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｜
は
じ
め
に

「
古
事
記
』
に
お
い
て
、
倭
建
命
の
物
語
は
長
大
で
あ
り
、
そ
の
死
後

も
異
例
で
あ
る
。
西
征
、
東
征
の
果
て
に
、
息
吹
山
の
神
を
見
誤
っ
た
倭

建
命
は
伊
勢
国
能
褒
野
で
死
に
い
た
る
。
倭
に
い
た
后
た
ち
や
御
子
た
ち

は
、
能
褒
野
に
下
り
、
陵
を
作
る
。
し
か
し
、
倭
建
命
は
八
尋
白
智
烏
と
な
っ

て
、
「
濱
」
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
く
。
そ
の
あ
と
を
后
た
ち
は
追
い
か

け
る
。
や
が
て
、
白
鳥
は
河
内
国
の
志
幾
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
に
陵
を
作
っ

た
。
白
鳥
を
追
い
な
が
ら
后
ら
が
歌
っ
た
歌
が
四
首
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は

葬
歌
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
一
連
の
記
述
は
死
者
儀
礼
を
語
っ

た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

『
古
事
記
」
で
は
、
死
者
儀
礼
を
繰
り
返
し
記
す
。
西
郷
信
綱
は
、
当

該
箇
所
と
と
も
に
「
イ
ザ
ナ
ミ
の
い
る
黄
泉
国
を
イ
ザ
ナ
キ
が
訪
問
し
た

折
の
話
」
「
天
若
日
子
が
天
か
ら
の
還
矢
に
当
っ
て
死
ん
だ
と
き
営
ま
れ

た
喪
屋
で
の
ア
ソ
ビ
に
ふ
れ
た
箇
所
」
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
従
来
こ
れ

ら
は
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
面
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
ら
は
全
体
の
部
分
と
し
て
た
が

い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う

ｌ
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『
古
事
記
』
に
お
け
る
死
者
を
送
る
言
説
稲
生
知
子

ｌ
倭
建
命
の
葬
歌
Ｉ

（１）

か
。
」
と
す
る
。
付
け
く
わ
え
て
、
当
該
箇
所
に
は
、
注
目
す
べ
き
一
文

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
歌
が
四
首
記
さ
れ
た
あ
と
、
「
是
の
四
歌
は
、
皆

其
の
御
葬
に
歌
ひ
き
。
故
、
今
に
至
る
ま
で
其
の
歌
は
、
天
皇
の
大
御
葬

に
歌
ふ
な
り
」
と
記
さ
れ
る
。
倭
建
命
の
葬
歌
が
天
皇
の
葬
送
に
歌
わ

れ
、
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
の
歌
は
所
作
と
と
も
に
、
天
皇
の
死
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
型
と
し

（２）

て
「
今
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
野
志
隆
光
に

よ
る
と
、
倭
建
命
の
東
征
、
西
征
は
大
八
島
国
の
王
化
を
語
る
劃
期
と
し

（３）

て
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
物
語
の
最
後
に
天
皇
の
葬
送
の
起
源
が

描
か
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
倭
建
命
の
葬
歌
は
繰
り
返
し
描
か
れ
る

死
者
儀
礼
の
中
で
も
最
も
重
大
な
記
述
で
あ
つ
と
考
え
ら
れ
る

で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
は
な
ぜ
、
『
古
事
記
』
の
中
で
天
皇
の
死
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
起
源
と
な
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
で
は
な
い
倭
建
命

の
死
を
受
け
入
れ
る
儀
礼
と
、
天
皇
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
儀
礼
は

な
ぜ
、
同
価
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
西
郷
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
「
全
体
の
部
分
と
し
て
た
が
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
も
の
」
と

し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
内
に
お
い
て
、

死
を
受
け
入
れ
る
型
は
継
承
さ
れ
、
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
新
た
に
創
出

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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倭
建
命
の
后
や
子
ら
は
倭
建
命
の
死
を
悼
ん
で
、
「
那
豆
岐
田
に
飼
旬
ひ

廻
り
て
」
嘆
い
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
飼
甸
ひ
廻

り
て
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
伊
耶
那
岐
命
が
伊
耶
那
美
命
の
死（４）

を
悼
ん
だ
と
き
の
表
現
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
古
事
記
』
に
お
け
る
倭
建
命
の
葬
歌
を
中
心
に
分
析
す

る
こ
と
に
よ
り
、
死
者
を
送
る
言
説
の
継
承
に
よ
っ
て
倭
建
命
の
葬
歌
が

天
皇
の
霊
を
送
る
言
葉
と
し
て
完
成
さ
れ
た
こ
と
を
結
論
づ
け
る
。

二
能
褒
野
の
葬
歌

倭
建
命
が
死
ん
だ
能
褒
野
で
歌
わ
れ
た
歌
は
一
首
の
み
で
あ
る
。

な
づ
き
の
田
の
稻
幹
に
稻
幹
に
詞
ひ
廻
ろ
ふ
野
老
蔓

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
是
に
八
尋
白
智
烏
に
化
り
て
、
天
に
翔
り
て

