
義
を
も
つ
「
う
か
ね
ら
ふ
」
と
い
う
動
詞
を

連
想
し
、
そ
れ
を
「
跡
見
」
と
い
う
名
詞
を
導
入
す
る
枕
詞
と
し
た
の
で
あ
る
。「
う
か
ね
ら
ふ
」
と
「
跡
見
」
と
は
、
類
義
の
語
だ
が

音
韻
面
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｏ
の
話
の
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
の
「
舂
く
」
と
「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
と
の
関
係
に

近
い
。

　
『
古
事
記
』
に
見
え
る
次
の
歌
謡
で
は
、
序
詞
と
本
旨
と
の
関
係
が
、
Ｐ
の
歌
の
「
跡
見
」
と
「
う
か
ね
ら
ふ
」
と
の
そ
れ
に
類
似
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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四
三

Ｑ　

倭や
ま
と
へ方

に　

西
吹
き
上
げ
て　

玖く

毛も

婆ば

那な

礼れ　

曽そ

岐き

袁を

理り

登と

母も　

吾
忘
れ
め
や 

〔
記
五
五
〕

　
「
倭や

ま
と
へ方

に
…
…
雲
離
れ
」
の
三
句
が
序
詞
と
な
っ
て
、
本
旨
の
「
退そ

き
」
あ
る
い
は
「
退
き
居
り
」
を
導
入
し
て
い
る
。「
退
き
」
は

「
遠
ざ
か
り
」
の
意
を
表
す
動
詞
だ
か
ら
、「
雲
離
れ
」
と
い
う
複
合
語
に
用
い
ら
れ
た
「
離
れ
」
と
は
、
類
義
語
の
関
係
に
あ
る
。
本
旨

の
「
退
き
」
を
言
う
た
め
に
、
そ
れ
と
類
義
を
も
つ
「
離
れ
」
を
事
前
に
連
想
し
、
そ
れ
を
末
尾
に
置
い
て
長
い
序
詞
を
構
成
し
た
わ
け

で
あ
る
。「
雲
離
れ
」
と
「
退
き
居
り
」
と
は
、
音
韻
面
で
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。「
離
れ
」
と
「
退
き
」
と
の
関
係
は
、
や
は
り
Ｏ

の
話
の
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
の
「
舂
く
」
と
「
婚く

な

ぎ
断
ち
」「
陰ほ

と

絶た

ち
」
と
の
関
係
に
近
い
と
言
え
る
。

Ｒ　
ふ
さ

手た

折を
り　

多た

武む
の

山や
ま

霧ぎ
り　

繁
み
か
も　

細
川
の
瀬
に　

波
騒
き
け
る 

〔
九
・
一
七
〇
四
〕

　

こ
の
歌
で
は
、
地
名
の
「
多た

武む

」
を
、「
曲
げ
る
」
の
意
を
表
す
「
た
む
」
と
い
う
動
詞
に
見
立
て
、
そ
れ
か
ら
事
前
に
連
想
さ
れ
た

類
義
の
「
手
折
り
」
に
「

ふ
さ

」
を
付
し
、「
た
む
」
の
枕
詞
と
し
て
い
る
。「
手た

折を

る
」
は
「
手
で
曲
げ
て
取
る
」
の
意
で
あ
り
、「

」

は
「
総
／
房
」
の
こ
と
で
、
花
や
実
が
束
に
な
っ
て
付
い
た
も
の
を
さ
す
。
本
旨
の
表
現
に
用
い
る
べ
き
「
た
む
」
か
ら
、
類
義
を
表
す

「
手
折
る
」
と
い
う
動
詞
を
連
想
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
Ｏ
の
話
の
「
断
つ
」
と
「
舂
く
」
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
。「
た
む
」

と
「
手
折
り
」
と
は
初
頭
の
音
節
が
同
じ
だ
が
、
互
い
に
音
節
数
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

三
首
の
「
跡
見
」「
退
き
」「
た
む
」
が
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
二
段
め
の
か
た
り
に
相
当
し
、
そ
れ
か
ら
連
想
さ
れ
た
「
う
か
ね

ら
ふ
」「
雲
離
れ
」「

手
折
り
」
が
一
段
め
の
語
り
に
相
当
す
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｏ
の
話
は
、
聖
性
と
威
徳
と
を
具
え
た
息
長
帯
日
売
命
に
関
す
る
話
で
あ
る
。「
一
夜
の
間
に
、
萩
一ひ

と

根も
と
お生

ひ
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き
」「
墫も

た
ひの

水
溢あ

ふ

れ
て
井
と
成
り
き
」
そ
の
他
の
、
不
思
議
な
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
話
の
な
か
で
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

同
様
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
息
長
帯
日
売
命
に
仕
え
る
陪お

も
と
び
と

従
が
、
米
舂
女
等
と
交
合
を
行
っ
て
陰
部
を
傷
つ
け
た
結
果
、「
萩
多
く
栄
え
き
」

と
い
う
事
態
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

Ｏ
の
話
が
載
っ
て
い
る
の
と
同
じ
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
、

Ｓ　

讃さ
 
よ容

と
い
ふ
所ゆ

 
ゑ以

は
、
大
神
妹い

も
せ

二
柱
、
競
ひ
て
国
占し

め
ま
し
し
時
、
妹
玉た

ま

津つ

日ひ
め
の
み
こ
と

女
命
、
生
け
る
鹿
を
捕と

り
臥
せ
て
、
其
の
腹
を

割さ

き
て
、
其
の
血
に
稲
種ま

き
き
。
仍よ

り
て
、
一
夜
の
間
に
、
苗な

へ

生お

ひ
き
。
即す

な
はち

取
り
て
殖う

ゑ
し
め
た
ま
ひ
き
。
爾こ

こ

に
大
神
勅の

り
た
ま

ひ
し
く
、「
汝な

に
も妹

は
、
五さ月
夜よ

に
殖
ゑ
つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即や

が

て
他

あ
だ
し
と
こ
ろ

処
に
去
り
た
ま
ひ
き
。
故か

れ

、
五
月
夜
の
郡こ

ほ
りと

號な
づ

け
、

神
を
賛さ

用よ

都つ

比ひ
め
の
み
こ
と

売
命
と
名
づ
く
。 

〔
讃
容
郡
〕

と
い
う
話
が
見
え
、
ま
た
次
の
よ
う
な
話
も
見
え
る
。

Ｔ　

丹に

津つ

日ひ

子こ

の
神
、「
法ほ

ふ

太だ

の
川
底
を
、
雲う

る
み潤

の
方
に
越
さ
む
と
欲お

も

ふ
」
と
爾し

か
い云

ひ
し
時
、
彼
の
村
に
在い

ま

せ
る
太お

ほ

水み
づ

の
神
、
辞い

な

び
て

云の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
吾
は
宍し

し

の
血
を
以
て
佃た

つ
くる

。
故か

れ

、
河
の
水
を
欲ほ

り
せ
ず
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
丹
津
日
子
云
ひ
し

く
、「
此
の
神
は
、
河
を
堀
る
事
に
倦う

み
て
爾
い
へ
る
の
み
」
と
い
ひ
き
。
故
、
雲う

弥み

と
號な

づ

く
。
今い

ま

人ひ
と

、
雲
潤
と
號な

づ

く
。 

〔
賀
毛
郡
〕

　

Ｓ
の
話
は
、
鹿
の
腹
を
割
い
て
そ
の
血
に
稲
を
蒔
い
た
ら
一
夜
で
苗
が
生
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｔ
の
話
は
、
宍し

し

つ
ま

り
動
物
の
血
で
田
を
作
る
か
ら
河
の
水
は
必
要
な
い
と
神
が
言
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
話
で
は
、
稲
な
ど
の
植
物
を
植
え
る
際
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一
四
五

