
光仁登極のく神話〉

連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
「
神
話
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
き
た
が
、
異
な
る
文
脈
、
時
代
の
中
で
浮
か
ぶ
「
神
話
」
は
多
様

で
あ
り
、
そ
の
タ
ー
ム
自
体
の
正
体
が
い
よ
い
よ
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い

く
感
じ
に
襲
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
「
神
話
」
に
共
通
し
て
い
る

も
の
も
朧
気
な
が
ら
見
え
て
き
た
。
神
々
が
語
ら
れ
る
だ
け
が
神
話
な
の

で
は
な
い
。
今
を
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
欲
求
が
神
話
を
作
り
出
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
仮
に
他
婦
を
用
り
て
、
乳
を
以
て

皇
子
を
養
す
。
此
、
世
に
乳
母
を
取
り
て
、
児
を
養
す
縁
な
り
」
含
日
本

書
紀
』
神
代
下
）
は
、
現
在
、
「
乳
母
」
を
置
く
「
縁
」
を
、
神
々
の
文

脈
に
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
今
」
（
世
）
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。

「
歌
」
も
同
じ
で
あ
る
。
倭
建
命
の
死
後
歌
わ
れ
た
歌
謡
に
つ
い
て
「
今

に
至
る
ま
で
其
の
歌
は
、
天
皇
の
大
御
葬
に
歌
ふ
な
り
」
（
「
古
事
記
』
景
行
）

と
あ
る
。
儀
式
の
中
で
繰
り
返
し
歌
わ
れ
る
葬
送
の
歌
が
「
今
」
と
「
古
」

を
結
び
つ
け
る
。
「
歌
」
は
「
散
文
」
を
通
し
て
、
「
今
」
に
結
び
つ
け
ら

れ
、
神
話
を
立
ち
上
げ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
が
、
音
声
と
し
て
歌

わ
れ
、
時
に
は
所
作
を
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

光
仁
登
極
の
八
神
話
Ｖ

｜
は
じ
め
に

特
集
・
神
話
を
考
え
る

ｌ
『
続
日
本
紀
』
に
と
っ
て
の
童
謡
Ｉ

そ
の
よ
う
な
力
を
持
つ
歌
の
中
で
異
質
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
『
日
本
書
紀
』
以
降
の
正
史
に
記
さ
れ
る
童
謡
（
わ
ざ
う
た
）
で

（１）
あ
る
。
童
謡
と
は
「
社
会
的
事
件
や
異
変
の
予
兆
を
暗
示
し
た
り
、
事
後

（２）

に
風
刺
批
評
す
る
う
た
」
で
、
『
漢
書
五
行
志
』
な
ど
の
中
国
史
書
に
記

（３）

さ
れ
る
「
詩
妖
」
を
日
本
に
移
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
詩
妖
」

と
は
、
「
貌
・
言
・
視
・
聴
・
心
思
の
う
ち
、
言
の
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
る

と
生
じ
る
も
の
で
、
君
主
の
暴
虐
を
臣
が
畏
れ
口
を
開
か
な
い
た
め
に
怨

（４）

み
誇
る
気
が
歌
謡
と
な
っ
て
現
れ
た
災
」
だ
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
童

謡
と
は
王
の
行
動
の
表
象
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
々
と
の
縁
を

描
こ
う
と
す
る
神
話
に
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
『
日

本
書
紀
』
皇
極
紀
か
ら
天
智
紀
に
描
か
れ
て
い
る
童
謡
は
王
の
行
動
の
結

果
と
し
て
現
れ
る
災
の
予
兆
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
事
変
の
因
果
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
り
、
神
話
の
材
料
に
乏
し
い
。
し
か
し
、
『
続
日
本
紀
』

以
降
の
童
謡
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
続
日
本
紀
」
に

お
い
て
は
、
中
国
的
な
童
謡
の
あ
り
方
や
『
日
本
書
紀
」
の
童
謡
の
あ
り

方
と
は
質
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
童
謡
と
、
「
続
日
本
紀
』
童
謡
の
変
化
を
確

認
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
続
日
本
紀
」
に
唯
一
引
か
れ
る
童
謡
が
〈
神

稲
生
知
子

神
話
と
歌
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特集・神話を考える

こ
の
歌
謡
直
前
に
は
、
蘇
我
大
臣
蝦
夷
が
子
入
鹿
に
勝
手
に
大
臣
位
を

与
え
た
記
事
、
聖
徳
太
子
一
族
で
は
な
く
古
人
大
兄
皇
子
を
天
皇
位
に
つ

け
よ
う
と
画
策
し
た
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
を
う
け
て
翌
十
一
月
に
、
「
前