濱
に
向
き
て
飛
び
行
で
ま
し
き
。

於
是
坐
倭
后
等
及
御
子
等
、
諸
下
到
而
、
作
御
陵
、
即
飼
旬
廻
其

地
之
那
豆
岐
田
而
、
突
爲
歌
日
、

那
豆
岐
能
多
能
伊
那
賀
良
迩
伊
那
賀
良
爾
洲
罰
則
剛

劃
團
目
祠
登
許
呂
豆
良

於
是
化
八
尋
白
智
鳥
、
翔
天
而
向
濱
飛
行
。

是
に
倭
に
坐
す
后
等
及
御
子
等
、
諸
下
り
到
り
て
、
御
陵
を
作
り
、

即
ち
其
地
の
那
豆
岐
田
に
葡
旬
ひ
廻
り
て
、
突
爲
し
て
歌
日
ひ
た
ま

ひ
し
ぐ
、

伊
耶
那
岐
命
は
「
愛
し
き
我
が
那
迩
妹
の
命
」
を
惜
し
ん
で
枕
辺
や
足

下
で
「
飼
甸
」
し
て
嘆
き
、
そ
の
後
、
比
婆
の
山
に
葬
る
。
歌
の
前
に
、

「
葡
萄
」
と
い
う
語
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
」
は
伊
耶
那
美

命
の
死
と
倭
建
命
の
死
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
。
親
し
い
も
の
を
失
っ
た

表
現
と
し
て
「
波
比
母
登
富
呂
布
」
（
は
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ
）
を
位
置
づ
け

たと言える。そもそも葬歌ではなかったという説もある漉、「古

（５）

事
記
』
が
「
飼
甸
」
と
い
う
用
字
を
介
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き

た
い
。
用
字
に
よ
っ
て
、
こ
の
歌
を
死
者
儀
礼
の
歌
と
し
て
固
定
化
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
「
稻
幹
」
（
収
穫
後
の
稲
藁
）
は
屍
体
の
臂
嚥
と
な
り
、
「
野

（７）

老
蔓
」
は
生
者
で
あ
る
泣
き
す
が
る
妻
子
の
譽
嚥
と
な
る
。
「
万
葉
集
』

に
も
「
野
老
蔓
」
が
死
者
へ
の
執
着
を
示
す
例
が
あ
る
。
一
八
○
九
「
・
：

も
こ
ろ
男
に
、
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
、
懸
け
侃
き
の
、
小
太
刀
取
り
侃
き
、

ｕ
副
-
列
司
引
、
尋
め
行
き
け
れ
ば
」
で
あ
る
。
虫
麻
呂
歌
集
に
お
い
て
死

れ
る
神
は
、
香
山
の
畝
尾
の
木
の
本
に
坐
し
て
、
泣
澤
女
神
と
名
づ

く
。
故
、
其
の
神
避
り
し
伊
邪
那
美
神
は
、
出
雲
國
と
伯
伎
國
と
の

堺
の
比
婆
の
山
に
葬
り
き
。

故
爾
伊
邪
那
岐
命
詔
之
、
愛
我
那
迩
妹
命
乎
、
謂
易
子
之
一
木
乎
、
乃

飼
旬
御
枕
方
、
飼
旬
御
足
方
而
突
時
、
於
御
涙
所
成
神
、
坐
香
山
之
畝

尾
木
本
、
名
泣
澤
女
神
。
故
、
其
所
神
避
之
伊
邪
那
美
神
者
、
葬
出
雲

國
與
伯
伎
國
堺
比
婆
之
山
也
。

故
爾
に
伊
邪
那
岐
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
那
迩
妹
のｌ

命
を
、
子
の
一
つ
木
に
易
へ
つ
る
か
も
。
」
と
謂
り
た
ま
ひ
て
、
乃

ち
御
枕
方
に
飼
旬
ひ
、
御
足
方
に
飼
旬
ひ
て
突
き
し
陸

御
涙
に
成
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者
で
あ
る
菟
原
処
女
を
生
者
で
あ
る
男
が
争
っ
て
追
っ
て
い
く
表
現
に
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
死
者
へ
の
執
着
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
で

（８）

あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

た
だ
し
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
違
い
が
指
摘
で
き
る
・
伊
耶
那
岐
命
は
「
葡
旬
」

し
て
嘆
き
悲
し
ん
だ
あ
と
伊
耶
那
美
命
を
葬
る
が
、
倭
建
命
の
后
た
ち
は

「
陵
」
を
作
っ
て
か
ら
「
飼
旬
」
し
て
泣
く
。
こ
の
違
い
は
、
「
飼
旬
」
と

い
う
所
作
の
持
つ
意
味
に
差
異
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
。
伊
耶
那
岐
命

は
蘇
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
以
て
「
飼
甸
」
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

死
者
を
追
っ
て
黄
泉
国
に
向
か
い
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
神
話
が
、
蘇
り

を
願
う
こ
と
を
タ
ブ
ー
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
伊
耶
那
美
命

は
「
火
」
の
も
と
で
で
は
「
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」
お
り
、
生
者
と

死
者
が
違
う
と
い
う
起
源
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
神
話
が
死

