
出雲国造神賀詞における「倭大物主櫛聡玉命」の位置付け

「
延
喜
式
』
巻
八
所
収
の
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
（
以
下
「
神
賀
詞
」
）

に
お
い
て
、
皇
御
孫
に
「
大
八
嶋
国
の
現
し
事
６
顕
は
事
」
を
譲
っ
た
オ

ホ
ナ
ム
チ
（
「
大
穴
持
命
」
）
は
、
己
の
和
魂
を
「
皇
孫
命
の
近
き
守
り
神
」

と
し
て
大
御
和
の
神
奈
備
に
置
い
た
。
そ
の
和
魂
は
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉

命
」
と
名
を
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
名
は
神
賀
詞
固
有
の
も
の
で
あ

り
、
他
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
神
名
中
に
「
大
物
主
」
と
あ
り
、
ま

た
、
『
日
本
書
紀
」
神
代
第
八
段
一
書
第
六
に
大
三
輪
の
神
が
大
己
貴
神

に
対
し
て
「
吾
は
是
汝
が
幸
魂
奇
魂
な
り
」
と
言
っ
た
と
い
う
記
述
（
後

掲
）
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
倭
大
物
主
櫛
唾
玉
命
」
は
大
物
主
神
の

こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

神
賀
詞
の
詞
章
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
未
だ
定
説
を
見

て
い
な
い
。
し
か
し
表
現
に
お
い
て
、
皇
孫
命
の
守
護
神
と
し
て
置
か
れ

た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
和
魂
と
御
子
神
た
ち
の
配
置
が
飛
烏
を
囲
む
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
発
想
は
そ
こ
を
本
拠
と
す
る
天
武
・
持
統

（１）

朝
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
史
料
上
で
の
神
賀
詞
奏

上
儀
礼
の
初
見
が
霊
亀
二
（
七
一
六
）
年
、
出
雲
臣
果
安
の
と
き
の
こ
と

出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
け
る
「
倭
大
物
主
櫛
魑
玉
命
」
の
位
置
付
け

ｌ
神
賀
詞
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
を
通
し
て
Ｉ

｜
、
は
じ
め
に

で
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
右
の
指
摘
は
穏
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
神
賀
詞
の
詞
章
は
、
『
古
事
記
』
「
日
本
書
紀
』

そ
し
て
、
出
雲
国
造
に
と
っ
て
非
常
に
関
係
の
深
い
「
出
雲
国
風
士
記
』

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
お
い
て
神
話
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
の

中
で
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を、

勘
案
す
れ
ば
、
神
賀
詞
奏
上
の
場
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
る
「
ヤ
マ
ト
ノ
オ

、

、

、

、

、

ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ク
シ
ミ
カ
タ
マ
ノ
ミ
コ
ト
」
の
神
名
は
、
そ
れ
を
聞
く
人
々

に
と
っ
て
、
記
・
紀
の
神
話
に
登
場
す
る
「
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
」
を
想
起
さ

せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
な
ぜ
「
大
物
主
神
」
で
は
な
く
「
倭
大

物
主
櫛
醒
玉
命
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
神
名
が
神
賀
詞
固
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
神
賀
詞
に
お
け
る
固
有

の
位
置
付
け
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
賀
詞
は
天
皇
の

御
世
を
祝
福
す
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
が
、
そ
れ
を
達
成
す
る
方
法
と
し

て
、
出
雲
国
造
に
よ
る
出
雲
の
神
々
の
祭
祀
や
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
活
躍
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
、
国
造
の
神
宝
献
上
な
ど
を
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の

表
現
に
は
、
出
雲
国
造
が
自
家
の
権
威
を
主
張
す
る
た
め
の
意
図
が
働
い

（２）

て
い
る
こ
と
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も

舟
木
勇
治
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け
こ
の
問
題
に
向
き
合
う
に
は
、
表
現
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
神
賀

鮒詞と外部文脈との関わりのあり方を確認しておくことが不可欠

鮒である。神賀詞に固有の神名や表現があるということは、ただ

燗ちに神賀詞が閉じられた、固有の世界観を有しているというこ

斑とを意味しない。神賀詞の最終目的はあくまでも現実の天皇の

鋤御世を祝福することであり、独自の世界観を作り上げることで

物
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
所
収
の
祝
詞
を
一
覧
す
る
と
、
「
大
殿

大腰祭」「六月晦大祓」「鎮火祭」「鎮御魂齋戸祭」「遷却崇神」に記．

る
紀
の
神
話
の
所
謂
「
葦
原
中
国
平
定
」
「
天
孫
降
臨
」
の
文
脈
と
枠
組
み

す

（３）

制
の
共
通
す
る
叙
述
が
確
認
で
き
る
。
同
式
所
収
の
他
の
祝
詞
に
そ
れ
が
見

一）訓
ら
れ
な
い
の
は
、
個
々
の
祝
詞
が
抱
え
る
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

獺少なくとも記・紀の両文脈から大きく逸脱するような独自の平

離定・降臨神話は見られない。祝詞において語られる神話は、祭

艫祀の起源を神代に求め、その繋がりにおいて祭祀の現場を保証

し
聖
化
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
祭
り
の
現
場
に
集
う
人
々
が
理
解
し
て
い
る
神
話
文
脈
か
ら