の
謡
の
應
を
説
き
て
」
こ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
岩
の
上
」

は
上
宮
を
瞼
え
た
も
の
、
「
小
猿
」
は
蘇
我
入
鹿
を
職
え
た
も
の
、
「
米
嶢
く
」

は
、
上
宮
を
焼
い
た
こ
と
を
瞼
え
た
も
の
、
「
米
だ
に
も
、
食
げ
て
通
ら
せ
、

中
国
史
書
の
研
究
に
お
い
て
、
童
謡
は
「
改
悟
し
な
か
っ
た
た
め
に
「
禍
」

（５）

が
お
と
ず
れ
る
と
い
う
事
例
」
で
あ
る
と
い
う
。
君
主
の
悪
行
の
結
果
と

し
て
の
「
禍
」
が
「
効
」
（
「
験
」
）
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
改
悟
す
れ
ば
、

理
論
上
は
平
和
が
戻
っ
て
く
る
は
ず
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
改
め
ら

れ
る
こ
と
な
く
破
局
が
訪
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
と
し
て
、
童
謡
は
『
日

本
書
紀
』
に
現
れ
る
。
例
え
ば
、
天
智
六
年
に
近
江
京
遷
都
に
際
し
て
「
童

（６）

諾
亦
衆
し
」
と
記
述
さ
れ
る
。
遷
都
が
天
に
よ
っ
て
改
悟
す
べ
き
こ
と
と

断
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
歌
謡
自
体
が
記
さ
れ
て
い
る
と
き
も
、

事
変
の
予
兆
で
あ
る
。
皇
極
紀
二
年
十
月
に
は
以
下
の
よ
う
な
歌
謡
が
記

さ
れ
て
い
る
。

話
〉
を
構
築
し
て
い
く
様
相
を
提
示
し
た
い
。

｜
｜
『
日
本
書
紀
』
の
童
謡
、
『
続
日
本
紀
」
の
菫
謡

岩
の
上
に
小
猿
米
焼
く
米
だ
に
も
食
げ
て
通
ら
せ
山
羊
の

老
翁（

伊
波
能
杯
彌
、
古
佐
屡
渠
梅
野
倶
、
渠
梅
多
偶
母
、
多
磯
底
騰
哀

嘱
栖
、
歌
麻
之
々
能
烏
臓
。
）

山
羊
の
老
翁
」
は
、
山
背
王
の
髪
型
が
山
羊
に
似
て
い
る
こ
と
を
瞼
え
た

も
の
で
あ
り
、
山
背
王
が
宮
を
捨
て
て
山
に
隠
れ
た
様
子
を
も
意
味
す
る

と
い
う
。
句
ご
と
の
解
釈
が
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
聖
徳
太
子
一
族
が
滅
ぼ

さ
れ
る
こ
と
を
予
兆
し
て
い
る
。
津
田
博
幸
は
「
ワ
ザ
ウ
タ
の
言
葉
一
つ

（７）

一
つ
が
未
来
の
現
実
を
「
瞼
」
し
て
い
た
」
と
し
、
そ
れ
が
童
謡
の
本
質

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
よ
う
な
瞼
の
神
秘
が
凶
を
説
明
し
て
い
る
も

（８）

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
即
位
前
紀
に
唯
一
記
さ
れ
る
童
謡
は