者
に
対
す
る
行
動
を
支
え
て
い
る
た
め
に
、
倭
建
命
の
后
た
ち
に
と
っ
て

「
葡
萄
」
は
親
し
い
者
を
惜
し
む
気
持
ち
は
あ
る
も
の
の
、
蘇
り
を
願
う

行
為
に
は
な
り
得
な
い
。
死
者
は
決
し
て
蘇
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
す
で

に
『
古
事
記
』
は
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「
詞
旬
」
し
て
嘆
く
行
為
は
倭
建
命
の
死
に
お
い
て
は
、
葬
っ
た
あ
と
に

記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

蘇
り
を
禁
忌
と
す
る
神
話
は
、
死
者
儀
礼
に
お
け
る
「
遊
び
」
の
起
源

を
語
っ
た
天
若
日
子
を
送
る
と
き
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
死
ん
だ
天
若
日

子
の
た
め
に
父
母
が
喪
屋
を
作
り
、
日
八
日
夜
八
日
「
遊
び
」
を
す
る
。

そ
の
時
、
阿
暹
志
貴
高
日
子
根
神
が
あ
ま
り
に
死
者
に
似
て
い
た
た
め
、

父
母
は
「
我
が
子
は
死
な
で
有
り
け
り
」
と
見
誤
っ
て
し
ま
う
。
阿
暹
志

貴
高
日
子
根
神
は
怒
り
、
「
何
と
か
も
吾
を
稜
き
死
人
に
比
ぶ
る
・
」
と
喪

屋
を
十
掬
剣
で
切
り
伏
せ
、
足
で
蹴
り
壊
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
死
稜

を
嫌
っ
た
行
為
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
「
遊
び
」
に
よ
っ
て

死
者
が
蘇
る
こ
と
を
否
定
し
た
箇
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
「
遊
び
」
が
死

者
を
蘇
ら
せ
る
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
こ
の
と
き
切
り
伏

せ
た
剣
を
「
大
量
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
神
度
劒
」
と
ほ
め
、
わ
ざ
わ
ざ
妹

高
比
寶
命
が
名
を
顕
す
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
阿
暹
志
貴
高
日
子
根
神
の
行

為
は
死
者
が
蘇
る
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
死
者
を
蘇
ら
せ
る
儀
礼
の
起
源
で
は
な
く
、
死
者
と
生

者
を
切
り
離
す
た
め
の
起
源
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
古
事
記
」
の
編
集
態
度
で
あ
ろ
う
。
ウ
ジ
ノ
ワ
カ
イ
ラ
ッ

コ
の
死
に
際
す
る
、
『
日
本
書
紀
』
「
古
事
記
』
の
違
い
に
顕
著
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
日
本
書
紀
』
で
は
、
仁
徳
天
皇
が
太
子
菟
道
稚
郎
子
が

死
ん
だ
あ
と
、
「
衝
籍
ち
畳
ぴ
奥
き
た
ま
ひ
て
」
嘆
き
悲
し
み
、
「
髪
を
解

き
屍
に
跨
り
て
、
三
た
び
呼
び
て
日
は
く
、
『
我
が
弟
の
皇
子
筐
と
呼
ぶ
と
、

「
應
時
に
し
て
活
で
た
ま
ひ
ぬ
」
、
す
な
わ
ち
、
生
き
返
り
、
兄
天
皇
に
別

れ
を
告
げ
て
再
び
死
ん
だ
と
あ
る
。
死
者
の
蘇
り
を
否
定
し
な
い
記
述
で

（９）

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
古
事
記
」
の
同
じ
箇
所
で
は
「
然

る
に
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
早
く
崩
り
ま
し
き
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
『
古

事
記
一
に
お
い
て
は
、
特
に
天
っ
神
に
連
な
る
者
に
蘇
る
こ
と
を
描
こ
う
（畑）

と
は
し
な
い
。
死
者
は
一
時
で
も
蘇
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
を
負
っ
て
い
る
倭
建
命
の
葬
歌
は
、
死
を
悲
し
む
こ
と

に
通
じ
る
も
の
の
、
死
者
の
蘇
り
を
企
図
し
た
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
陵
」
に
お
い
て
、
死
者
を
鎮
め
て
か
ら
死
者
へ
の
執
着

を
歌
う
。
死
者
を
送
り
、
生
者
の
世
界
と
切
り
離
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の

一
部
に
死
者
へ
の
執
着
が
あ
る
と
い
う
〈
型
〉
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の

-７６-
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
倭
建
命
は
「
八
尋
白
智
烏
」
に
な
り
、

海
の
方
向
に
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
。
「
飼
旬
」
だ
け
で
は
死
者
を
送
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
よ
り
強
力
に
魂
を
送
る
過
程
を
描
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
死
者
を
烏
と
し
て
可
視
化
し
、
追
う
こ
と
で
さ
ら
に
強
力
に
死
者

を
送
る
方
法
を
示
し
て
い
る
の
が
以
下
の
三
首
で
あ
る
。

三
完
全
に
死
者
を
送
る
歌

「
八
尋
白
智
鳥
」
を
追
う
歌
に
お
い
て
も
、
追
う
こ
と
の
困
難
と
否
定
、

死
者
と
の
区
別
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
以
下
が
葬
る
ま
で
に
歌
わ
れ
た
歌
で