に
は
、
普
通
に
水
を
用
い
る
よ
り
も
動
物
の
血
を
用
い
た
方
が
成
長
が
ず
っ
と
早
い
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
話
に
は
、
動
物
の
血
と
、
稲
あ
る
い
は
田
と
、
一
夜
で
の
苗
の
成
長
の
、
三
つ
の
要
素
の
結
び
付
き
が
確
認
で
き
る）

6
（

。
こ
の

こ
と
は
、
Ｏ
の
「
陰
絶
田
」
の
話
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
つ
ま
り
、
稲
あ
る
い
は
田
は
、「
陰
絶
田
」
の
話
に
出
て
い
る
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
動
物
の
血
は
、
女
ら
と
陪
従
ら
と
の
交
合
に
よ
っ
て
陰
部
か
ら
出
た
は
ず
の
血
に

対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
夜
で
急
に
苗
が
成
長
し
た
と
い
う
事
態
は
、「
陰
絶
田
」
の
話
の
前
半
部
に
「
一
夜
の
間
に
、

萩
一ひ

と

根も
と
お生

ひ
き
」
と
あ
り
、
ま
た
「
陰
絶
田
」
と
い
う
地
名
に
続
い
て
「
仍す

な
はち

、
萩
多
く
栄
え
き
」
と
あ
る
こ
と
に
内
容
的
に
対
応
す
る
、

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

だ
か
ら
、「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ

と

を
、
陪お

も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
。
故
、
陰ほ

と

絶た
ち

田だ

と
い
ふ
。
仍す

な
はち

、
萩
多
く
栄
え
き
」
と
い
う
一
連
の
表
現
で
は
、

陰
部
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
と
、
萩
が
多
く
栄
え
た
こ
と
と
の
間
に
は
、「
そ
の
こ
と
が
原
因
で
」
の
意
の
、
明
確
な
因
果
関
係
が
あ
る
と

見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

三
つ
の
要
素
の
結
び
付
き
が
Ｏ
の
話
に
も
認
め
ら
れ
る
以
上
、
同
話
と
動
物
の
血
に
関
す
る
話
は
、
古
い
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼

を
背
景
と
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
動
物
の
血
と
人
間
の
血
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
神
に
動
物
の
犠

牲
を
捧
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
豊
穣
・
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
、
人
々
の
遠
い
記
憶
を
伝
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

　
「
国
土
創
成
」
を
め
ぐ
る
Ａ
・
Ｂ
の
話
と
Ｅ
・
Ｆ
の
話
、
Ｇ
の
「
丹
塗
矢
伝
説
」、
Ｉ
の
「
箸
墓
伝
説
」、
Ｏ
の
「
陰
絶
田
」
を
め
ぐ
る

話
の
ど
れ
で
も
、
女
陰
・
交
合
・
結
婚
な
ど
の
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
話
に
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
、
以
上
の
論
述
で
確
認
し
た
。

　

た
だ
し
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
女
陰
・
交
合
な
ど
の
話
題
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
の
二
点
を
条
件
と
し
て
、

以
上
の
諸
話
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る
諸
話
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
に
は
女
陰
・
交
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合
な
ど
の
話
題
が
共
通
し
て
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
る
。

　

女
陰
を
矢
が
突
く
に
し
て
も
、
何
か
が
原
因
で
女
陰
が
損
傷
を
受
け
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
女
陰
や
交
合
に
関
す
る
話
題
は
、
話
の

語
り
手
に
も
聞
き
手
に
も
強
い
印
象
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
時
に
は
、
そ
れ
は
刺
激
的
・
衝
撃
的
な
印
象
さ
え
与
え
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
女
陰
・
交
合
に
関
す
る
出
来
事
は
、
そ
の
内
容
に
類
似
し
対
応
す
る
連
想
を
呼
び
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
二
段

構
え
の
語
り
」
と
女
陰
・
交
合
の
話
題
と
が
、
以
上
の
諸
話
の
な
か
に
共
存
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
表
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
諸
話
に
、
女
陰
・
交
合
な
ど
の
話
題
が
共
通
し
て

含
ま
れ
て
い
る
。
論
述
の
流
れ
に
従
え
ば
、
交
合
・
結
婚
を
語
る
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
女
陰
の
こ
と
が
一
つ
の
話
題
に
な
っ
て
い

る
、
次
の
話
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

Ｕ　

須す

佐さ

之の
を
の
み
こ
と

男
命
、（
略
）
勝
ち
さ
び
に
、
天あ

ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み

照
大
御
神
の
営つ

く
だ田

を
離は

な

ち
、
そ
の
溝
を
埋
め
、
ま
た
そ
の
大お

ほ
に
へ嘗

を
聞
こ
し
め
す
殿
に
屎く

そ

ま
り
散
ら
し
き
。
故か

れ

、
然し

か

す
れ
ど
も
天
照
大
御
神
は
咎と

が

め
ず
て
…
（
略
）
な
ほ
そ
の
悪
し
き
態わ

ざ

止
ま
ず
て
転う

た

て
あ
り
き
。
天
照
大
御

神
、
忌い

み
は
た服

屋や

に
坐ま

し
ま
し
て
神か

む

御み
 
そ衣

織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
そ
の
服
屋
の
頂む

ね

を
穿う

が

ち
、
天あ

め

の
斑ふ

ち
こ
ま馬

を
逆さ

か

剝は

ぎ
に
剝
ぎ
て
堕お

と

し
入
る

る
時
に
、
天
の
服は

た

織お
り

女め

、
見
驚
き
て
、
梭ひ

に
陰ほ

 
と上

を
衝つ

き
て
死
に
き
。
故か

れ

、
こ
こ
に
天
照
大
御
神
、
見
畏か

し
こみ

て
、
天
の
石い

は

屋や

戸と

を
開

き
て
さ
し
籠
も
り
ま
し
き
。
こ
こ
に
高た

か

天ま

の
原
皆
暗
く
、
葦

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に
こ
と
ご
と

原
中
国
悉
に
闇く

ら

し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
常と

こ

夜よ

往ゆ

き
き
。
こ
こ
に

万
よ
ろ
づ
の
わ
ざ
は
ひ

妖
悉
に
発お

こ

り
き
。 

〔
神
代
記
〕
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こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
神
話
の
一
部
で
あ
り
、
須
佐
之
男
命
の
「
勝
ち
さ
び
」
の
場
面
と
、
そ
の
姉
で
あ
る
天
照
大
御
神
の
「
石
屋
籠

も
り
」
の
場
面
で
あ
る
。
天
照
大
御
神
が
機
織
り
を
し
て
い
る
時
に
、
弟
の
須
佐
之
男
命
が
、
皮
を
剝
い
だ
馬
を
、
服は

た

屋や

の
屋
根
を
壊
し

て
な
か
に
投
げ
入
れ
た
。
そ
れ
に
驚
い
た
服は

た

織お
り

女め

が
、
縦
糸
の
間
に
横
糸
を
通
す
た
め
の
道
具
で
あ
る
梭ひ

を
、
誤
っ
て
自
分
の
陰
部
に
突

き
刺
し
て
死
ん
だ
。
そ
れ
を
見
て
、
弟
の
行
動
を
恐
れ
た
天
照
大
御
神
が
石い

は

屋や

に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
世
界
は
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、

多
く
の
災
禍
が
は
び
こ
っ
た
と
い
う
。

　

二
重
線
を
付
し
た
「
そ
の
服
屋
の
頂む

ね

を
穿う

が

ち
、
天あ

め

の
斑ふ

ち
こ
ま馬

を
逆さ

か

剝は

ぎ
に
剝
ぎ
て
堕お

と

し
入
る
る
時
に
…
」
と
い
う
部
分
と
、
太
線
を
付
し

た
「
梭ひ

に
陰ほ

 
と上

を
衝つ

き
て
死
に
き
」
と
い
う
部
分
と
は
、
表
現
の
あ
り
か
た
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
し
、
皮
を
剝
い
だ
馬
を
、
屋
根