（４）

大
き
く
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
祝
詞
に
お
け
る
神
話
表
現

は
、
祭
祀
の
現
場
（
現
在
）
を
通
し
て
、
記
・
紀
に
み
ら
れ
る
神
話
文
脈

（５）

に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
祝
詞
と
神
賀
詞
を
全
く
同
一
視

す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
祭
祀
や
儀
礼
の
起
源
を
神
話
に
求

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
に
関
わ
る
詞
章
に
着
目
し
、
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉

命
」
と
い
う
神
名
に
関
す
る
神
賀
詞
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
、
出
雲
国
造

の
表
現
意
図
を
考
察
し
た
い
。

二
、
外
部
文
脈
と
の
関
わ
り

め
る
点
に
お
い
て
両
者
は
共
通
の
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
鑑
み
た
上
で
、
問
題
と
す
る
神
賀
詞
の
詞
章
が
「
日

本
書
紀
』
神
代
第
八
段
一
書
第
六
の
記
述
と
多
く
共
通
点
を
持
つ
こ
と
を

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
紀
該
当
箇
所
（
Ａ
）
と
、
神
賀
詞
該
当
箇

所
（
Ｂ
）
を
挙
げ
る
。

Ａ
自
後
、
国
の
中
に
未
だ
成
ら
ざ
る
所
を
ば
、
大
己
貴
神
、
独
能
く
巡

り
造
る
。
遂
に
出
雲
国
に
到
り
て
、
乃
ち
興
言
し
て
日
は
く
、
「
夫

れ
葦
原
中
国
は
、
本
よ
り
荒
芒
ぴ
た
り
。
磐
石
草
木
に
至
及
る
ま
で

に
、
威
に
能
く
強
暴
る
。
然
れ
ど
も
吾
已
に
捲
き
伏
せ
て
、
和
順
は

ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
遂
に
因
り
て
言
は
く
、
「
今

此
の
国
を
理
む
る
は
、
唯
し
吾
一
身
の
み
な
り
。
其
れ
吾
と
共
に
天

下
を
理
む
く
き
者
、
蓋
し
有
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

時
に
、
神
し
き
光
海
に
照
し
て
、
忽
然
に
浮
び
来
る
者
有
り
。
日
は
く
、

「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平
け
ま
し
や
。
吾
が

在
る
に
由
り
て
の
故
に
、
汝
其
の
大
き
に
造
る
績
を
建
つ
こ
と
得
た

り
」
と
い
ふ
。
是
の
時
に
、
大
己
貴
神
問
ひ
て
日
は
く
、
「
然
ら
ば

汝
は
是
誰
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
は
く
、
「
吾
は
是
汝
が
幸

魂
奇
魂
な
り
」
と
い
ふ
。
大
己
貴
神
の
日
は
く
、
「
唯
然
な
り
。
廼

ち
知
り
い
、
汝
は
是
吾
が
幸
魂
奇
魂
な
り
。
今
何
処
に
か
住
ま
む
と

欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
は
く
、
「
吾
は
日
本
国
の
三
諸
山

に
住
ま
む
と
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
故
、
即
ち
宮
を
彼
処
に
営
り
て
、
就

き
て
居
し
ま
さ
し
む
。
此
、
大
三
輪
の
神
な
り
。

合
日
本
書
紀
」
第
八
段
一
書
第
六
）

Ｂ
乃
ち
大
穴
持
命
の
申
し
給
は
く
、
皇
御
孫
の
命
の
静
ま
り
坐
さ
む
大

倭
の
国
と
申
し
て
、
己
れ
命
の
和
魂
を
八
腿
の
鏡
に
取
り
託
け
て
、
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出雲国造神賀詞における「倭大物主櫛寵玉命」の位置付け

倭
大
物
主
櫛
曜
玉
命
と
名
を
称
へ
て
、
大
御
和
の
神
奈
備
に
坐
せ
、

己
れ
命
の
御
子
阿
遅
須
伎
高
孫
根
の
命
の
御
魂
を
葛
木
の
鴨
の
神
奈

備
に
坐
せ
、
事
代
主
命
の
御
魂
を
宇
奈
提
に
坐
せ
、
賀
夜
奈
流
美
命

の
御
魂
を
飛
烏
の
神
奈
備
に
坐
せ
て
、
皇
孫
の
命
の
近
き
守
り
神
と

貢
り
置
き
て
、
八
百
丹
杵
築
宮
に
静
ま
り
坐
し
き
。

（「出雲国造神賀詞」）

両
者
の
叙
述
の
近
似
に
対
し
て
松
本
直
樹
氏
は
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
に
よ
る
三
輪
山
祭
祀
は
、
中
央
の
神
話
の
享
受
者
の
間

で
通
用
し
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
神
話
と
し
て
も
朝
廷
側
の
許
容

す
る
範
囲
に
収
ま
り
得
る
内
容
だ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（６）