あ
る
。

爾
に
其
の
后
及
御
子
等
、
其
の
小
竹
の
苅
杙
に
、
誹
り
破
れ
ど
も
、

其
の
痛
き
を
忘
れ
て
実
き
て
追
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
に
歌
日
ひ
た

ま
ひ
し
く
、

淺
小
竹
原
圏
割
司
劃
空
は
行
か
ず
足
よ
行
く
な

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。

又
其
の
海
堕
に
入
り
て
、
那
豆
美
行
き
ま
し
し
時
に
、
歌
日
ひ
た
ま

ひしく、海
虚
行
け
ば
隅
刺
到
刺
大
河
原
の
植
ゑ
草
海
虚
は
い

さ
よ
ふ

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。

又
飛
ぴ
て
其
の
礒
に
居
た
ま
ひ
し
時
に
、
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

濱
っ
千
鳥
濱
よ
は
行
か
ず
磯
傳
ふ

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。

最
初
の
二
首
ま
で
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
な
づ
む
」
で
あ
る
。

地
の
文
と
あ
わ
せ
て
「
な
づ
む
」
と
い
う
語
は
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ

れ
は
生
者
が
死
者
を
追
う
こ
と
は
「
な
づ
む
」
行
為
で
あ
り
、
棲
み
分
け

を
す
る
べ
き
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
首
め
で
は
、
地
の

文
で
追
う
と
き
の
痛
み
が
「
小
竹
の
苅
杙
に
、
腓
り
破
れ
」
と
記
さ
れ
て

（Ⅲ）
い
る
。
「
其
の
痛
き
を
忘
れ
て
実
き
て
追
ひ
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
が
、
歌

の
中
で
「
空
は
行
か
ず
」
、
す
な
わ
ち
、
「
空
」
を
い
く
「
八
尋
白
智
烏
」

と
同
じ
よ
う
な
道
程
を
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
歌
い
、
死
者
を
追

う
こ
と
が
「
腰
な
づ
む
」
行
為
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
。
二
首
め
「
海
虚

行
け
ば
腰
な
づ
む
」
に
お
い
て
も
、
地
の
文
と
歌
で
「
な
づ
む
」
様
子

を
記
す
。
海
の
上
を
飛
ん
で
い
く
「
八
尋
白
智
鳥
」
を
追
う
が
、
「
海
醗
」

に
入
っ
て
い
く
こ
と
も
困
難
が
あ
る
。
「
海
」
も
生
者
の
世
界
で
は
な
く

自
由
に
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
大
河
原
の
植
ゑ
草
」
の
よ
う
に
漂

う
だ
け
で
あ
り
、
生
者
と
死
者
の
違
い
を
さ
ら
に
強
調
す
る
表
現
と
な
っ

て
い
る
。
生
者
の
属
さ
な
い
側
を
「
海
騨
・
海
虚
」
と
表
現
し
、
生
者
が

爾
其
后
及
御
子
等
、
於
其
小
竹
之
苅
杙
、
雌
足
腓
破
、
忘
其
痛
以
突

追
。
此
時
歌
日
、

阿
佐
士
怒
波
良
謝
期
洲
副
劇
蘇
良
波
由
賀
受
阿
斯
用
由

久
那

又
入
其
海
騨
而
、
那
豆
美
行
時
歌
日
、

宇
美
賀
由
氣
婆
謝
期
洲
別
科
意
富
迦
波
良
能
宇
惠
具
佐

宇
美
賀
波
伊
佐
用
布

又
飛
居
其
磯
之
時
歌
日
、

波
麻
都
知
登
理
波
麻
用
波
由
迦
受
伊
蘇
豆
多
布
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行
く
に
は
「
腰
な
づ
む
」
場
所
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
首
め
「
濱

つ
千
鳥
濱
よ
は
行
か
ず
磯
傳
ふ
」
に
お
い
て
も
、
死
者
で
あ
る
「
烏
」

は
「
濱
つ
千
鳥
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
生
者
が
属
す
る
場
所
「
濱
」
に

は
い
な
い
。
「
磯
」
と
い
う
生
者
と
は
違
う
世
界
を
飛
ぶ
。

こ
れ
ら
の
歌
を
詳
細
に
分
析
し
、
境
界
を
歌
う
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
居
駒
永
幸
は
「
近
親
者
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
魂
を
こ
の
世
の
境
界
ま
で

送
り
行
き
、
他
界
（
死
者
世
界
）
に
鎮
ま
る
こ
と
を
願
う
歌
で
あ
る
」
と

（吃）

す
る
。
死
者
と
生
者
の
世
界
は
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
歌
に
よ
っ
て

繰
り
返
し
境
界
が
引
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
送
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
し
に
よ
っ
て
魂
は
鎮
め
ら
れ
、
倭
建
命
で
あ
る
「
八
尋
白
智
烏
」

は
「
河
内
國
の
志
幾
」
に
と
ど
ま
り
、
「
其
地
に
御
陵
を
作
り
て
鎭
ま
り
坐

さ
し
め
き
（
於
其
地
作
御
陵
鎮
坐
）
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
能
褒
野
に

お
い
て
は
、
「
作
御
陵
」
と
だ
け
あ
り
、
「
鎭
坐
」
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
こ
の
三
首
に
お
い
て
よ
り
強
力
に
死
者
を
送
る
こ
と
が
で
き
、