を
壊
し
て
建
物
の
な
か
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
と
、
梭ひ

で
勢
い
よ
く
突
い
て
陰
部
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
が
、
物
理
的
な
動
き
と
し
て
酷
似
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
二
つ
の
部
分
で
は
、

Ｕ　
《
あ
る
物
体
を
急
に
動
か
し
、
そ
の
勢
い
で
別
の
物
体
を
破
損
す
る
》

と
い
う
こ
と
が
、
共
通
の
骨
子
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
Ｉ
・
Ｏ
の
話
の
場
合
の
動
き
と
酷
似
し
て
い
る
。

　

二
つ
の
部
分
に
描
写
さ
れ
て
い
る
物
理
的
な
動
き
を
こ
の
よ
う
に
要
約
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
た
諸
話
の
場
合
と
同
様
に
、
Ｕ
の
話
に

表
れ
て
い
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
推
測
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
皮
を
剝
い
だ
馬
を
、
服
屋
の
屋
根

を
壊
し
て
投
げ
入
れ
た
と
い
う
二
重
線
の
部
分
は
、
梭
で
陰
部
を
突
い
て
服
織
女
が
死
ん
だ
と
い
う
太
線
の
部
分
に
基
づ
い
て
、
伝
承
者

が
事
前
に
連
想
し
て
話
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



神
話
・
伝
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
語
り
（
佐
佐
木
） 

一
四
八

　

確
か
に
、
梭
で
陰
部
を
突
い
て
女
が
死
ん
だ
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
で
印
象
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
特
に
、『
日
本
書
紀
』

の
所
伝
に
は
、「
天
照
大
神
、
驚お

ど
ろ動

き
た
ま
ひ
て
、
梭
を
以
て
身
を
傷い

た

ま
し
む
」〔
本
書
〕
と
あ
り
、
ま
た
「
稚わ

か
ひ
る
め
の
み
こ
と

日
尊
、
驚
き
た
ま
ひ

て
、
機は

た

よ
り
墮お

ち
て
、
持
た
る
梭
を
以
て
體み

を
傷や

ぶ

ら
し
め
て
、
神か

む
さ退

り
ま
し
ぬ
」〔
一
書
第
一
〕
と
あ
っ
て
、
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ

る
。
至
高
神
で
あ
る
天
照
大
神
自
身
が
陰
部
を
損
傷
し
、
ま
た
そ
の
分
身
で
あ
る
稚
日
尊
が
同
じ
原
因
で
死
ん
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ

れ
以
上
の
重
大
事
件
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
伝
承
者
が
連
想
し
た
こ
と
を
神
話
の
な
か
に
持
ち
込
む
以
前
に
は
、
梭
を
突
き
刺
し
て
陰

部
を
損
傷
し
た
と
い
う
話
題
は
あ
っ
て
も
、
屋
根
を
壊
し
て
馬
を
投
げ
入
れ
た
と
い
う
話
題
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
、
馬
に
関
す
る
話
題
が
直
前
に
置
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
天
照
大
御
神
が
石
屋
に
籠
も
る
と
い
う
展
開
に
な
り
え
た
の
か
、
と
の
問

題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
Ｕ
の
話
で
は
、
馬
の
投
げ
入
れ
に
驚
い
て
服
織
女
が
陰
部
に
損
傷
を
負
っ
て
死
ん
だ
の
で

0

0

0

0

0

、
そ
の

こ
と
を
恐
れ
た
天
照
大
御
神
が
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

結
論
を
言
え
ば
、
馬
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
行
動
は
な
く
て
も
、
天
照
大
御
神
が
石
屋
に
籠
も
る
と
い
う
展
開
に
な
り
え
た
、
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
支
持
す
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
次
の
所
伝
で
あ
る
。

Ｖ　

日
ひ
の
か
み
の
み
こ
と

神
尊
、
天あ

ま
の
か
き
た

垣
田
を
以
て
御
田
と
し
た
ま
ふ
。
時
に
素
戔
嗚
尊
、
春
は
渠み

ぞ

塡う

め
、
畔あ

は
な
ち毀

す
。
又
、
秋
の
穀

た
な
つ
も
の
す
で

已
に
成
り
ぬ
る
と
き

に
、
則
ち
冒

ひ
き
わ
たす

に
絡あ

ぜ
な
は縄

を
以
て
す
。
且ま

た
ひ
の
か
み

日
神
の
機は

た

殿ど
の

に
居ま

し
ま
す
時
に
、
則
ち
斑ぶ

ち

駒こ
ま

を
生い

け

剝は

ぎ
に
し
て
、
其
の
殿

み
あ
ら
かの

内
に
納な

げ
いる

。
凡す

べ

て
此
の
諸

も
ろ
も
ろの

事
、
尽

こ
と
ご
と
くに

是こ
れ
あ
づ
き
な

無
状
し
。
然
れ
ど
も
、
日
神
、
恩

こ
の
か
み
お
と
と
む
つ
ま

親
し
き
意

み
こ
こ
ろ
も
ちに

し
て
、
慍と

が

め
た
ま
は
ず
、
恨
み
た
ま
は
ず
。
皆

平た
ひ

ら
か
な
る
心
を
以
て
容ゆ

る

し
た
ま
ふ
。
日
神
の
新

に
ひ
な
へ
き
こ

嘗
し
め
す
時
に
及お

 
よ至

び
て
、
素
戔
嗚
尊
、
則
ち
新

に
ひ
な
へ
の
み
や

宮
の
御み

ま
し席

の
下
に
、
陰ひ

そ
かに

自

ら
送く

そ
ま糞

る
。
日
神
、
知し

ろ

し
め
さ
ず
し
て
、
俓た

だ

に
席み

ま
しの

上
に
坐ゐ

た
ま
ふ
。
是
に
由よ

り
て
、
日
神
、
體み

み
こ
ぞ挙

り
て
不や

く
さ平

み
た
ま
ふ
。
故
、
以
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て
恚い

 
か恨

り
ま
し
て
、
廼す

な
はち

天あ
ま
の
い
は
や

石
窟
に
居ま

し
て
、
其
の
磐い

は

戸と

を
閉さ

し
ぬ
。 

〔
一
書
第
二
〕

　

素す
さ
の
を
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
の
悪
行
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
こ
の
Ｖ
の
話
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
、
少
し
細
か
く
見
て
み
る
。
天
照
大
神
の
御み

田た

を

素
戔
嗚
尊
が
損
壊
す
る
話
が
最
初
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
Ｕ
の
話
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
は
、
Ｕ
の
話
と

大
き
く
異
な
っ
て
、
馬
を
投
げ
入
れ
る
話
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
悪
行
を
含
む
「
諸

も
ろ
も
ろ

の
事
」
に
つ
い
て
、「
日ひ

の

神か
み

、

恩
こ
の
か
み
お
と
と
む
つ
ま

親
し
き
意

み
こ
こ
ろ
も
ちに

し
て
、
慍と

が

め
た
ま
は
ず
、
恨
み
た
ま
は
ず
。
皆
平た

ひ

ら
か
な
る
心
を
以
て
容ゆ

る

し
た
ま
ふ
」
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ

て
い
る
。
馬
を
投
げ
入
れ
た
こ
と
は
、
天
照
大
神
の
石
屋
籠
も
り
と
直
結
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
日
神
は
馬
の
投
げ
入
れ
を
含
む
多
く
の

悪
行
を
許
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

Ｖ
の
話
で
石
屋
籠
も
り
と
直
結
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
と
に
な
さ
れ
た
悪
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
素
戔
嗚
尊
、
則
ち
新

に
ひ
な
へ
の
み
や

宮
の
御み

ま
し席

の
下
に
、
陰ひ

そ
かに

自
ら
送く

そ
ま糞

る
」
と
い
う
蛮
行
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
日
神
、
知
し
め
さ
ず
し
て
、
俓た