と
述
べ
る
。
紀
の
記
述
と
神
賀
詞
の
詞
章
と
の
成
立
に
お
け
る
先
後
関
係

は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
大
三
輪
の
神
と
を
関
係
付
け

る
伝
承
が
基
盤
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
神
賀
詞
の
表
現
が
あ
り
得
た
と

言
え
よ
う
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
三
輪
山
の
大
物
主
神
と
が
結
び
付
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
土
橋
寛
氏
は
、
「
大
物
主
神
を
祭
っ

た
出
雲
系
の
鴨
氏
が
土
着
の
神
大
物
主
神
の
大
己
貴
命
化
を
も
た
ら
し

た
」
と
述
べ
、
そ
の
上
で
Ａ
の
文
の
作
者
を
「
大
己
貴
命
を
国
作
り
の
神

と
し
て
奉
ず
る
氏
族
、
お
そ
ら
く
出
雲
国
造
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
と
推
測

（７）
す
る
。
そ
う
す
る
と
Ａ
Ｂ
と
も
に
出
雲
国
造
の
抱
え
る
伝
承
に
基
づ
く
文

章
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
叙
述
の
近
似
に
対
し
て
は
最
も
明
快
な
説
明
と

な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｂ
の
表
現
を
比
較

検
討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
や
大
三
輪
の
神

の
位
置
付
け
は
異
な
り
を
見
せ
る
。
Ａ
Ｂ
の
伝
承
基
盤
が
共
通
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
が
、
Ａ
の
伝
承
を
い
か
な
る
集
団
が
保
持
し
て

い
た
か
を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
外
れ
る
の
で
ひ
と
ま
ず
措

神
賀
詞
に
お
い
て
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
「
和
魂
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
位
置
付
け
が
神
賀
詞
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム

チ
像
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

神
賀
詞
は
そ
の
性
質
上
、
外
部
の
神
話
文
脈
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
な
い
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
オ
ホ
ナ

、

、

、

、

ム
チ
も
、
大
筋
で
は
外
部
文
脈
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
造
形
に
沿
う
か
た
ち
で
描

か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
Ａ
（
紀
第
八
段
一
書
第
六
）
の

記
述
と
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
相
違
点
が
見
え
て

く
る
。
そ
こ
に
、
神
賀
詞
独
自
の
表
現
意
図
が
あ
る
と
考
え
る
。

神
賀
詞
は
内
容
上
、
以
下
の
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
雲

国
造
が
天
皇
の
御
世
を
祝
福
す
る
た
め
に
出
雲
国
内
の
神
々
を
祀
り
、
一

年
間
の
斎
事
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
第
一
段
、
天
孫
降
臨
に
先
駆

け
て
国
造
の
祖
先
で
あ
る
天
穂
比
命
が
地
上
を
視
察
し
、
天
夷
鳥
命
と
布

都
怒
志
命
に
よ
る
荒
ぶ
る
神
平
定
と
大
穴
持
命
の
国
譲
り
が
行
わ
れ
、
そ

の
功
績
に
よ
っ
て
天
穂
比
命
が
天
皇
へ
の
奉
仕
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
任
を

継
承
す
る
出
雲
国
造
が
、
し
る
し
と
し
て
の
神
宝
を
献
上
す
る
こ
と
を
述

く
こ
と
と
す
る
。
い
ま
は
、
Ａ
の
伝
承
が
『
日
本
書
紀
』
に
「
一
書
」
と

い
う
形
で
受
容
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
〈
オ
ホ
ナ
ム
チ
Ⅱ
大
三
輪
の
神
（
大
物
主
神
）
〉
と
い
う
伝
承
は
『
日

本
書
紀
』
に
．
書
」
と
い
う
形
で
存
在
を
許
容
さ
れ
た
。
そ
の
枠
組
み

か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
の
な
い
範
囲
内
で
神
賀
詞
は
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
視
点
の
も
と
、
神
賀
詞
の
表
現
を
以
下
に
検
討
し
て
い

ノ恩、０

三
、
神
賀
詞
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
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く
る
第
二
段
、
献
上
す
る
神
宝
の
一
つ
一
つ
に
か
け
て
天
皇
の
御
世
の
長

久
を
祝
福
す
る
第
三
段
で
あ
る
。

こ
の
第
一
段
に
お
い
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
「
伊
射
那
伎
の
日
ま
な
子
、

か
ぶ
ろ
き
熊
野
の
大
神
、
櫛
御
気
野
命
」
と
並
ん
で
、
「
国
作
り
坐
し
し

大
穴
持
命
」
と
し
て
出
雲
百
八
十
六
社
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。
出
雲
の

神
々
を
領
導
す
る
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
第
二
段
に
お
い
て
「
大
八

嶋
国
の
現
し
事
・
顕
は
事
」
か
ら
手
を
退
い
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
オ
ホ

ナ
ム
チ
の
姿
は
、
「
古
事
記
』
の
国
作
り
・
国
譲
り
の
神
大
国
主
や
Ａ
（
紀

第
八
段
一
書
第
六
）
お
よ
び
、
紀
第
九
段
一
書
第
二
の
大
己
貴
神
像
に
通

じ
る
。
そ
し
て
神
賀
詞
が
出
雲
国
造
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
出

雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
」
と
通
じ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
「
出
雲
国
風
土
記
』
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
対
し
て
「
所
造
天
下

大
神
」
と
い
う
称
を
冠
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
村
宏
史
氏
は
、
「
出
雲

国
風
土
記
』
中
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
に
中
央
神
話
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
意
図
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
意
向
に
よ
る
承
認
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
天

皇
制
律
令
国
家
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
神
話
」
を
間
接

的
に
描
く
こ
と
に
も
な
る
。
現
実
世
界
の
王
権
の
支
配
領
域
が
、
オ

ホ
ナ
ム
チ
の
功
績
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
の
で
あ
る
。
中
央
神
話
に
お
い
て
降
臨
前
の
国
土
整
備
の
役

を
担
わ
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
を
逆
手
に
利
用
し
た
、
一
種
の
表
現

（８）

戦
略
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
賀
詞
第
二
段
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に

つ
い
て
も
、
大
筋
で
は
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
讓

り
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
皇
御
孫
は
「
大
八
嶋
国
の
現
し
事
・
顕
は
事
」

の
管
掌
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
オ
ホ
ナ
ム

チ
を
媚
び
鎮
め
た
の
は
出
雲
国
造
の
祖
神
で
あ
る
天
穂
比
命
な
の
で
あ

る
。
天
孫
降
臨
に
お
け
る
、
国
造
家
に
と
っ
て
の
主
祭
神
と
祖
神
そ
れ
ぞ

れ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
二
重
に
自
家
の
権
威
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
し
か
し
、
「
国
作
り
坐
し
し
」
と

い
う
表
現
に
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
造
形
に
基
づ
い
た

上
で
の
、
神
賀
詞
独
自
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
出

雲
国
風
土
記
」
が
一
貫
し
て
「
所
造
天
下
」
を
冠
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、

神
賀
詞
中
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
「
国
作
り
坐
し
し
大
穴
持
命
（
国
作
坐
志
大

穴
持
命
）
」
・
「
国
作
ら
し
し
大
神
（
国
作
之
大
神
と
「
大
穴
持
命
」
「
己
命
」

と
表
さ
れ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
冠
さ
れ
る
称
が
「
国
作
ら
し
し
（
作
り
坐

し
し
と
と
あ
り
、
「
天
下
」
の
語
と
関
わ
ら
せ
な
い
こ
と
は
、
「
天
の
下

造
ら
し
し
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
描
こ
う
と
す
る
『
出
雲
国
風
土
記
」
の
造
形

姿
勢
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て

「
国
」
を
作
る
神
の
姿
は
、
意
宇
郡
条
の
次
の
二
つ
の
記
事
に
窺
え
る
。

Ｃ
意
宇
と
号
く
る
所
以
は
、
国
引
き
坐
し
し
八
束
水
臣
津
野
の
命
、
詔

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
は
、
狭
布
の
稚
国
な
る
か
も
。

棚
圃
刑
劃
渕
淵
凹
引
倒
川
。
故
れ
、
作
り
縫
は
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て

Ｄ
天
の
下
造
り
ま
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
、
越
の
八
口
を
平
け
賜
ひ
て
、

還
り
坐
す
時
に
、
長
江
山
に
来
坐
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
調
澗

週
刎
劇
祠
判
型
刑
刈
副
刷
、
皇
御
孫
の
命
平
世
と
知
ら
せ
と
依
せ
奉
ら

む
。
但
、
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
す
国
と
、
青
垣

山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
珍
玉
置
き
賜
ひ
て
守
ら
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
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故
れ
、
文
理
と
云
ふ
。
神
亀
三
年
、
字
を
母
理
と
改
む
。

Ｃ
は
意
宇
郡
に
見
ら
れ
る
一
連
の
国
引
き
神
話
の
冒
頭
を
成
す
文
脈
で

あ
り
、
八
束
水
臣
津
野
命
は
国
引
き
の
神
で
あ
る
前
に
国
作
り
の
神
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
Ｄ
傍
線
部
の
本
文
は
「
我
造
坐
而
命
国
者
」

で
あ
り
、
行
動
を
記
す
文
脈
で
は
「
国
」
を
造
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
が
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
神
名
に
冠
さ
れ
る
場
合
は
一
貫
し
て
「
天
下
」
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
文
脈
上
は
「
天
下
」
と
「
国
」
が
通
じ
て
お

り
、
そ
の
問
題
は
前
掲
小
村
氏
論
の
よ
う
に
『
出
雲
国
風
土
記
」
と
中
央

神
話
と
の
関
係
に
帰
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
出
雲
国

造
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
神
賀
詞
に
も
色
濃
く
表

れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
国
作
り
坐
し
し
」
と
い
う
称
が
冠
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
賀
詞
に
お
け
る
「
天
下
」
「
大
八
嶋
国
」

の
用
語
が
天
皇
・
皇
御
孫
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
。
神
賀
詞
に
お
け
る
天
皇
・
皇
御
孫
の
国
土
統
治
に
関
わ
る
表
現
を
列

挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
桂
け
ま
く
も
恐
き
明
つ
御
神
と
戈
（
嶋
国
知
る
し
食
す
天
皇
命
の
．
：

②
高
天
の
神
王
高
御
魂
・
神
魂
命
の
、
皇
御
孫
の
命
に
天
の
下
だ
（
嶋

国
を
事
避
り
奉
り
し
時
、
雲
臣
等
が
遠
っ
神
天
穂
比
命
を
、
国
体
見

に
遣
は
し
し
時
に
、
天
の
八
重
雲
を
押
し
別
け
て
、
天
翔
り
国
翔
り

て
、
天
の
下
を
見
廻
り
て
、
返
り
事
申
し
給
は
く
、
劃
割
当
刷
り
加
樹

の
国
は
、
昼
は
五
月
蠅
な
す
水
沸
き
、
夜
は
火
盆
な
す
光
る
神
在
り
、

石
根
・
木
の
立
ち
・
青
水
沫
も
事
問
ひ
て
、
荒
ぶ
る
国
な
り
け
り
。

③
国
作
ら
し
し
大
神
を
も
媚
び
鎮
め
て
、
だ
瓜
嶋
国
の
現
し
事
・
顕
は

事
事
避
ら
し
め
き
。

④
明
っ
御
神
と
戈
パ
嶋
国
知
る
し
食
す
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
：
．

、
対
呵
刊
を
知
る
し
食
さ
む
事
の
志
の
た
め
。
：

⑥
明
っ
御
神
の
だ
（
嶋
国
を
、
天
地
月
日
と
共
に
、
安
ら
け
く
平
ら
け

く
知
る
し
め
さ
む
事
の
志
の
た
め
と
。
：

②
の
「
豊
葦
原
の
水
穂
の
国
」
は
天
孫
降
臨
神
話
に
見
ら
れ
る
地
上
世

界
の
呼
称
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
」
神
代
第
九
段
本
書
に
、

遂
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
立
て
て
、
葦
原
中
国
の
主
と
せ

む
と
欲
す
。
然
も
彼
の
地
に
、
多
に
蛍
火
の
光
く
神
、
及
び
蠅
声
す

邪
し
き
神
有
り
。
復
草
木
威
に
能
く
言
語
有
り
。

と
あ
り
、
同
神
代
第
九
段
一
書
第
六
に
、

葦
原
中
国
は
、
磐
根
・
木
株
・
草
葉
も
、
猶
能
く
言
語
ふ
。
夜
は
燥

火
の
若
に
喧
響
ひ
、
昼
は
五
月
蠅
如
す
沸
き
騰
る
。

（９）

と
あ
る
の
に
基
づ
く
神
話
的
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
例
を
見
れ
ば
、

「
天
下
」
「
大
八
嶋
国
」
の
語
は
、
天
皇
・
皇
御
孫
の
治
め
る
べ
き
土
地
を

示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
③
の
「
大
八
嶋
国
の
現
し
事
・
顕
は
事
」

は
、
そ
の
管
掌
が
皇
御
孫
に
譲
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

基
づ
く
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
天
下
」
は
天
皇
に

帰
属
す
べ
き
領
域
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
神
賀
詞
の
詞
章
に
は
あ
り
、
そ

れ
故
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
は
「
所
造
天
下
」
と
い
う
冠
称
を
避
け
、
「
国

作
ら
し
し
（
作
り
坐
し
し
）
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
が
、
朝
廷
と
出
雲
国
造
と
の
関
係
確
認
の

場
で
あ
る
と
い
う
国
造
の
状
況
認
識
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
バ
ラ
ン
ス
感
覚

の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
賀
詞
外
部
の
神
話
に
み
ら
れ
る
オ
ホ
ナ

ム
チ
像
を
背
景
と
し
つ
つ
も
、
無
制
限
に
主
祭
祁
を
高
め
よ
う
と
せ
ず
、

あ
く
ま
で
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
の
場
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
に
相
応
し
い
オ

ホ
ナ
ム
チ
像
の
造
形
の
手
段
が
「
国
作
ら
し
し
（
作
り
坐
し
し
）
」
と
い
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う
冠
称
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
「
和
魂
」
が
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
意
味
を
考
え
る
。
再
び
前
掲
Ｂ
の
文
脈
を
確
認
し
て
み
る
と
、

「
己
れ
命
の
和
魂
を
八
腿
の
鏡
に
取
り
託
け
て
」
そ
れ
を
「
倭
大
物
主
櫛

曜
玉
命
と
名
を
称
へ
」
て
い
る
。
Ａ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
大
三
輪
の
神