吉
兆
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

天
皇
、
諄
は
白
壁
王
、
近
江
大
津
宮
に
御
宇
し
し
天
命
開
別
天
皇

の
孫
、
田
原
天
皇
の
第
六
の
皇
子
な
り
。

（中略）

ま
た
、
嘗
謂
鬮
凰
叫
踊
、
童
謡
に
日
は
く
、

葛
城
寺
の
前
な
る
や
豊
浦
寺
の
西
な
る
や
お
し
と
ど

と
し
と
ど
桜
井
に
白
壁
沈
く
や
好
き
壁
沈
く
や
お
し
と

ど
と
し
と
ど
然
し
て
は
国
ぞ
昌
ゆ
る
や
吾
家
ら
ぞ
昌
ゆ

る
や
お
し
と
ど
と
し
と
ど

（
葛
城
寺
乃
前
在
也
豊
浦
寺
乃
西
在
也
於
志
止
度
刀
志
止
度

櫻
井
永
白
壁
之
豆
久
也
好
壁
之
豆
久
也
於
志
止
度
刀
志
止
度
然

爲
波
国
曾
昌
由
流
也
吾
家
良
曾
昌
由
流
也
於
志
止
度
刀
志
止
度
）

と
い
ふ
。
時
に
、
井
上
内
親
王
、
后
と
為
り
。
謝
謝
馴
劉
到
引
Ｖ
「
州

何
劃
副
徴
な
り
」
と
お
も
へ
り
。
宝
亀
元
年
八
月
四
日
癸
巳
、
高
野

天
皇
崩
ず
。
群
臣
遣
を
受
け
て
、
即
日
諄
を
立
て
て
皇
太
子
と
爲
す
。

は
内
親
王
の
名
に
し
て
、
白
壁
は
天
皇
の
韓
と
為
り
。
蓋
し
天
皇
掴
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光仁登極のく神話〉

「
葛
城
寺
の
前
な
る
や
」
の
歌
は
、
光
仁
が
「
極
に
登
る
徴
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
」
童
謡
と
比
較
し
て
異
質
な
の
は

（９）

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
「
識
者
」
の
解
釈
も
、
「
井
」
が
「
井
上
内
親
王
」
（
聖

武
天
皇
女
）
を
示
し
、
「
白
壁
」
が
「
白
壁
王
」
と
い
う
光
仁
の
謀
を
示

す
と
す
る
。
用
字
に
よ
る
瞼
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
り
、
先
に
見
た
皇
極

紀
の
「
瞼
」
と
比
較
す
る
と
「
応
」
を
読
み
解
く
技
と
し
て
単
純
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
神
秘
性
が
薄
く
見
え
る
。

神
秘
性
の
薄
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
ほ
か
に
も
原
因
が
あ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
（
下
、
三
十
八
）
、
『
催
馬
楽
』
に
残
る
類
歌
と
の
比
較
か

ら
で
あ
る
。
光
仁
即
位
の
予
兆
の
要
と
な
る
「
白
壁
沈
く
や
」
が
、
類
歌

で
は
「
白
玉
沈
く
や
（
白
玉
磯
著
）
」
（
『
霊
異
記
乞
、
「
白
壁
沈
く
や
（
之

良
太
万
之
川
久
也
こ
（
「
催
馬
楽
』
）
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
続
日
本
紀
』

に
お
い
て
、
「
光
仁
の
諒
に
あ
わ
せ
る
た
め
本
来
の
「
壁
」
を
「
壁
」
に

（旧）

変
え
て
い
る
可
能
性
」
が
指
摘
さ
れ
、
史
書
編
纂
時
の
作
為
と
見
ら
れ
た

の
だ
。
そ
れ
が
こ
の
歌
の
つ
ま
ら
な
さ
に
つ
な
が
り
、
そ
の
結
果
、
「
白
壁
」

「
白
壁
」
問
題
に
の
み
研
究
が
集
中
し
て
、
独
立
歌
謡
と
し
て
の
研
究
に

（Ⅱ）

焦
点
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
即
位
前
紀
が
六
例
あ
る
中
で
、
光
仁
の
も
の
は
即
位
の
祥
瑞

（吃）

を
記
す
唯
一
の
記
事
で
あ
る
。
唯
一
の
記
事
に
混
乱
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
混
乱
に
こ
そ
童
謡
の
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
混
乱
に
見

え
る
も
の
が
〈
神
話
〉
な
の
で
あ
る
。

「
白
壁
」
の
句
が
、
近
年
ま
で
「
白
壁
」
の
誤
写
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
の
は
、
鹿
持
雅
澄
「
南
京
遺
響
」
を
は
じ
ま
り
と
す
る
。
「
壁
字
旧
本

三
白
壁
／
白
壁

（旧）

壁
と
作
る
は
誤
り
な
り
。
今
改
め
つ
」
と
し
た
説
が
国
史
大
系
に
活
字
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
着
し
た
。
独
立
歌
謡
と
し
て
分
析
を
進
め
る
土

橋
寛
は
「
井
に
『
白
壁
」
が
沈
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ

り
、
催
馬
楽
や
霊
異
記
に
「
白
玉
」
と
は
っ
き
り
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

（脚）

る
か
ら
、
「
白
壁
」
は
「
白
壁
」
の
誤
写
か
と
も
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
「
続
日
本
紀
」
諸
本
に
「
白
壁
」
と
す
る
も
の
は