だ

に
席み

ま
しの

上
に
坐ゐ

た
ま
ふ
。
是
に

由よ

り
て
、
日
神
、
體み

み
こ
ぞ挙

り
て
不や

く
さ平

み
た
ま
ふ
」
と
い
う
ひ
ど
い
状
況
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
新
宮
の
な
か
で
の
脱
糞
と
い
う
悪
行
が
日ひ

の

神か
み

に
病
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
同
神
を
石
屋
に
籠
も
ら
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
陰
部
が
損
傷
し
た
事
件
で
は
な
く
て
、
新
宮
で
の
脱
糞

と
い
う
蛮
行
が
石
屋
籠
も
り
の
原
因
と
な
り
え
た
こ
と
を
、
Ｖ
の
話
が
証
明
し
て
い
る
【
天
照
大
神
に
あ
た
る
神
を
「
日
神
」
と
す
る
所

伝
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
成
立
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
】。

　

新
宮
で
の
脱
糞
が
石
屋
籠
も
り
の
原
因
に
な
っ
た
と
す
る
Ｖ
の
話
に
は
、
女
陰
が
損
傷
し
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
Ｕ
の
話
や
さ
き
に
引
用
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
本
書
・
一
書
第
二
の
話
で
は
、
馬
の
投
げ
入
れ
に
驚
い
た
女
神
が
陰
部
を
損
傷
し
、

そ
の
こ
と
が
女
神
の
石
屋
籠
も
り
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
話
の
内
容
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
事
実
は
、
女
神
が
陰
部
を
損
傷
し
た

こ
と
と
女
神
が
石
屋
に
籠
も
っ
た
こ
と
と
は
必
ず
し
も
一
連
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
話
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
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た
っ
て
は
二
つ
の
こ
と
を
別
々
に
処
理
し
て
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
Ｕ
の
話
で
大
き
な
問
題
と
な
る
の
は
、
馬
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
行
動
が
な
け
れ
ば
、
女
神
が
驚
い
て
陰
部
を
損
傷
す
る
と

い
う
事
態
も
起
こ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
女
神
が
陰
部
を
損
傷
す
る
と
い
う
事
態
だ
け
が
話
に
含
ま
れ
、
馬
を
投

げ
入
れ
る
と
い
う
行
動
は
話
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
話
の
状
況
は
想
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
連
の
話
の
な
か
に
ま
ず
Ｘ
の
こ
と
が
出
て
い
て
次
に
Ｙ
の
こ
と
が
出
て
い
る
、
と
い
う
「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
、
ぜ
ひ
と
も
考
慮
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
こ
と
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
に
類
似
す
る
こ
と
を
伝
承
者
が
連
想
し
、

連
想
し
た
内
容
を
結
果
的
に
話
の
な
か
に
持
ち
込
む
に
は
、
一
般
的
に
二
と
お
り
の
過
程
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ａ　

先
に
出
て
く
る
Ｘ
が
伝
承
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
た
め
に
、
Ｘ
に
つ
い
て
語
っ
た
あ
と
に
、
そ
れ
に
類
似
し
た
内
容
を
も
つ
Ｙ

を
伝
承
者
が
連
想
す
る
、
と
い
う
過
程
。

ｂ　

あ
と
に
出
て
く
る
Ｙ
が
伝
承
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
た
め
に
、
Ｙ
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
そ
れ
に
類
似
し
た
内
容
を
も
つ
Ｘ
を

伝
承
者
が
連
想
す
る
、
と
い
う
過
程
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
二
段
構
え
の
語
り
」
は
、
す
べ
て
ｂ
の
過
程
を
経
て
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
た
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
特
に

問
題
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｕ
・
Ｖ
の
二
話
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
Ｕ
の
話
で
は
、
馬
を
投
げ
入

れ
た
こ
と
が
、
女
神
が
陰
部
を
損
傷
す
る
原
因
に
な
っ
て
お
り
、
Ｖ
の
話
で
は
、
新
宮
で
脱
糞
し
た
こ
と
が
、
女
神
に
病
を
も
た
ら
す
原

因
と
な
っ
て
い
る
。
二
重
線
の
部
分
が
原
因
を
表
し
て
お
り
、
太
線
の
部
分
が
結
果
を
表
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
二
つ
の
部
分
は
密
接

な
因
果
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
Ｕ
・
Ｖ
の
二
話
に
表
れ
て
い
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
ｂ
の
過
程
を
経
て
成
立
し
た
と
仮
定
し
て
、
具
体
的
に
話
の
展
開

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
陰
部
を
損
傷
し
た
こ
と
だ
け
が
Ｕ
の
話
に
含
ま
れ
る
と
い
う
段
階
を
想
定
す
れ
ば
、
女
神
が
な
ぜ
梭
で
陰
部
を

突
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
何
も
説
明
が
な
く
、
話
の
展
開
が
唐
突
す
ぎ
る
。
聞
き
手
は
話
の
展
開
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

同
様
に
、
女
神
が
糞
の
上
に
座
っ
て
病
を
得
た
こ
と
だ
け
が
Ｖ
の
話
に
含
ま
れ
る
と
い
う
段
階
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
こ
に
な
ぜ
糞
が
あ
っ

た
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
話
の
展
開
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
。

　

一
方
で
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
は
ｂ
の
過
程
を
経
て
成
立
し
た
と
い
う
仮
定
を
捨
て
、
そ
れ
は
ａ
の
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
だ

と
仮
定
し
て
み
る
。
二
重
線
の
部
分
だ
け
が
話
に
含
ま
れ
て
お
り
、
伝
承
者
は
そ
れ
を
も
と
に
し
て
太
線
の
部
分
を
連
想
し
、
連
想
し
た

こ
と
を
あ
と
で
話
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。

　

Ｕ
の
話
に
は
、
も
と
も
と
馬
を
投
げ
入
れ
た
こ
と
だ
け
が
あ
り
、
伝
承
者
は
そ
れ
を
も
と
に
、
酷
似
す
る
動
き
を
と
る
こ
と
と
し
て
、

梭
で
陰
部
を
突
く
と
い
う
動
作
を
連
想
し
た
。
馬
の
皮
を
剝
い
だ
う
え
、
屋
根
を
壊
し
て
そ
れ
を
服
屋
の
中
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
悪
行

は
、
女
神
が
梭
で
陰
部
を
突
く
と
い
う
事
故
が
な
く
て
も
、
女
神
を
恐
れ
さ
せ
て
石
屋
に
籠
も
ら
せ
る
に
は
十
分
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｖ
の
話
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
新
宮
で
脱
糞
を
し
た
こ
と
だ
け
が
含
ま
れ
て
お
り
、
伝
承
者
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
女
神
が

そ
の
糞
の
上
に
座
っ
て
病
を
得
た
こ
と
を
連
想
し
た
。
女
神
が
新
嘗
の
儀
礼
を
行
う
前
に
、
そ
の
神
聖
な
新
宮
で
こ
っ
そ
り
脱
糞
を
す
る

と
い
う
蛮
行
は
、
女
神
が
糞
の
上
に
座
っ
て
病
を
得
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
ら
な
く
て
も
、
女
神
を
怒
ら
せ
て
石
窟
に
籠
も
ら
せ
る
に
は

十
分
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ｂ
の
過
程
を
想
定
す
れ
ば
も
と
の
話
は
成
り
立
た
な
い
が
、
逆
に
ａ
の
過
程
を
想
定
す
れ
ば
、
Ｕ
・
Ｖ
の
二
話
に
も
「
二

段
構
え
の
語
り
」
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
、
ａ
の
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が

表
れ
て
い
る
こ
と
を
順
当
に
説
明
し
う
る
話
は
、
す
ぐ
あ
と
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
ほ
か
に
も
ま
だ
あ
る
。
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女
陰
が
何
ら
か
の
原
因
で
損
傷
し
た
こ
と
を
述
べ
る
、
Ｉ
・
Ｏ
・
Ｕ
の
三
話
に
つ
い
て
、
さ
き
に
一
段
め
の
語
り
と
二
段
め
の
語
り
の