死
者
が
鎮
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
死
者
と
し
て
鎮
ま
っ
た
「
八

尋
白
智
鳥
」
は
、
「
然
れ
蠅
亦
其
地
よ
り
更
に
天
に
翔
り
て
飛
び
行
で
ま
し

き（然亦自其地更翔天以飛行）」、すなわち、方向を記さず、「天」、

す
な
わ
ち
、
生
者
と
は
違
う
国
に
飛
び
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

能
褒
野
で
具
体
的
に
「
濱
」
へ
向
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
と
は
明
ら
か
な
相

違が見られる。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
「
古
事
記
』
が
死
に
対
す
る
神
話
を
集
積
し
た
結

果
、
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
伊
耶
那
岐
命
が
黄
泉
国
か
ら
生
者
の

国
に
還
っ
て
く
る
困
難
を
記
し
た
神
話
が
あ
り
、
死
者
を
「
稜
き
」
と
し

た
伊
耶
那
岐
命
の
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
送
る
た
め
の
道
程
の

で
は
、
死
者
と
し
て
の
倭
建
命
を
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
力
に
送

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
天
皇
の
葬
歌

の
起
源
で
あ
る
こ
と
と
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

天
皇
は
死
後
、
「
遊
部
」
と
い
う
氏
族
に
よ
っ
て
送
ら
れ
る
。
『
喪
葬
令
』

の
注
釈
、
「
釈
」
（
延
暦
六
～
十
年
（
八
五
六
～
八
七
六
）
成
立
）
に
お
い

て
も
「
遊
部
は
幽
顕
境
を
隔
て
凶
痛
魂
を
鎮
む
る
の
氏
な
り
」
（
遊
部
。

隔
幽
顕
境
、
鎮
凶
瘤
魂
之
氏
也
）
と
す
る
。
「
凶
痛
魂
」
と
は
「
悪
し
き

（Ⅵ）

病
を
な
す
死
者
の
霊
魂
、
即
ち
た
た
り
な
す
死
者
の
霊
魂
の
意
」
で
あ
る
。

天
皇
は
死
後
、
崇
り
な
す
強
力
な
魂
と
な
る
た
め
、
そ
れ
を
鎮
め
る
専
門

職
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
専
門
職
が
不
明
に

な
り
、
鎮
め
る
儀
式
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
。

同
じ
く
「
喪
葬
令
』
の
注
釈
「
古
記
」
（
天
平
年
間
（
七
二
九
～

七
四
九
）
成
立
）
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
「
遊
部
」
の
起
源
を
語

る
箇
所
で
あ
る
。
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
「
比
自
支
和
気
等
」
が
蹟

所
で
仕
え
て
い
た
が
、
「
長
谷
天
皇
」
（
雄
略
天
皇
）
が
亡
く
な
っ
た
と
き

に
は
、
「
伊
賀
比
自
支
和
気
」
を
放
逐
し
て
い
た
の
で
鎮
め
る
の
に
必
要

な
「
七
日
七
夜
御
食
」
を
奉
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た

め
、
「
長
谷
天
皇
」
の
霊
は
あ
ら
ぶ
る
様
子
を
見
せ
た
と
い
う
。
そ
の
と

困
難
さ
を
歌
と
所
作
に
よ
っ
て
記
す
必
然
性
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
死
者

に
見
誤
ら
れ
る
こ
と
を
怒
る
阿
暹
志
貴
高
日
子
根
神
の
神
話
が
あ
っ
た
た

め
に
、
境
界
を
歌
い
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
と
の
区
別
を
強
固
に
す

る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
説
の
積
み
重
ね
に
よ
り
一
層
強
力
な

葬
送
が
完
成
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
死
者
と
し
て
の
天
皇
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き
、
「
伊
賀
比
自
支
和
気
」
の
娘
を
要
っ
て
い
た
「
生
目
天
皇
」
（
垂
仁
天

皇
）
の
末
喬
「
圓
目
王
」
が
供
奉
し
、
平
常
に
も
ど
っ
た
た
め
、
そ
れ
以

後
、
「
圓
目
王
」
の
一
族
は
「
遊
部
」
と
称
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
皇
の
霊
の
強
大
さ
、
鎮
め
る
技
が
「
古
事
記
』
と
同
時
代
に
重
要
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
こ
の
注
釈
は
示
し
て
い
る
。

そ
れ
と
同
等
の
強
力
な
葬
送
が
倭
建
命
に
対
し
て
必
要
で
あ
っ
た
、
と

「
古
事
記
』
は
記
し
て
い
る
。
生
者
と
し
て
の
倭
建
命
は
天
皇
と
同
等
の
「
建

き
」
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
言
葉
を
受
け
取
る
力
に
欠
け
て
い

（脂）

た
た
め
に
、
天
皇
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
建
き
」
特
徴
を
持
ち
な

が
ら
、
言
葉
を
受
け
取
る
力
を
持
た
な
い
倭
建
命
は
天
皇
で
は
な
い
も
の

（脂）

の
、
荒
ぶ
る
可
能
性
の
あ
る
魂
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
霊
を
鎮
め
る
起
源
と