（褐）

全
く
な
く
、
さ
ら
に
、
即
位
前
紀
に
「
白
壁
は
天
皇
の
諄
と
為
り
」
と
あ
り
、

合
理
的
に
読
め
ば
、
「
白
壁
」
以
外
で
は
読
み
解
け
な
い
。
岩
波
新
日
本

古
典
文
学
大
系
に
お
い
て
は
諸
本
に
よ
っ
て
「
白
壁
」
と
改
め
ら
れ
た
。
「
白

壁
王
」
の
諒
が
間
違
え
で
な
い
以
上
、
『
続
日
本
紀
」
の
編
者
が
改
変
し

た
と
い
う
説
明
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
」
は
桓
武

の
時
代
に
作
ら
れ
た
同
時
代
史
で
あ
る
。
称
徳
か
ら
光
仁
へ
の
皇
統
の
変

化
を
正
統
と
す
る
こ
と
は
、
桓
武
の
代
の
正
統
を
示
す
。
そ
の
た
め
の
方

法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
統
性
は
「
作
為
」
や

「
改
変
」
だ
け
で
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
「
作
為
」
と
断
じ
ら
れ
て
き
た
理
由
の
一
番
大
き
な
も
の

は
、
「
白
壁
が
井
に
沈
く
」
と
い
う
論
理
的
に
不
可
能
な
歌
句
か
ら
で
あ

ろ
う
。
「
寺
の
門
の
前
に
あ
る
壁
が
井
戸
に
沈
ん
で
い
る
」
と
い
う
の
は

い
か
に
も
こ
じ
つ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
「
沈
く
」
に
つ
い
て
は
別
解
釈
も

（旧）

あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
の
歌
人
、
熊
谷
直
好
の
『
梁
塵
後
抄
」
の
記
述
で

あ
る
。
熊
谷
は
「
水
の
面
に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
か
み

（〃）

か
け
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」
含
古
今
和
歌
集
』
十
六
、
八
四
五
）
の
「
し

づ
く
」
が
「
水
面
に
映
っ
て
い
る
」
の
意
味
に
と
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
続

日
本
紀
』
の
「
沈
く
」
も
「
白
壁
の
き
ら
ノ
ー
し
き
が
井
の
水
の
底
に
見

ゆ
る
を
い
ふ
」
と
す
る
。
家
の
門
の
美
し
い
白
壁
が
清
ら
か
な
井
戸
に
映
っ
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特集 神話を考える

て
い
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
美
し
い
情
景
に
よ
っ
て
、
宮
ほ

め
を
表
現
し
、
そ
の
宮
を
営
ん
で
い
る
天
皇
の
治
世
の
予
祝
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
極
に
登
る
徴
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
、
「
白
壁
」
の
歌
句
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
「
日
本
霊
異
記
」
に
は
、
「
先
の
歌
駄
は
、

是
れ
白
壁
の
天
皇
の
、
天
の
下
を
治
め
た
ま
ふ
表
相
の
答
」
と
記
さ
れ
る
。

わ
ざ
わ
ざ
記
す
必
要
も
な
く
、
「
白
玉
沈
く
」
の
歌
詞
に
、
光
仁
登
極
の

意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
佐
々
木
聖
佳
は
諸
本
に
お
け
る
字
体
の
比
較
か
ら

（旧）

注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
す
る
。
祖
本
に
近
い
蓬
左
文
庫
所
蔵
金
沢
文
庫

本
の
「
壁
」
の
字
が
「
壁
」
と
き
わ
め
て
近
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
し
ら

た
ま
」
を
表
記
す
る
と
き
、
「
玉
」
で
は
な
く
「
壁
」
の
字
体
を
選
ん
だ

こ
と
を
挙
げ
て
、
「
「
続
日
本
紀
』
編
纂
者
が
わ
ざ
と
「
白
壁
」
と
も
「
白

壁
」
と
も
と
れ
る
異
体
字
を
使
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。
「
白

壁
」
「
白
壁
」
の
双
方
の
意
味
に
と
れ
る
記
述
に
よ
っ
て
、
「
白
壁
」
と
「
白

壁
」
は
矛
盾
の
な
い
二
重
化
を
は
た
す
の
だ
。
史
書
に
記
さ
れ
る
歌
の
ほ

と
ん
ど
が
一
字
一
音
表
記
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
童
謡
だ
け
が
宣
命
書

き
に
よ
る
表
記
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
化
を
企
図
し
た
か
ら
な
の
で

（旧）
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
佐
々
木
は
中
国
史
書
に
存
す
る
、
「
溢
れ
出
る
水
に