内
容
を
検
討
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
次
の
よ
う
に
一
文
に
ま
と
め
て
お
い
た
。

Ｉ　
《
身
体
の
一
部
を
急
に
下
方
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
先
に
あ
る
物
を
勢
い
よ
く
突
く
》

Ｏ　
《
狭
い
空
間
に
棒
状
の
物
を
差
し
入
れ
、
そ
の
奥
に
あ
る
部
分
ま
た
は
物
を
強
く
突
く
》

Ｕ　
《
あ
る
物
体
を
急
に
動
か
し
、
そ
の
勢
い
で
別
の
物
体
を
破
損
す
る
》

　

三
話
に
認
め
ら
れ
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
内
容
は
、
こ
の
よ
う
に
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
動
き
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
Ａ
・
Ｂ
の
話
や
Ｇ
の
話
に
見
ら
れ
る
「
二
段
構
え
の
語
り
」
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
動
き
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
女
陰
が
損
傷
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
る
三
話
に
「
二
段
構
え
の
語
り
」
を
認
め
る
こ
と
の
妥
当
性
を
、
逆
の
面
か
ら
証

す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
に
対
し
、
女
陰
の
損
傷
が
話
題
と
な
っ
て
い
な
い
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
認
め
ら
れ
る
別
の
諸
話
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を

一
文
に
ま
と
め
る
と
、
そ
の
一
文
は
こ
れ
ら
と
ま
っ
た
く
異
な
る
動
き
を
表
す
も
の
と
な
る
（
後
述
）。
そ
の
こ
と
も
、
さ
き
に
述
べ
た

よ
う
な
「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
、
一
つ
の
論
拠
と
な
る
と
考
え
る
。

六

　

Ｕ
の
話
と
同
様
に
、
ａ
の
過
程
を
経
て
「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
話
を
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
取
り
上
げ
る
。
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そ
れ
は
『
古
事
記
』
に
見
え
る
神
話
で
、
の
ち
に
地
上
界
の
支
配
者
に
な
る
大お

ほ
な
む
ぢ
の

穴
牟
遅
神か

み

を
、
そ
の
兄
弟
で
あ
る
八や

十そ

神が
み

が
殺
害
す
る
場

面
で
あ
る
。

Ｗ　

こ
こ
に
八や

十そ

神が
み

見
て
、
ま
た
欺あ

ざ
むき

て
山
に
率ゐ

て
入
り
て
、
大お

ほ

樹き

を
切
り
伏
せ
、
茹ひ

め

矢や

を
そ
の
木
に
打
ち
立
て
、
そ
の
中
に
入
ら
し

む
る
即
ち
、
そ
の
氷ひ

目め

矢や

を
打
ち
離
ち
て
、
拷う

ち
殺
し
き
。
こ
こ
に
ま
た
、
そ
の
御み

祖お
や

の
命み

こ
と、

哭な

き
つ
つ
求ま

げ
ば
、
見
得
て
、
す
な

は
ち
そ
の
木
を
折
り
て
取
り
出
で
活
か
し
て
、
そ
の
子
に
告
げ
て
言
ひ
し
く
、「
汝い

ま
し、

此こ
　
こ間

に
あ
ら
ば
、
遂
に
八
十
神
の
た
め
に
滅

ぼ
さ
え
な
む
」
と
い
ひ
て
、
す
な
は
ち
木き

の

国く
に

の
大お

ほ

屋や

毘び

古こ
の

神か
み

の
御み

も
と所

に
違た

が

へ
遣
り
き
。
こ
こ
に
八
十
神
、

ま

ぎ
追
ひ
臻い

た

り
て
、
矢や

刺ざ

し
乞
ふ
時
に
、
木
の
俣ま

た

よ
り
漏く

き
逃
が
し
て
云の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
須す

佐さ

能の
を
の
み
こ
と

男
命
の
坐ま

し
ま
す
根
の
堅か

た

州す

国く
に

に
参ま

ゐ

向
ふ
べ
し
。
必
ず

そ
の
大
神
、
議は

か

り
た
ま
ひ
な
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故か

れ

、
詔の

り
た
ま
ひ
し
命
の
随ま

に
まに

、
須
佐
之
男
命
の
御
所
に
参ま

ゐ
い
た到

れ
ば
…

 

〔
神
代
記
〕

　

八
十
神
が
大
木
を
切
り
倒
し
て
そ
れ
を
裂
き
、
裂
け
目
に
楔

く
さ
び

状
の
「
茹ひ

め

矢や

」
を
押
し
立
て
て
お
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
大
穴
牟
遅
神

を
入
ら
せ
て
楔
状
の
物
を
引
き
抜
き
、
同
神
を
圧
死
さ
せ
た
。
同
神
の
母
が
木
を
折
っ
て
息
子
を
救
い
出
し
、
こ
れ
を
蘇
生
さ
せ
て
大お

ほ

屋や

毘び

古こ
の

神か
み

の
も
と
へ
逃
が
し
て
や
っ
た
。
さ
ら
に
、
八
十
神
が
追
い
つ
い
て
、
息
子
を
引
き
渡
す
よ
う
に
母
に
要
求
し
た
時
に
は
、
母
が
息

子
を
こ
っ
そ
り
木
の
俣
か
ら
須
佐
能
男
命
の
も
と
へ
逃
が
し
て
や
っ
た
と
い
う
。

　

Ｗ
の
話
の
直
前
に
は
、
八
十
神
に
脅
迫
さ
れ
た
大
穴
牟
遅
神
が
、
焼
け
た
岩
を
か
か
え
込
ん
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
が
置
か

れ
て
い
る
。
死
ん
だ
大
穴
牟
遅
神
は
、
や
は
り
母
の
尽
力
に
よ
っ
て
復
活
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
一
回
め
の
死
と
復
活
を
語
る
話
だ
か
ら
、

Ｗ
の
話
で
語
ら
れ
る
死
と
復
活
は
二
回
め
の
そ
れ
で
あ
る
。
一
回
め
の
死
が
岩
を
抱
き
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
二
回
め
の
死
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が
木
の
俣
に
挟
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
死
因
の
内
容
が
、
一
回
め
と
二
回
め
と
で
は
逆
転
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
穴
牟
遅
神
の
二
度
に
わ
た
る
死
は
、
天
照
大
御
神
の
二
度
に
わ
た
る
死
と
奇
妙
な
か
た
ち
で
対
応
し
て
い
る
。
天
照
大
御
神

の
死
は
、
ま
ず
同
神
自
身
あ
る
い
は
そ
の
分
身
の
女
神
が
、
木
製
の
梭
で
陰
部
を
突
い
て
死
ぬ
、
と
い
う
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
あ
と
で
同
神
自
身
が
岩
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
か
た
ち
で
死
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
太
陽
神
の
象
徴
的
な
死
で
あ
る
。

両
神
の
死
の
内
容
を
細
か
く
比
較
す
る
と
、
両
神
の
体
と
岩
・
木
と
が
、
次
の
よ
う
に
互
い
に
逆
転
し
た
奇
妙
な
関
係
を
示
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
　

大
穴
牟
遅
神
の
死
…
…
…
体
が
岩
を
か
か
え
る
↓
木
の
俣
が
体
を
挟
む

　
　

天
照
大
御
神
の
死
…
…
…
木
が
体
の
な
か
に
入
る
↓
体
が
岩
の
な
か
に
入
る

　

地
上
の
支
配
者
と
世
界
の
至
高
神
と
の
間
に
、
死
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
よ
う
な
逆
転
し
た
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
興
味
深

い
こ
と
で
あ
る）

7
（

。

　