し
て
、
天
皇
と
同
等
の
力
を
持
つ
倭
建
命
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

歌
が
記
さ
れ
て
い
る
由
縁
は
死
者
儀
礼
の
起
源
の
た
め
だ
け
で
は
な

い
。
陵
の
選
定
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。

死
し
た
る
倭
建
命
、
「
八
尋
白
智
烏
」
は
、
山
中
で
あ
る
能
褒
野
か
ら
「
濱
」

に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
き
、
海
岸
沿
い
に
「
鎮
座
」
す
る
。
山
か
ら
海
へ

の
道
程
が
鎮
ま
る
過
程
で
あ
り
、
海
岸
が
鎮
ま
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
。

山
折
哲
雄
に
よ
る
と
こ
の
部
分
が
、
天
皇
陵
が
建
設
す
る
場
所
と
関
係
し

（Ⅳ）

て
い
る
と
い
う
。
天
皇
の
遺
体
を
埋
葬
す
る
領
域
が
山
、
丘
、
坂
の
上
か
ら
、

野
や
原
に
移
動
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
生
ｌ
死
の
円
環
構
造
」
を
大
き

く
変
化
さ
せ
た
と
す
る
。
第
一
の
転
調
は
垂
仁
天
皇
（
「
菅
原
の
御
立
野
」
）
、

第
二
の
転
調
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
で
あ
る
。
そ
の
後
、
天
皇
陵
は
い
く
つ
か

（旧）

の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
河
内
国
（
野
、
原
、
邑
）
に
移
動
す
る
。
こ
こ

五
空
間
の
移
動
陵
の
選
定

で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
も
そ
の
転
調
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
『
日
本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
も
踏
ま
え
て
、
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

白
鳥
陵
が
「
野
」
と
「
原
」
の
二
つ
の
陵
を
へ
て
、
最
終
的
に
河
内
の
「
邑
」

に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
」
を
、
「
自
己
完
結
的
な
盆
地
的
世
界
に
鋭

い
開
口
部
が
つ
く
ら
れ
、
生
ｌ
死
の
円
環
構
造
に
亀
裂
が
走
る
兆
候
を
そ

れ
は
示
し
て
い
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
生
と
死
を
め
ぐ
る
世
界
観
を

変
化
さ
せ
た
の
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

の
死
は
陵
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
生
と
死
の
あ
り
方
の
空
間
的
な
位
置
づ

け
に
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
日
本
書
紀
』
と
「
古
事
記
』
と
で
は
違
い
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
景
行
天
皇
の
命
に
よ
り
「
白
烏
」
が
倭
の
琴
弾

原
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
、
河
内
の
薑
市
邑
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
「
使
者
」

が
確
認
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
陵
を
作
り
、
三
つ
の
陵
を
ま
と
め
て
「
白
鳥
陵
」

と
呼
ん
だ
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
陵
全
て
に
よ
っ
て
日
本
武
尊
が
鎮
ま
っ

た
の
だ
と
す
る
。
魂
を
鎮
め
る
こ
と
が
陵
造
営
自
体
で
な
さ
れ
て
い
る
。
「
古

事
記
』
で
は
能
褒
野
と
河
内
の
志
幾
の
二
カ
所
に
陵
を
作
っ
た
こ
と
を
記

す
の
に
対
し
、
『
日
本
書
紀
」
で
は
三
カ
所
に
陵
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
古
事
記
」
で
は
、
「
陵
」
を
建
設
す
る
だ
け
で
な
く
、

「
陵
」
を
選
定
す
る
方
法
そ
の
も
の
の
起
源
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
后
ら
に
よ
る
葬
歌
に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
倭
建
命

が
鎮
ま
る
場
所
が
定
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
儀
礼
の
型
の
出
発
点
が
こ
こ

で
は
記
さ
れ
て
い
る
。
倭
建
命
の
死
は
天
皇
が
死
ん
だ
時
の
強
力
な
儀
礼
の

起
源
と
な
る
と
と
も
に
、
陵
選
定
の
起
源
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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倭
建
命
の
葬
歌
は
、
『
古
事
記
』
の
中
で
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
「
死
」

を
統
合
し
、
言
葉
と
所
作
で
霊
を
送
る
〈
型
〉
を
完
成
さ
せ
る
。
多
く
の

集
積
を
負
っ
て
い
る
言
葉
は
、
大
い
な
る
力
を
持
ち
、
『
古
事
記
」
の
中

（旧）

で
一
番
特
別
な
死
で
あ
る
「
天
皇
」
の
死
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
も
の
と

な
る
。
同
時
に
陵
を
選
定
す
る
起
源
を
も
語
る
。
空
間
を
移
動
し
、
歌
の

言
葉
に
よ
っ
て
生
者
の
世
界
に
死
者
が
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
記
し
て

い
く
か
ら
で
あ
る
。
歌
の
言
葉
は
、
伊
耶
那
美
命
の
死
、
天
若
日
子
の
死

の
時
に
語
ら
れ
た
禁
忌
を
破
ら
な
い
、
一
番
強
力
な
力
を
持
つ
葬
送
の
型

を
倭
建
命
の
葬
送
に
与
え
る
。
倭
建
命
が
天
皇
に
匹
敵
す
る
力
を
持
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
言
葉
を
正
確
に
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
に
天
皇
に
は
な
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
天
皇
や
神
に
匹
敵
、