白
壁
が
生
じ
る
祥
瑞
」
と
し
て
、
識
緯
説
を
背
景
に
し
た
光
仁
の
正
統
化

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
白
壁
」
（
白
壁
）
は
「
白
壁
王
」
の
比
噛
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
龍
潜
の
時
」

に
井
戸
に
「
沈
く
」
（
映
っ
て
い
る
／
沈
ん
で
い
る
）
意
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
る
な
ら
ば
、
識
緯
説
だ
け
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
『
続

日
本
紀
」
で
は
「
龍
潜
の
時
」
は
、
光
仁
の
即
位
前
し
か
使
わ
れ
て
い
な

井
戸
に
映
る
貴
人
と
し
て
想
起
さ
れ
る
日
本
神
話
上
の
人
物
に
ヒ
コ
ホ

ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
い
る
。
な
く
し
て
し
ま
っ
た
兄
の
釣
り
針
を
探
し
て

海
中
に
降
り
て
行
く
と
、
海
宮
の
門
の
前
に
「
井
戸
」
が
あ
り
、
傍
ら
に

木
が
生
え
て
い
る
。
そ
こ
に
登
っ
て
様
子
を
見
て
い
る
と
、
門
か
ら
海
神

の
娘
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
が
現
れ
る
。
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ

コ
ト
に
気
づ
く
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
姿
が
井
戸
に
映
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
「
甚
麗
し
き
壮
夫
」
（
「
古
事
記
」
）
で
あ
り
、
正

体
は
天
神
の
子
で
あ
っ
た
。
結
果
、
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
は
ヒ
コ
コ
ホ
ホ
デ
ミ

と
婚
姻
し
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
を
も
う
け
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ

ア
ヘ
ズ
の
子
が
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ヒ
コ
、
す
な
わ
ち
神
武
天
皇
と
な
る
。

つ
ま
り
、
「
井
戸
に
映
っ
て
い
る
貴
人
」
が
井
戸
を
介
し
て
婚
姻
し
、
初

代
天
皇
の
父
と
な
る
の
が
こ
の
神
話
な
の
で
あ
る
。
「
桜
井
に
白
壁
沈
く

や
好
き
壁
沈
く
や
」
の
歌
句
に
よ
っ
て
、
桓
武
天
皇
の
父
白
壁
王
（
光

仁
）
と
重
ね
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ヒ
コ
コ
ホ
デ
ミ
は
「
玉
」
に
も
職
え
ら
れ
る
。
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
が
禁
忌
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
は
海
宮
に

帰
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
と
き
の
贈
答
歌
に
「
玉
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

「
赤
玉
は
（
阿
加
陀
麻
波
）
緒
さ
へ
光
れ
ど
白
玉
の
（
斯
良
多
麻
能
）

君
が
装
し
貴
く
あ
り
け
り
」
（
『
古
事
記
」
）
、
「
赤
玉
の
（
阿
鞆
郷
磨

廼
）
光
は
あ
り
と
人
は
言
へ
ど
君
が
装
し
貴
く
あ
り
け
り
」
（
「
日

本
書
紀
』
一
書
、
第
三
）
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
は
、
「
然
れ
ど
も
後

い
。
「
龍
潜
の
時
」
の
記
録
に
は
、
光
仁
即
位
を
正
統
化
す
る
さ
ら
な
る

秘
密
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

四
多
層
化
の
効
果
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は
、
其
の
伺
み
た
ま
ひ
し
情
を
恨
み
た
ま
へ
ど
も
、
懲
し
き
心
に
忍
び
ず

て
、
其
の
御
子
を
治
養
し
ま
つ
る
縁
に
因
り
て
」
歌
っ
た
も
の
で
、
「
白
玉
」

を
身
に
つ
け
た
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
尊
さ
を
歌
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
で
は
、
「
豊
玉
姫
、
其
の
児
の
端

正
し
き
こ
と
を
聞
き
て
、
心
に
甚
だ
憐
ぴ
重
め
て
」
歌
っ
た
も
の
、
つ
ま

り
ウ
ガ
ャ
フ
キ
ァ
ヘ
ズ
を
憐
れ
ん
で
贈
っ
た
歌
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

前
者
で
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
を
、
後
者
で
は
ウ
ガ
ャ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
を
美
し
い

（釦）

と
讃
え
る
た
め
に
「
玉
」
の
比
嶮
が
使
わ
れ
て
い
く
。

た
だ
し
、
こ
の
歌
謡
は
「
日
本
書
紀
』
本
文
や
他
の
一
書
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
日
本
紀
私
記
」
な
ど
の
記
録
を
踏
ま
え
る
と
、
『
古