さ
て
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
だ
が
、
Ｗ
の
話
の
う
ち
、
母
が
息
子
を
「
そ
の
木
を
折
り
て
取
り
出
で
活
か
し
て
」
大お

ほ

屋や

毘び

古こ
の

神か
み

の
も

と
へ
逃
が
し
て
や
っ
た
、
と
い
う
二
重
線
の
部
分
が
一
段
め
の
語
り
に
あ
た
る
。
二
段
め
の
語
り
に
あ
た
る
の
は
、
母
が
息
子
を
「
木
の

俣ま
た

よ
り
漏く

き
逃
が
し
」
て
、
須
佐
能
男
命
の
も
と
へ
向
か
わ
せ
た
、
と
い
う
太
線
の
部
分
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
神
話
で
は
、
俣
に
な
っ
た
「
そ
の
木
を
折
り
て
」
母
が
息
子
を
救
い
出
す
一
段
め
の
語
り
と
、
母
が
息
子
を
「
木
の
俣

よ
り
漏く

き
」
逃
が
し
て
や
る
二
段
め
の
語
り
と
は
、
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Ｗ　
《
母
が
息
子
を
木
の
俣
か
ら
救
出
し
あ
る
い
は
逃
が
し
て
、
別
の
神
の
も
と
へ
送
り
出
す
》

と
い
う
酷
似
し
た
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

地
上
の
支
配
者
と
な
る
べ
き
大
穴
牟
遅
神
が
、
木
の
俣
に
挟
ま
れ
て
死
ん
で
母
に
救
わ
れ
る
話
の
方
が
、
同
神
の
母
が
木
の
俣
か
ら
息

子
を
逃
が
し
て
や
る
話
よ
り
も
、
ず
っ
と
衝
撃
的
で
印
象
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
話
の
伝
承
者
が
、
一
段
め
の
語
り
の
内
容
を
強
く
意

識
し
、
そ
れ
に
酷
似
し
た
内
容
を
も
つ
二
段
め
の
語
り
を
連
想
し
て
、
あ
と
で
話
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。

よ
り
印
象
的
な
出
来
事
を
語
り
終
え
た
あ
と
も
そ
れ
が
意
識
の
な
か
か
ら
消
え
去
ら
ず
、
類
似
し
対
応
す
る
こ
と
が
ら
を
あ
と
で
連
想
し

て
し
ま
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
【
一
段
め
の
話
か
ら
二
段
め
の
話
が
連
想
さ
れ
た
と
い
う
、
ａ
の
過
程
を
た
ど
っ
た
と
お
ぼ
し
い
実
例
は

僅
少
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
然
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
】。

　

Ｗ
の
話
が
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
と
す
る
と
、
母
が
木
を
折
っ
て
息
子
を
救
い
出
し
、
こ
れ
を
蘇
生
さ
せ
て
か
ら
別
の
神
の
も

と
へ
逃
が
し
て
や
っ
た
、
と
い
う
一
段
め
の
語
り
だ
け
が
話
に
含
ま
れ
て
い
た
段
階
を
、
例
に
よ
っ
て
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

段
め
の
語
り
だ
け
で
話
は
成
り
立
つ
の
か
。

　

結
論
を
言
え
ば
、
そ
の
想
定
は
可
能
で
あ
る
。
八
十
神
の
も
と
か
ら
逃
げ
た
大
穴
牟
遅
神
が
、
須
佐
能
男
命
の
い
る
地
ま
で
行
っ
た
と

い
う
よ
う
な
、
単
純
な
内
容
の
話
に
な
っ
て
い
る
方
が
、
以
下
と
の
続
き
か
た
は
自
然
で
あ
る
。
二
重
線
の
部
分
の
末
尾
に
あ
る
「
木き

の

国く
に

の
大お

ほ

屋や

毘び

古こ
の

神か
み

の
御み

も
と所

に
違た

が

へ
遣
り
き
」
の
、「
大
屋
毘
古
神
」
の
部
分
を
太
線
の
部
分
に
あ
る
「
須
佐
能
男
命
」
と
す
れ
ば
、
話
は
無

理
な
く
以
下
に
続
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
大
屋
毘
古
神
の
も
と
へ
逃
げ
て
行
っ
た
と
い
う
部
分
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
母
は
木
の
裂
け

目
か
ら
息
子
を
救
い
出
し
、
こ
れ
を
蘇
生
さ
せ
て
須
佐
能
男
命
の
も
と
へ
送
り
出
し
た
、
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
展
開
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
ａ
の
過
程
を
経
て
Ｗ
の
話
が
成
立
し
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
推
定
は
十
分
に
成
り
立
つ
。
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二
重
線
の
「
木き

の

国く
に

の
大お

ほ

屋や

毘び

古こ
の

神か
み

の
御み

も
と所

に
違た

が

へ
遣
り
き
」
と
い
う
部
分
は
、「
木
国
の
…
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
大お

ほ

樹き

を

切
り
伏
せ
」「
茹ひ

め

矢や

を
そ
の
木
に
打
ち
立
て
」「
そ
の
木
を
折
り
て
」
な
ど
、
Ｗ
の
話
に
く
り
返
し
出
て
い
る
「
樹
／
木
」
か
ら
連
想
さ
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。

　

太
線
の
部
分
に
あ
る
「
木
の
俣ま

た

よ
り
漏く

き
逃
が
し
て
」
以
下
の
表
現
か
ら
、
そ
の
前
に
置
か
れ
た
二
重
線
の
部
分
が
連
想
さ
れ
た
、
と

い
う
ｂ
の
過
程
は
想
定
で
き
な
い
。
二
重
線
の
部
分
が
話
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
段
階
は
、
な
ぜ
太
線
の
部
分
が
話
に
含
ま
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
木
の
俣ま

た

よ
り
漏く

き
逃
が
し
て
」
と
あ
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
大
穴
牟
遅
神
が
八
十
神
に

殺
害
さ
れ
て
復
活
し
た
と
い
う
理
由
が
あ
っ
て
、
始
め
て
「
木
の
俣ま

た

よ
り
漏く

き
逃
が
し
て
」
以
下
の
表
現
が
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

木
の
俣
に
挟
ま
れ
て
圧
死
し
た
大
穴
牟
遅
神
が
、
母
の
尽
力
に
よ
っ
て
蘇
生
し
た
あ
と
に
は
、
同
神
が
須
佐
能
男
命
か
ら
与
え
ら
れ
た

い
く
つ
も
の
試
練
を
、
妻
の
須す

勢せ

理り

毘び

売め

の
助
力
を
得
て
そ
の
た
び
ご
と
に
克
服
す
る
、
と
い
う
話
が
続
く
。
さ
ら
に
、
大
穴
牟
遅
神
が

須
勢
理
毘
売
を
そ
の
父
の
も
と
か
ら
奪
っ
て
逃
げ
る
と
と
も
に
、
自
分
に
苦
難
を
も
た
ら
し
た
八
十
神
を
追
い
払
っ
て
「
始
め
て
国
を
作

り
た
ま
」
う
た
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
あ
と
に
も
、
大
穴
牟
遅
神
の
子
を
産
ん
だ
八や

上か
み

比ひ

売め

が
、
須
世
理
毘
売
を
恐

れ
て
「
そ
の
生
め
る
子
を
ば
、
木
の
俣
に
挟
み
て
返
」
っ
た
、
と
い
う
話
が
続
い
て
い
る
。
八
上
比
売
の
話
に
、
ま
た
も
や
「
木
の
俣
」

の
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
「
木
の
俣
」
の
話
も
ま
た
、
大
穴
牟
遅
神
が
「
木
の
俣
」
に
挟
ま
れ
て
圧
死
し
た
話
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
想

定
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
話
の
間
に
置
か
れ
た
話
が
あ
ま
り
に
も
長
大
な

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
穴
牟
遅
神
と
生
ま
れ
た
子
と
の
間
に
は
、