け
が
大
己
貴
神
の
「
幸
魂
奇
魂
」
と
な
っ
て
お
り
、
二
神
が
「
魂
」
を
媒
介

鮒とする関係であるという認識が確認できる。しかし、Ａのよう

鮒な「幸魂奇魂」ではなく「和魂」であるという表現の差は無視

制できない。「時代別国語大辞典上代編」によれば「和魂」は、「神

臓霊の温和な面を尊びたたえていう。ニキタマとも。アラミタマ

（、）

棚の対」とされる。記・紀の神話における「荒魂」「和魂」の使

棚用例は神功皇后の新羅征討記事に集中する。

倭
１
爾
く
し
て
、
其
の
御
杖
を
以
て
、
新
羅
の
国
主
の
門
に
衝
き
立
て
て
、

ｒる

即
ち
墨
江
大
神
の
荒
御
魂
を
以
て
、
国
守
の
神
と
為
て
、
祭
り
鎮
め

けお

て
、
還
り
渡
り
き
。
（
仲
哀
記
）

や」訓
２
既
に
し
て
神
の
諒
ふ
る
こ
と
有
り
て
日
は
く
、
「
和
魂
は
王
身
に
服

賀神

ひ
て
寿
命
を
守
ら
む
。
荒
魂
は
先
鋒
と
し
て
師
船
を
導
か
む
」
と
の

生垣

たまふ。和魂、此をば現岐禰多摩と云ふ。荒魂、此をば阿暹禰多摩と云ふ。

国圭云

即
ち
神
の
教
を
得
て
、
拝
礼
ひ
た
ま
ふ
。
（
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）

出

３
既
に
し
て
則
ち
荒
魂
を
損
ぎ
た
ま
ひ
て
、
軍
の
先
鋒
と
し
、
和
魂
を

請
ぎ
て
、
王
船
の
鎮
と
し
た
ま
ふ
。
（
同
右
）

４
是
に
、
軍
に
従
ひ
し
神
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
、
三
の
神
、
皇

后
に
誼
へ
て
日
は
く
、
「
我
が
荒
魂
を
ば
、
穴
門
の
山
田
邑
に
祭
は

し
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
穴
門
直
の
祖
賤
立
・
津
守
連
の
柤
田

裳
見
宿
禰
、
皇
后
に
啓
し
て
日
さ
く
、
「
神
の
居
し
ま
さ
欲
し
く
し

た
ま
ふ
地
を
ぱ
、
必
ず
定
め
奉
る
べ
し
」
と
ま
う
す
。
則
ち
践
立
を

以
て
、
荒
魂
を
祭
ひ
た
て
ま
つ
る
神
主
と
す
。
（
同
右
）

５
是
に
、
天
照
大
神
、
諺
へ
ま
つ
り
て
日
は
く
、
「
我
が
荒
魂
を
ぱ
、

皇
后
に
近
く
べ
か
ら
ず
。
当
に
御
心
を
広
田
国
に
居
ら
し
む
く
し
」

と
の
た
ま
ふ
。
（
神
功
皇
后
摂
政
元
年
）

６
亦
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
、
三
の
神
、
語
へ
ま
つ
り
て
日
は
く
、
「
吾

が
利
劉
を
ば
大
津
の
淳
中
倉
の
長
峡
に
居
さ
し
む
く
し
。
便
ち
因
り

て
往
来
ふ
船
を
看
さ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、
神
の
教
の
随
に
鎮

め
坐
ゑ
ま
つ
る
。
（
同
右
）

７
「
天
神
千
五
百
万
、
地
祇
千
五
百
万
、
井
せ
て
当
国
に
静
ま
り
坐
す

三
百
九
十
九
社
、
及
海
若
等
、
大
神
の
和
魂
は
静
ま
り
て
、
滞
魂
は

皆
悉
に
猪
麻
呂
の
乞
む
所
に
依
り
給
へ
・
良
に
神
霊
し
坐
し
ま
さ
ば
、

吾
に
傷
は
せ
給
へ
。
こ
れ
を
以
て
神
霊
の
神
た
る
を
知
ら
む
」
含
出

雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
）

１
は
『
古
事
記
』
、
２
～
６
は
『
日
本
書
紀
』
、
７
は
『
出
雲
国
風
土
記
』

の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
２
．
３
．
７
の
記
述
か
ら
は
、
や
は
り
「
荒
魂
」

と
「
和
魂
」
と
が
一
対
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ

う
。
ま
ず
は
、
荒
魂
の
例
か
ら
見
て
み
る
と
、
１
の
荒
魂
は
「
国
守
の
神
」

と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
羅
征
討
が
成
っ
た
際
の
行
為
で

あ
る
か
ら
、
多
分
に
武
力
的
要
素
を
含
む
「
守
り
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
２
．
３
の
荒
魂
は
「
軍
の
先
鋒
」
と
し
て
動
的
で
勇
猛
な

は
た
ら
き
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
７
で
は
猪
麻
呂
の
復
讐
を
実
現
さ
せ
る

た
め
の
霊
威
が
荒
魂
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
荒
魂
」
に
は
「
神

（Ⅲ）

霊
の
動
的
で
勇
猛
な
面
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
和
魂
は

２
に
「
王
身
に
服
ひ
て
寿
命
を
守
ら
む
」
も
の
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
に
基
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づ
い
て
３
で
「
王
船
の
鎮
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
６
の
和
魂
は
「
往
来
ふ

船
を
看
さ
む
」
と
い
う
意
志
を
持
ち
、
教
え
の
通
り
に
祀
る
と
平
穏
に
海

を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
つ
ま
り
航
海
を
見
守
り
保
護
す
る
は
た