も
し
く
は
、
凌
駕
す
る
力
を
以
て
西
征
、
東
征
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
『
古

事
記
」
で
描
か
れ
る
の
は
、
そ
の
鎮
め
を
天
皇
葬
送
（
陵
造
営
も
含
む
）

の
起
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

（釦）

ろ
う
か
。

注
（
１
）
西
郷
信
綱
「
古
代
の
死
者
儀
礼
」
二
古
事
記
注
釈
』
第
六
巻
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
二
○
○
六
、
補
考
）

（
２
）
天
皇
の
葬
儀
に
歌
わ
れ
て
き
た
と
あ
る
が
、
史
実
と
し
て
は
確
認

で
き
な
い
。
藤
原
享
和
は
、
昭
和
天
皇
の
大
喪
の
礼
で
歌
わ
れ
た
大
御

葬
歌
は
明
治
天
皇
の
大
葬
の
礼
の
と
き
に
新
た
に
編
成
し
な
お
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
う
（
藤
原
享
和
「
「
大
御
葬
歌
」
の
場
ｌ
そ
の
研
究
方

法
を
め
ぐ
っ
て
」
二
歌
謡
雅
と
俗
の
世
界
」
（
和
泉
書
院
一
九
九
八
）
）
。

六
お
わ
り
に

た
だ
し
、
『
続
日
本
紀
』
巻
十
一
天
平
六
年
（
七
三
四
）
二
月
癸
巳
朔

に
聖
武
天
皇
が
朱
雀
門
で
歌
垣
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
と
き
に
、
「
以
本

末
唱
和
。
爲
難
波
曲
。
倭
部
曲
。
濁
荊
凰
曲
。
廣
瀬
曲
。
八
裳
刺
曲

之
音
」
と
記
さ
れ
る
。
西
郷
信
綱
は
「
淺
茅
原
曲
」
を
倭
建
命
の
葬

歌
「
浅
小
竹
腹
、
腰
な
づ
む
」
の
歌
だ
と
す
る
（
『
古
代
人
と
死
ｌ
大

地
・
葬
り
・
魂
・
王
権
」
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二
○
○
八
）
）
が
、

大
御
葬
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
。
本
稿
で
は
『
古
事
記
」

が
今
ま
で
歌
わ
れ
て
き
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
注
目
し
て
い

う（》Ｏ

（
３
）
神
野
志
隆
光
ヨ
天
下
」
の
歴
史
」
全
古
事
記
の
世
界
観
」
吉
川

弘
文
館
一
九
八
六
↓
二
○
○
八
）
ほ
か
。

（
４
）
西
郷
信
綱
前
掲
書
を
含
め
、
多
く
が
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
を
た
だ
ち
に
蹟
宮
儀
礼
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
慎

重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
神
野
志
隆
光
「
「
大
御
葬
歌
」
の

場
と
成
立
ｌ
蹟
宮
儀
礼
説
批
判
」
（
論
集
上
代
文
学
八
、
一
九
七
七
）
、

藤
原
享
和
。
大
御
葬
歌
」
の
場
に
つ
い
て
」
（
日
本
歌
謡
研
究

三
五
、
一
九
九
五
）
な
ど
が
指
摘
す
る
。
本
稿
で
は
、
儀
礼
と
し
て
伊

耶
那
美
命
の
死
と
倭
建
命
の
死
の
共
通
点
を
見
る
の
で
は
な
く
、
『
古

事
記
」
の
中
で
言
説
が
連
関
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）
「
飼
旬
」
の
用
例
は
、
そ
の
ほ
か
に
豐
玉
毘
費
命
が
「
天
つ
神
の

御
子
」
を
産
む
時
の
描
写
に
見
ら
れ
る
。
「
八
尋
和
迩
に
化
り
て
、

飼
旬
ひ
委
蛇
ひ
き
」
（
其
方
産
者
。
化
八
尋
和
迩
而
。
飼
旬
委
蛇
。
）

と
さ
れ
、
出
産
の
苦
し
み
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
海
神

の
娘
と
天
つ
神
の
子
の
誕
生
の
場
面
で
あ
り
、
異
界
と
の
混
沌
を
表

現
す
る
所
作
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

（
６
）
土
橋
寛
「
古
代
歌
謡
集
」
（
岩
波
書
店
一
九
五
七
）
、
『
古
代
歌
謡

の
世
界
』
（
塙
書
房
一
九
六
八
）
、
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
ｌ
古
事
記
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｢古事記」における死者を送る言説

篇
」
（
角
川
書
店
一
九
七
二
）
、
『
古
代
歌
謡
を
ひ
ら
く
」
（
大
阪
書
籍

一
九
八
六
）
な
ど
。

（
７
）
今
井
昌
子
「
物
語
と
歌
謡
Ｉ
倭
建
命
の
白
鳥
飛
翔
物
語
と
大
御

葬
歌
」
二
歌
謡
の
時
空
日
本
歌
謡
研
究
大
系
下
』
和
泉
書
院

（
二
○
○
四
・
五
）
、
前
川
晴
美
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
大
御
葬
歌
ｌ
歌