　

ⅰ　

父
／
子
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ⅱ　

木
の
俣
に
挟
ま
れ
て
死
ぬ
／
生
ま
れ
て
木
の
俣
に
挟
ま
れ
る

　

ⅲ　

母
が
救
い
出
す
／
母
が
置
き
去
り
に
す
る

　

ⅳ　

母
が
別
地
へ
向
か
わ
せ
る
／
母
が
も
と
の
地
に
戻
る

と
い
う
よ
う
な
対
比
的
な
関
係
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
関
係
が
偶
然
に
生
じ
た
も
の
だ
と
は
考
え
が
た
い
。
だ
か
ら
、
父

が
木
の
俣
で
圧
死
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
た
子
を
木
の
俣
に
置
く
こ
と
が
連
想
さ
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
を
こ
こ
で
は
否
定
し

な
い
で
お
く
【
よ
り
古
い
時
代
に
は
、
大
穴
牟
遅
神
が
木
の
俣
に
挟
ま
れ
て
死
ぬ
話
と
、
八
上
比
売
が
木
の
俣
に
新
生
児
を
挟
む
話
と
は
、

直
結
し
た
一
連
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
】。

七

　

以
上
の
論
述
で
は
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
様
態
に
つ
い
て
、
数
話
を
例
示
し
て
や
や
細
か
く
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
話
に

含
ま
れ
る
特
定
の
こ
と
か
ら
が
、
そ
れ
に
類
似
し
対
応
す
る
こ
と
が
ら
を
伝
承
者
に
連
想
さ
せ
、
連
想
し
た
内
容
が
結
果
的
に
話
の
な
か

に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
特
徴
的
な
現
象
を
、
上
代
の
神
話
や
伝
説
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
る
。

　

同
じ
「
二
段
構
え
の
語
り
」
の
現
象
が
認
め
ら
れ
る
話
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
話
で
尽
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
だ
何
話
か
上

代
の
文
献
に
見
え
る
。
紙
幅
の
関
係
で
、
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
細
か
く
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
二
話
だ
け
に

つ
い
て
結
論
を
述
べ
て
お
き
、
具
体
的
な
検
討
は
別
稿
で
行
う
こ
と
に
す
る
。

　

二
話
の
う
ち
一
つ
は
神
話
に
見
え
る
も
の
で
、
娘
た
ち
を
飲
み
食
ら
う
大
蛇
を
須
佐
能
男
命
が
退
治
す
る
場
面
で
あ
る
。『
古
事
記
』
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で
言
え
ば
、「
是
の
高こ

志し

の
八や

俣ま
た

の
遠を

呂ろ

智ち

、
年と

し

毎ご
と

に
来
て
喫く

ら

へ
り
」
と
い
う
部
分
と
、「
船ふ

ね

毎ご
と

に
己お

の

が
頭
を
垂い入
れ
て
、
そ
の
酒
を
飲
み

き
」
と
い
う
部
分
と
が
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
に
相
当
す
る
。
二
つ
の
部
分
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、

　
　
《
大
蛇
が
出
雲
へ
や
っ
て
き
て
、
足あ

し

名な
づ
ち椎

の
が
わ
に
属
す
る
も
の
を
食
ら
い
あ
る
い
は
飲
む
》

と
い
う
よ
う
に
な
る
。
娘
た
ち
を
食
ら
い
飲
む
大
蛇
が
、
酒
を
飲
む
と
い
う
同
じ
行
動
が
原
因
で
退
治
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
話
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
賀
古
郡
の
条
に
見
え
る
「
比
礼
墓
伝
説
」
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、「
印い

な
み南

」
の
女

が
「
隠な

び
妻
」
で
あ
り
「
辞い

な

び
妻
」
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
古
代
の
口
が
た
り
特
有
の
面
白
さ
」
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
、
興
味
深

い
見
解
が
あ
る
。

　

話
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
「
度わ

た
り
も
り

子
、
紀き伊
の
国く

に

人ひ
と

小を

玉た
ま

申
さ
く
、「
我
は
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
贄に

へ

人び
と

た
ら
め
や
」
と
ま
を
す
」
と
い
う
部
分
と
、
そ
の

あ
と
に
あ
る
「
印
南
の
別
嬢
、
聞
き
て
驚
き
畏か

し
こみ

、
即や

が

て
南な

び

都つ

麻ま

嶋
に
遁に

げ
度
り
き
」
と
い
う
部
分
と
が
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
に

相
当
す
る
。
二
つ
の
部
分
の
う
ち
の
あ
と
の
部
分
は
、
別
嬢
が
天
皇
の
求
婚
を
嫌
が
っ
て

0

0

0

0

島
に
逃
げ
て
隠
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
か

ら
、
二
つ
の
部
分
は
同
じ
く
「
辞い

な

び
」
を
内
容
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。「
度わ

た
り
も
り

子
」
つ
ま
り
船
頭
の
「
我
は
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
贄に

へ

人び
と

た
ら
め
や
」

と
い
う
発
言
に
倣
っ
て
、
天
皇
の
求
婚
を
嫌
が
る
別
嬢
の
心
情
を
言
い
表
せ
ば
、「
吾
は
天
皇
の
妻

9

9

9

9

た
ら
め
や
」
と
い
う
よ
う
に
な
る
。

　
　

船
頭
の
「
辞
び
」
…
…
…
「
我
は
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
贄に

へ

人び
と

た
ら
め
や
」

　
　

別
嬢
の
「
辞
び
」
…
…
…
「
吾
は
天
皇
の
妻

9

9

9

9

た
ら
め
や
」
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結
局
、
二
つ
の
「
辞
び
」
は
、
単
な
る
拒
否
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
同
じ
内
容
を
表
す
「
辞
び
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
《
私
は
天
皇
に
お
仕
え
な
ど
し
な
い
》

　

こ
の
話
の
末
尾
近
く
に
は
、
別
嬢
の
遺
体
に
つ
い
て
「
大
き
飄つ

む
じ、

川
下
よ
り
来
て
、
其
の
尸か

ば
ねを

川
中
に
纏ま

き
入
れ
き
。
求
む
れ
ど
も
得

ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
と
、
別
嬢
が
島
に
逃
げ
て
隠
れ
た

0

0

0

と
い
う
前
の
部
分
と
も
ま
た
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
を
構

成
し
て
い
る
。
二
つ
の
部
分
は
と
も
に
別
嬢
の
「
隠
び
」
を
内
容
と
す
る
も
の
な
の
で
、
次
の
よ
う
に
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
《
別
嬢
が
「
隠な

び
」
を
し
た
》

　
「
辞
び
」
も
「
隠
び
」
も
、
話
の
な
か
に
二
度
ず
つ
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
蛇
退
治
の
神
話
と
「
弟
日
姫
子
伝
説
」
と
に
は
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
解
決
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
い
け
ば
、
見
て
き
た
諸
話
と
同
様
の
特
徴
的
な
語
り
を
二
話
に
も
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

註（
1
）　

本
稿
に
あ
げ
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
な
ど
の
記
述
は
、
本
文
・
訓
読
文
と
も
に
古
典
文
学
大
系
の
も
の
を
引
用
す
る
。
ま
た
、

『
萬
葉
集
』
の
本
文
・
訓
読
文
は
、
新
編
古
典
全
集
の
も
の
を
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
読
み
や
す
さ
と
理
解
し
や
す
さ
と
を
考
慮
し
て
、
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六
〇

も
と
の
表
記
形
式
そ
の
他
を
改
め
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

（
2
）　

大
野
晋
「
記
紀
の
創
世
神
話
の
構
成
」〔『
文
学
』
一
九
六
五
年
八
月
〕。
の
ち
に
『
仮
名
遣
と
上
代
語
』（
一
九
八
二
年
）
に
収
載
。