ら
き
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
和
魂
は
、
王
者

の
側
に
あ
っ
て
こ
れ
を
守
護
す
る
は
た
ら
き
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
神
賀
詞
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
皇
孫
の
命
の
近
き
守

り
神
」
と
し
て
己
の
和
魂
を
倭
に
置
い
た
と
い
う
行
為
は
理
に
適
っ
て
い

ブ（》Ｏこ
れ
が
、
Ａ
（
紀
第
八
段
一
書
第
六
）
に
見
ら
れ
る
「
幸
魂
奇
魂
」
と

い
う
表
現
で
は
な
く
、
「
和
魂
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
「
倭

（吃）

大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
と
を
結
び
つ
け
た
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

神
賀
詞
に
お
け
る
「
和
魂
」
の
使
用
意
図
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
譲
り
を
し
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
杵
築
宮
に
静
ま
り

坐
す
こ
と
と
の
関
連
で
あ
る
。
「
祝
詞
考
』
は
、
「
己
命
和
魂
乎
」
に
注
し

て
「
荒
魂
は
、
出
雲
に
坐
ぬ
」
と
述
べ
、
ま
た
「
八
百
丹
杵
築
宮
爾
靜
坐

ノ

ノ

支
」
に
注
し
て
「
大
名
持
命
の
、
荒
御
魂
の
、
出
雲
國
の
、
杵
築
の
宮
に
、

（旧）

靜
坐
せ
し
事
は
、
他
書
ど
も
に
見
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
真
淵
が
、

杵
築
宮
に
静
ま
る
の
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
荒
御
魂
と
し
て
い
る
の
は
示
唆
的

で
あ
る
。
神
の
御
魂
が
有
限
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
断
ず
る
こ
と

（脚）

は
困
難
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
和
魂
と
荒
魂
が
一
対
と
い
う
あ
り
よ

う
か
ら
す
れ
ば
、
和
魂
を
八
腿
鏡
に
取
り
託
け
て
、
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命

と
し
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
自
身
に
残
さ
れ
た
の
は
、
荒
魂
と
し
て
の
あ
り
よ
う

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
先
に
見
た
５
の
「
我
が
荒

魂
を
ば
、
皇
后
に
近
く
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
記
述
に
注
目
す
る
と
、
こ
こ

に
は
、
荒
魂
は
そ
の
動
的
で
猛
々
し
い
性
質
故
に
、
側
に
あ
る
者
の
身
を

損
な
う
と
い
う
認
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
２
．
３
で
発
動
し
た
荒
魂
に

つ
い
て
、
４
に
お
い
て
鎮
め
る
場
所
を
「
必
ず
定
め
奉
る
」
こ
と
を
必
要

と
し
た
の
も
荒
魂
の
猛
々
し
さ
故
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
神

賀
詞
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
自
身
に
残
さ
れ
た
荒
魂
と
し
て
の
あ
り
よ
う
故

に
、
皇
御
孫
の
守
護
の
た
め
に
は
そ
の
側
か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
理
由
が
見
え
て
く
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
た
ず
と
も
、
記
．

紀
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
譲
り
神
話
を
知
る
人
々
に
と
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム

チ
の
杵
築
宮
鎮
座
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
神
賀
詞
は
そ
こ
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
退
く
積
極
的
理
由
を
付
加
さ
せ

（旧）

て
い
る
と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
と
並
ん
で
、
外
部
の
神
話
文
脈
が
持
っ
て
い
る
、
交
換
条
件

と
し
て
の
壮
大
な
宮
の
建
設
に
関
す
る
叙
述
を
神
賀
詞
が
持
た
な
い
こ
と

も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
大
国
主
神
の
国
譲
り
に
際
し
て
、
『
古
事
記
」

には、唯
に
僕
が
住
所
の
み
は
、
天
つ
神
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
す
と
だ
る

天
の
御
巣
の
如
く
し
て
、
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に

氷
木
た
か
し
り
て
、
治
め
賜
は
ぱ
、
僕
は
、
百
足
ら
ず
八
十
墹
手
に

隠
り
て
侍
ら
む
。

と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
松
本
氏
は
、
大
国
主
神
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
司

令
に
従
順
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
王
権
が
支
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、

国
譲
り
の
代
償
と
し
て
し
か
壮
大
な
宮
殿
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ

（旧）

た
こ
と
を
説
く
。

ま
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
九
段
一
書
第
二
で
は
、

又
汝
が
住
む
べ
き
天
日
隅
宮
は
、
今
供
造
り
ま
つ
ら
む
こ
と
、
即
ち

千
尋
の
拷
縄
を
以
て
、
結
ひ
て
百
八
十
紐
に
せ
む
。
其
の
宮
を
造
る
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四
、
称
え
名
と
し
て
の
「
倭
大
物
主
櫛
胆
玉
命
」

前
節
に
お
い
て
、
神
賀
詞
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
皇
御
孫
の
国
土
支
配
を
自

発
的
・
積
極
的
に
支
援
し
て
ゆ
く
神
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
。
己
の
和
魂
を
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
と
称
え
た
こ
と
も
、
そ
の