事
記
』
『
日
本
書
紀
』
本
文
、
一
書
、
さ
ら
に
漢
籍
は
同
一
平
面
上
で
注

釈
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
初
代
天
皇
の
祖
父
で
あ
り
、

父
で
あ
る
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
と
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ミ
コ
ト
を

「
玉
」
と
職
え
た
歌
謡
を
踏
ま
え
て
、
「
続
日
本
紀
』
編
者
が
、
光
仁
即
位

（副）

の
童
謡
を
解
釈
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
「
桜
井
に
白
壁
沈
く
」
（
井

戸
に
白
壁
が
沈
ん
で
い
る
）
、
「
桜
井
に
白
壁
沈
く
」
（
井
戸
に
白
壁
が
映
っ

て
い
る
）
と
い
う
二
重
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
壁
王

が
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
よ
う
に
「
極
に
登
る
」
と
「
続
日
本
紀
』
編
者

は
気
づ
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
「
識
者
」
た
ち
の
読
み
と
っ
た
「
瞼
」
で
あ
っ

た
。
加
え
て
こ
の
瞼
は
桓
武
天
皇
を
初
代
天
皇
と
す
る
効
果
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
子
、
初
代
天
皇
の
漢
風
論
号
は
「
神

武
」
で
あ
り
、
光
仁
の
子
の
漢
風
読
号
が
「
桓
武
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
武
」
と
っ
く
誼
号
は
、
初
代
天
皇
と
桓
武
が
重
な
る
と
い
う
こ
と
を
意

（謹）

味
す
る
。
中
国
的
知
と
し
て
の
童
謡
に
、
日
本
的
知
と
し
て
の
初
代
天
皇

の
神
話
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
仁
ｌ
桓
武
の
皇
統
が
よ

り
確
か
な
も
の
と
し
て
気
づ
か
れ
た
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
童
謡
と
他
の
記
事
と
は
響
き
あ
い
皇
統
を
強
化
す
る
。
そ
れ

は
、
桓
武
の
母
高
野
新
笠
の
出
自
で
あ
る
。
彼
女
の
莞
伝
で
は
、
光
仁
が

「
龍
潜
の
時
」
に
要
っ
た
高
野
新
笠
の
祖
が
「
百
済
の
武
寧
王
」
で
あ
る

こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
遡
っ
て
「
そ
の
百
済
の
遠
祖
都
慕
王
は
、
河
伯
の
女
、

（認）

日
精
に
感
で
て
生
め
る
所
な
り
。
皇
太
后
は
即
ち
そ
の
後
」
と
語
る
。
河

伯
と
日
精
の
子
孫
が
高
野
新
笠
な
の
で
あ
る
。
童
謡
の
中
に
も
百
済
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
「
葛
城
寺
」
「
豊
浦
寺
」
が
歌
い
こ
ま
れ
る
。
高
野
新

笠
が
持
つ
河
伯
の
神
話
も
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
の
持
つ
海
神
と
重
な
り
、
即
位

（訓）

の
予
兆
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
童
謡
は
、
『
続
日
本
紀
』
で
は
光
仁
に
し
か
使
わ
れ
な

い
「
龍
潜
の
時
」
の
散
文
と
呼
応
し
、
光
仁
独
自
の
即
位
神
話
と
な
っ
て

い
く
。
そ
れ
は
、
「
白
壁
沈
く
」
／
「
白
壁
沈
く
」
の
意
味
の
多
層
化
に
よ
っ

て
誕
生
す
る
、
新
し
い
〈
神
話
〉
で
あ
っ
た
。

五
ま
と
め

『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
童
謡
は
、
君
主
が
改
め
る
べ
き
行
為
を
し

た
と
き
に
現
れ
る
「
詩
妖
」
を
踏
襲
し
た
、
凶
を
予
兆
す
る
歌
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
続
日
本
紀
」
の
編
者
た
ち
が
、
「
葛
城
寺
の
」
の
歌
謡
が
光
仁

即
位
の
予
兆
で
あ
る
と
気
づ
い
た
と
き
、
日
本
独
自
の
童
謡
が
誕
生
し
た
。

そ
れ
は
、
「
白
壁
沈
く
／
白
壁
沈
く
」
が
持
つ
意
味
の
多
層
化
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
仁
の
即
位
が
神
話
上
の
初
代

天
皇
の
父
と
重
ね
ら
れ
る
予
祝
歌
と
な
っ
た
。
中
国
的
知
で
あ
る
童
謡
に

よ
っ
て
正
統
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
「
葛
城
寺
」
「
豊
浦
寺
」
が
歌
い

こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
百
済
の
神
話
を
も
背
負
う
の
だ
。
歌
謡
と
散
文
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双
方
が
響
き
あ
い
、
百
済
、
日
本
、
中
国
の
三
国
の
論
理
に
よ
っ
て
生
ま

（お）

れ
た
天
皇
の
〈
神
話
〉
が
「
続
日
本
紀
』
の
童
謡
に
は
あ
る
。

注
（
１
）
訓
は
「
新
撰
字
鏡
』
に
よ
る
。
そ
の
ほ
か
「
謡
歌
」
と
書
か
れ
る

も
の
も
、
「
わ
ざ
う
た
」
と
さ
れ
る
。

（
２
）
小
野
寛
・
櫻
井
満
編
『
上
代
文
学
研
究
辞
典
』
お
う
ふ
う

一九九六

（
３
）
益
田
勝
実
「
詩
妖
の
思
想
」
「
記
紀
歌
謡
益
田
勝
実
の
仕
事
３
」

ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
○
○
六

（
４
）
河
野
貴
美
子
三
日
本
霊
異
記
』
の
予
兆
歌
謡
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
史

書
五
行
志
・
『
捜
神
記
』
・
『
法
苑
珠
林
』
と
の
関
係
」
（
説
話
文
学
研

究
三
七
、
二
○
○
二

（
５
）
吉
川
忠
夫
「
解
説
」
『
漢
書
五
行
志
」
東
洋
文
庫
四
六
○
、
平
凡

社
一
九
八
六

（
６
）
天
智
天
皇
六
年
（
六
六
七
）
三
月
（
巻
二
七
）

（
７
）
津
田
博
幸
「
和
歌
と
、
ン
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ー
百
本
書
紀
」
を
め
ぐ
っ

て
」
（
国
文
学
四
五
’
五
、
二
○
○
○
・
四
）

（
８
）
そ
の
ほ
か
の
童
謡
も
そ
れ
ぞ
れ
凶
兆
で
あ
る
。
天
智
紀
以
降
の

童
謡
は
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
記
事
か
ら
凶
兆
と
判

断
さ
れ
る
。

（
９
）
遠
藤
慶
太
三
日
本
後
紀
」
に
お
け
る
歌
謡
の
位
置
」
（
『
平
安
勅

撰
史
書
研
究
」
皇
學
館
大
学
出
版
部
二
○
○
六
）

（
岨
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
補
注

（
Ⅱ
）
宮
岡
薫
「
白
壁
王
の
即
位
と
童
謡
の
表
現
」
（
国
語
と
国
文
学

七
五
’
五
、
一
九
九
八
・
五
）
、
同
「
濡
日
本
起
童
謡
の
表
現
ｌ
「
白

壁
・
好
壁
」
と
「
白
壁
・
好
壁
」
説
の
展
開
」
（
甲
南
大
学
紀
要
（
文

学
編
）
一
二
八
、
二
○
○
三
・
三
）

（
吃
）
『
続
日
本
紀
」
中
、
文
武
（
巻
一
）
・
元
明
（
巻
四
）
・
元
正
（
巻
七
）
・

聖
武
（
巻
九
）
・
淳
仁
（
巻
一
二
）
・
光
仁
（
巻
一
三
）
に
即
位
前
紀

が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
即
位
宣
命
な
ど
に
は
「
孝
経
援
神
契
」
な
ど

の
緯
書
を
引
く
瑞
祥
記
事
は
記
さ
れ
る
が
、
童
謡
は
な
い
。

（
Ｂ
）
近
藤
瓶
城
編
『
綱
史
籍
集
覧
』
近
藤
出
版
部
一
八
九
六

（
型
土
橋
寛
、
『
古
代
歌
謡
集
」
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
補
注

（
妬
）
「
好
壁
」
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
兼
右
本
、
宮
内

庁
書
陵
部
所
蔵
谷
森
本
の
擦
り
消
し
の
み
が
「
壁
」
と
す
る
。

（
略
）
国
文
学
註
釈
全
書
、
國
學
院
大
學
出
版
部
一
九
○
一

（
Ⅳ
）
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
な
お
、
元
永
本
に
は
「
し

つ
く
花
の
色
」
は
「
う
か
ふ
は
な
の
い
ろ
」
と
あ
る
。
片
桐
洋
一
は

「
藤
の
花
が
沈
ん
で
い
る
と
の
説
（
「
全
対
訳
日
本
古
典
新
書
』
創

英
社
）
。
そ
の
ほ
か
は
映
じ
て
い
る
と
と
る
。

危
）
佐
々
木
聖
佳
「
井
中
の
白
玉
考
ｌ
『
続
日
本
紀
』
童
謡
と
識
緯
説
」

（
『
日
本
歌
謡
研
究
」
和
泉
書
院
一
九
九
四
）

（
岨
）
津
田
博
幸
氏
の
ご
教
授
に
よ
る
。

（
別
）
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
、
新
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小