謡
の
解
釈
を
中
心
に
」
（
日
本
文
学
論
究
六
一
、
二
○
○
二
）
ほ
か
。

（
８
）
『
万
葉
集
」
で
の
用
例
は
二
例
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
二
三
三
「
す

め
ろ
き
の
神
の
宮
人
と
こ
ろ
づ
ら
い
や
と
こ
し
く
に
我
れ
か
へ
り
見

む
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
「
か
へ
り
見
む
」
を
引
き
出
す
言
葉
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

（
９
）
『
日
本
書
紀
」
の
当
該
箇
所
に
関
し
て
は
、
典
拠
と
の
関
係
が
こ

の
挿
話
を
生
ん
だ
こ
と
が
否
め
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改

めたい。

（
蛆
）
い
わ
ゆ
る
出
雲
神
話
に
大
国
主
命
の
蘇
り
證
は
見
え
る
た
め
、
こ

の
傾
向
は
見
え
づ
ら
い
が
、
こ
の
物
語
が
国
つ
神
の
物
語
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
Ⅱ
）
死
者
儀
礼
に
際
し
て
、
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
各
国
に
あ
る
が
、

同
時
代
の
例
で
は
大
化
の
薄
葬
令
に
お
い
て
、
「
薑
俗
」
と
し
て
禁

じ
ら
れ
て
い
る
「
或
い
は
亡
人
の
爲
に
、
髪
を
断
り
股
を
刺
し
て
諌

す
」
二
日
本
書
紀
」
巻
二
五
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
廿
二
）
と

の
一
致
が
指
摘
さ
れ
る
（
寺
川
真
知
夫
「
天
皇
の
大
御
葬
に
歌
う
歌

ｌ
出
土
遺
物
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
て
」
（
同
志
社
女
子
大
学

学
術
研
究
年
報
四
○
’
四
、
一
九
八
九
）
）
。

（
皿
）
居
駒
永
幸
「
死
者
の
歌
の
発
生
、
そ
し
て
挽
歌
へ
」
二
古
代
の
歌

と
叙
事
文
芸
史
」
笠
間
書
院
二
○
○
三
）

（
旧
）
「
然
」
は
、
「
然
る
に
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
然
れ
ば
」

と
読
む
べ
き
か
と
考
え
る
。
論
証
は
稿
を
改
め
た
い
。

引
用
は
『
古
事
記
篁
日
本
書
紀
薑
万
葉
集
」
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、

『
喪
葬
令
」
は
国
史
大
系
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
書
き
下
し
文
な
ど
、
部

分
的
に
変
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
付
記
）
慶
應
義
塾
大
学
本
気
会

野
沢
セ
ミ
ナ
ー
二
○
二
、
二
○
二
年
度
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー

に
お
い
て
、
多
く
の
方
に
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
Ｍ
）
保
坂
達
雄
「
遊
部
の
伝
承
と
「
凶
滴
魂
」
」
含
神
と
巫
女
の
古
代

伝
承
論
」
岩
田
書
院
二
○
○
三
）

（
喝
）
拙
稿
ヨ
古
事
記
』
に
と
っ
て
の
倭
武
命
ｌ
「
言
葉
」
を
め
ぐ

る
問
題
か
ら
ｌ
」
（
古
代
文
学
五
○
、
二
○
一
二

（
焔
）
拙
稿
ヨ
続
日
本
紀
」
の
倭
建
命
墓
」
（
日
本
文
学
五
七
-
五
、

二
○
○
八
年
五
月
）
。
に
お
い
て
、
倭
建
命
の
魂
が
荒
ぶ
る
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
Ⅳ
）
山
折
哲
雄
「
神
話
に
現
れ
た
世
界
像
」
含
死
の
民
俗
学
」
岩
波
書

店
一
九
九
○
↓
岩
波
現
代
文
庫
二
○
○
二
）

（
肥
）
山
折
は
前
掲
論
文
で
は
「
ほ
と
ん
ど
取
る
に
た
ら
な
い
例
外
」
と

す
る
。
そ
の
ほ
か
、
山
田
邦
和
編
「
陵
墓
一
覧
表
」
二
歴
史
の
な
か

の
天
皇
陵
』
（
思
文
閣
出
版
二
○
一
○
）
を
参
考
に
す
る
と
、
さ
ら

に
多
く
の
例
外
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
陵
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
る
。
な
お
、
第
一
の
転
調
で
あ
る
垂
仁
天
皇
が
「
喪

葬
令
」
「
古
記
」
に
お
け
る
「
生
目
天
皇
」
と
通
じ
、
「
遊
部
」
と
の

関
連
も
指
摘
で
き
よ
う
。

（
岨
）
天
皇
の
死
が
特
別
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

『
古
事
記
」
に
お
い
て
は
、
迩
迩
藝
能
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
責
・

石
長
比
責
の
婚
姻
讃
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
別
）
こ
れ
が
、
以
後
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
『
続
日
本
紀
」
の
大
宝
二
年

（
七
○
二
）
八
月
八
日
条
に
「
倭
建
命
墓
に
震
す
」
の
記
事
が
あ
る

こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
論
を
進
め
た
い
。
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