（
3
）　
「
丹
塗
矢
伝
説
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
伝
承
と
言
語
』（
一
九
九
五
年
）
の
Ⅱ
部
四
章
で
私
見
を
述
べ
た
。
た
だ
し
、
同
書
に
述
べ
た
こ

と
と
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
の
間
に
は
、
一
点
だ
け
相
違
が
あ
る
。
丹
塗
矢
が
女
の
陰
部
を
突
い
た
と
い
う
話
は
、
神
と
人
間
の
女
と
が
結
婚
し
た
こ

と
を
明
確
に
語
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
女
の
持
ち
帰
っ
た
丹
塗
矢
が
男
に
変
身
し
て
子
が
生
ま
れ
た
と
い

う
話
が
、
あ
と
に
な
っ
て
付
加
さ
れ
た
の
だ
、
と
同
書
で
は
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
既
存
の
一
説
に
見
え
る
解
釈
を
妥
当
な
も
の
と
認
め
、
そ
れ
を
踏

襲
し
た
も
の
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
、「
二
段
構
え
の
語
り
」
が
こ
の
話
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
、
か
つ
て
小
著
で
述
べ
た
考
え
を

訂
正
す
る
。

（
4
）　

女
に
与
え
ら
れ
た
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
」
と
い
う
名
の
語
構
成
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
を
疑
問
の
余
地
な
く
解
明
す

る
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
い
。

　
　
　

初
頭
の
「
倭
」
と
末
尾
の
「
姫
命
」
は
除
く
と
し
て
、「
迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

」
の
「
百
襲
」
は
、
字
面
の
と
お
り
「
多
く
の
着
衣
」
の
意
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
こ
の
女
の
夫
は
蛇
神
だ
か
ら
、
蛇
が
何
度
も
脱
皮
を
く
り
返
す
こ
と
を
背
景
と
す
る
名
を
妻
が
も
つ
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と

だ
ろ
う
。「
百
襲
」
の
「
襲
」
に
は
、
字
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
「
衣
」
が
あ
る
。「
襲
」
の
字
は
、「
重
ね
て
着
る
」「
覆
う
」「
継
ぐ
」「
お
そ

う
」
な
ど
の
意
を
表
す
。

　
　
　

あ
る
特
徴
や
習
性
を
表
す
語
が
、
当
人
で
は
な
く
周
囲
の
者
の
名
に
含
ま
れ
る
例
は
、「
丹
塗
矢
伝
説
」
の
登
場
者
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

矢
で
陰
部
を
突
か
れ
て
慌
て
た
女
が
勢せ

夜や

陀だ

多た

良ら

比ひ

売め

で
あ
る
の
に
、
そ
の
女
の
産
ん
だ
娘
が
、「
陰
に
矢
を
立
て
ら
れ
震
え
姫
」
の
意
の
「
富ほ

登と

多た

多た

良ら

伊い

須す

須す

岐き

比ひ
め
の
み
こ
と

売
命
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
母
の
経
験
し
た
こ
と
が
、
娘
の
名
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
晡く

れ
ふ
し
の

時
臥
山や
ま

」〔『
常
陸
国
風
土
記
』
那
珂
郡
茨
城
里
〕
の
話
に
登
場
す
る
、
子
と
し
て
蛇
を
産
ん
だ
女
と
そ
の
兄
は
、「
努ぬ

賀か

び

咩め

」「
努ぬ

賀か

び

古こ

」

と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
名
も
原
義
を
解
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、「
ぬ
か
」
は
や
は
り
脱
皮
の
意
を
表
す
「
脱ぬ

か
」
か
も
知
れ

な
い
。『
和
名
類
聚
抄
』
の
「
蛻
」
の
項
に
「
毛も

沼ぬ

久く

」
と
あ
り
、『
色
葉
字
類
抄
』
の
「

蛻
」
の
項
に
「
ヘ
ミ
ノ
モ
ヌ
ケ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
脱ぬ

く
」「
脱ぬ

け
」
が
、
こ
の
場
合
に
参
考
に
な
る
。
下
二
段
活
用
動
詞
の
「
脱
け
」
が
、「
脱
か
彦
／
脱
か
姫
」
で
は
「
脱
か
│
│
」
と
な
っ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
上
代
語
で
は
「
明
け
」「
荒
れ
」「
枯
れ
」
な
ど
の
下
二
段
活
用
動
詞
が
「
明
か
時
（
暁
）」「
新あ

ら

垣が
き

」「
枯か
ら

木き

」
な
ど
の
複
合
名
詞
を

構
成
し
て
い
る
の
に
同
じ
で
あ
る
。
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名
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
た
子
を
入
れ
る
器
を
何
度
か
大
き
い
も
の
に
替
え
た
と
い
う
、
脱
皮
を
暗
示
す
る
説
明
と

吻
合
す
る
。
中
世
に
は
「
も
ぬ
け
の
衣
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
か
ら
、「
も
ぬ
け
」
の
「
も
」
は
あ
る
い
は
「
裳
」
か
。

（
5
）　
「
陰ほ

と

絶た
ち

田だ

」
と
い
う
地
名
と
、「
米よ
ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ
と

を
、
陪お
も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
」
と
い
う
説
明
と
の
関
係
に
は
、
理
解
す
る
の
が
難
し
い
点
が
あ
る
。

「
陰
絶
田
」
に
含
ま
れ
る
「
絶
つ
」
は
、
も
と
も
と
「
長
い
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
き
た
こ
と
を
止
め
、
ま
た
幅
の
あ
る
物
体
を
切
る
」
の
意
を

表
す
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
の
自
動
詞
で
あ
る
「
絶
ゆ
」
も
、
基
本
的
に
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
陪お

も
と
び
と

従
」
と
の
交
合
に
よ
っ
て
陰
部
が
損

傷
し
た
こ
と
を
、
あ
え
て
「
婚
ぎ
絶
ち

9

9

き
」
と
表
現
し
た
理
由
が
不
明
で
あ
る
。
物
を
損
傷
し
た
こ
と
が
、
な
ぜ
「
絶
つ
」
と
表
現
さ
れ
た
の
か
。

「
婚
ぎ
絶
ち
き
」
を
「
裂
傷
を
お
は
せ
た
」〔
古
典
全
書
〕
の
意
だ
と
説
明
し
て
も
、
そ
の
疑
問
は
解
消
し
な
い
。

　
　
　
「
陰
絶
田
」
は
、
も
と
「
陰
に
（
男
根
が
）
立
つ
田
」
の
意
の
「
陰
立9

田
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
神
武
記
の

「
丹
塗
矢
伝
説
」
に
登
場
す
る
「
富ほ

登と

多た

多た

良ら

伊い

須す

須す

岐き

比ひ

売め

」
と
い
う
名
の
、「
ほ
と
た
た
ら
」
と
意
味
的
に
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
矢
の
場
合
に

「
立
つ
」
を
用
い
た
理
由
は
理
解
で
き
る
が
、
男
根
の
場
合
に
も
同
様
に
「
立
つ
」
を
用
い
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。「
絶
つ
」
と
あ
る
こ
と
は
、
や

は
り
不
審
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
6
）　

三
つ
の
要
素
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
益
田
勝
実
「
日
本
神
話
に
お
け
る
外
在
と
内
在
│
日
本
神
話
論
に
お
け
る
始
原
と
展
開
」〔
国
文
学

『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
七
年
十
月
〕
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論
に
は
Ｏ
の
話
に
関
す
る
言
及
が
ま
っ
た
く
な
い
。
Ｏ
の
話
の
な
か
に
三
要
素
の

結
び
付
き
を
読
み
取
る
の
は
、
私
見
に
す
ぎ
な
い
。

（
7
）　

両
神
の
死
因
を
め
ぐ
る
逆
転
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
日
本
の
神
話
・
伝
説
を
読
む
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
の
第
二
章
第
二
節
で
述

べ
た
。

 

（
日
本
語
日
本
文
学
科　

教
授
）