学
館
）
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
四
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
、

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
」
角
川
書
店
、
ほ
か
。

（
別
）
時
代
は
下
る
が
、
こ
の
歌
謡
が
、
「
天
孫
」
と
「
海
神
」
を
結
び

つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『
古
今
和
歌
集
』
「
真
名
序
」
で
は
、
「
天

神
の
孫
、
海
童
の
女
と
雛
も
、
和
歌
を
以
ち
て
情
を
通
は
さ
ず
と
い

ふ
こ
と
な
し
」
と
記
さ
れ
る
。
歌
と
と
も
に
、
こ
の
神
話
が
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
助
）
猪
股
と
き
わ
「
常
世
の
国
の
倭
武
天
皇
」
（
東
北
学
八
、
東
北
芸

術
工
科
大
学
二
○
○
三
）
に
お
い
て
、
「
「
倭
武
」
の
文
字
づ
ら
に
注
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な
お
、
引
用
文
献
は
以
下
よ
り
行
っ
た
が
、
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
「
続
日
本
紀
』
（
岩
波
新
日
本
古

典
文
学
大
系
）
、
『
日
本
霊
異
記
』
（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
）
、
「
催
馬
楽
」
（
『
古

（
別
）
「
葛
城
寺
」
「
豊
浦
寺
」
は
、
現
在
の
高
市
郡
明
日
香
村
に
あ
る
が
、

『
行
嚢
抄
」
に
よ
る
と
豊
浦
寺
の
西
門
に
「
葛
城
寺
」
と
額
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
句
は
同
じ
場
所
を
指
す
と
い
う
（
小
学
館
新

日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌
催
馬
楽
梁
塵
秘
抄
開
吟
抄
』
、

脚
注
）
。
「
葛
城
寺
の
前
」
「
豊
浦
寺
の
西
」
と
繰
り
返
し
た
場
所
ほ

め
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
「
豊
浦
寺
」
は
百
済
と
縁
の
深
い
寺
で
、

欽
明
十
三
年
十
月
に
百
済
か
ら
献
上
さ
れ
た
仏
像
を
、
蘇
我
稲
目
が

試
み
に
拝
む
た
め
に
小
墾
田
の
家
に
安
置
し
、
向
原
の
家
を
寺
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
の
名
を
桜
井
寺
と
い
い
、
崇
峻
三
年
三
月
に

は
百
済
か
ら
帰
っ
て
き
た
善
信
尼
ら
が
こ
の
寺
に
入
っ
て
い
る
。

（
妬
）
そ
の
よ
う
な
心
性
は
、
こ
の
童
謡
が
催
馬
楽
『
葛
城
」
と
し
て

歌
い
継
が
れ
る
な
か
で
形
を
変
え
な
が
ら
も
伝
承
さ
れ
て
い
く
。
例

え
ば
、
中
世
に
著
さ
れ
た
「
体
源
抄
」
で
は
、
『
葛
城
』
が
大
嘗
祭

の
神
楽
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
江
戸
時
代
に

成
立
し
た
『
催
馬
楽
略
譜
』
で
は
「
聖
朝
継
嗣
瑞
祥
を
呈
す
る
」
と

記
す
と
い
う
。
こ
の
「
童
謡
」
が
『
続
日
本
紀
』
編
者
の
附
会
と
し

て
で
は
な
く
、
神
話
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
獲
得
し
た
か
ら
だ
と
言

遥えう（》０
目
す
る
な
ら
、
彼
は
む
し
ろ
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
漢
風

名
で
「
神
武
天
皇
」
と
す
る
初
代
天
皇
に
し
て
自
ら
東
征
を
行
っ
た

天
皇
に
近
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

（
羽
）
前
日
十
四
日
に
、
こ
の
血
筋
か
ら
「
天
高
知
日
之
子
姫
尊
」
と

い
う
謡
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

代
歌
謡
論
」
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
『
古
今
和
歌
集
」
（
岩
波
新
日
本
古
典

文
学
大
系
）
、
『
古
事
記
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
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