よ
う
な
姿
勢
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
意
義
を
持
つ
の
か
。

ァ
：
・
皇
御
孫
の
命
の
天
の
御
蒻
・
日
の
御
蒻
と
造
り
仕
へ
奉
れ
る
瑞
の

制
は
、
柱
は
高
く
大
し
。
板
は
広
く
厚
く
せ
む
。

と
記
さ
れ
る
。
「
古
事
記
』
の
例
は
突
き
詰
め
れ
ば
高
天
原
優
位
を
示
す

文
脈
展
開
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
『
日
本
書
紀
」
の
例
は
高
皇

産
霊
尊
か
ら
の
申
し
出
で
あ
り
、
国
譲
り
を
語
る
伝
承
の
中
で
も
、
最
大

限
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
高
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
高
皇
産
霊
尊

の
発
話
の
続
き
に
は
、
「
又
汝
が
祭
祀
を
主
ら
む
は
、
天
穂
日
命
、
是
な
り
」

と
あ
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
者
と
し
て
天
穂
日
命
を
明
示
す
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
神
代
第
九
段
一
書
第
二
は
、
前
掲
Ａ
（
紀
第
八
段
一
書
第
六
）

と
並
ん
で
、
神
賀
詞
の
土
台
と
な
っ
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
従
来
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
賀
詞
に
と
っ
て
最
も
都
合
の
良
い
伝
承
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
宮
殿
造
営
に
関

す
る
叙
述
が
な
い
理
由
が
問
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
国
作
ら
し

し
（
作
り
坐
し
し
）
」
と
い
う
冠
称
の
場
合
と
同
様
、
闇
雲
に
オ
ホ
ナ
ム

チ
の
権
威
を
高
め
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
れ
る
の
は
、
天
穂
日
命
の
指
示
に
よ
る
「
媚
び

鎮
め
」
を
契
機
と
し
て
、
積
極
的
に
国
譲
り
を
進
め
、
皇
御
孫
の
国
土
支

配
を
自
発
的
に
支
援
し
て
ゆ
く
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
で
あ
る
。

ウ イ 之ｉ!i 蕊
-１２６-



出雲国造神賀詞における「倭大物主櫛曜玉命」の位置付け

御
名
を
献
ら
む
。
今
よ
り
以
後
は
、
倭
建
御
子
と
称
ふ
く
し
」
と
ま

を
し
き
。
是
の
事
を
白
し
詑
る
に
、
即
ち
熟
瓜
の
如
く
振
り
析
き
て
、

殺
し
き
。
胡
訓
到
刎
聞
胤
剛
制
馴
到
劉
州
引
矧
Ｊ
閏
鞘
呵
劇
詞
剖
。
（
景

行記）
力
故
、
其
の
旦
に
浜
に
幸
行
し
し
時
、
鼻
を
穀
て
る
入
鹿
魚
、
既
に
一

浦
に
依
り
き
。
是
に
、
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云
ひ
し
ぐ
、
「
謝

口
御
旬
列
訊
馴
潔
絢
評
Ｗ
」
と
い
ひ
き
。
故
、
耐
１
劃
洲
矧
矧
到
矧
棚
Ｎ

制御笥闘項剣刊割司馴割。故、今に気比大神と謂ふ。（仲哀記）

キ
初
め
天
皇
在
孕
れ
た
ま
ひ
て
、
天
神
地
祇
、
三
韓
を
授
け
た
ま
へ
り
。

既ぱ置烈製剤判例ｑ割ば１封、、耐洲間制以謝Ｗ河川γ封討惣岬

綱
奴
奴
Ⅸ
１
思
司
刮
君
当
側
馴
贈
ｕ
割
對
ｕ
芯
試
沢
引
劇
渕
貿
馴
割
項
詞

斗剥創臥馴科項詞ＮＷｏ肖、此をぱ阿叡と云ふ。故、剣刎矧剥矧刈升訓

曽
田
刃
ヨ
ヨ
詞
訓
。
（
応
神
天
皇
即
位
前
紀
）

ク
是
に
、
井
有
り
。
瑞
井
と
日
ふ
。
則
ち
汲
み
て
太
子
を
洗
し
ま
つ
る
。

暗
ぱ
烈
掴
討
淑
９
Ｊ
切
り
榊
卿
旬
Ⅳ
。
因
り
て
太
子
の
名
と
す
。
多
遅

の
花
は
、
今
の
虎
杖
の
花
な
り
。
胡
１
刻
掴
嗣
剰
淵
引
当
封
詞
劇
棚
刊

刻
刎
制
剰
矧
洲
刈
引
１
割
淵
矧
割
引
洞
劇
詞
剖
。
（
神
武
記
）

オ
爾
く
し
て
、
其
の
熊
曾
建
が
白
し
し
く
、
「
信
に
然
あ
ら
む
。

方
に
、
吾
二
人
を
除
き
て
、
建
く
強
き
人
無
し
。
然
れ
ど
も
、

剣一項〃、蜘制蝋珂が故に、割澗圓胴飼川鮒馴濁胴型Ⅵｑ側剣劇掴州村

辞
寛
へ
奉
ら
く
と
白
す
。
（
御
門
祭
）

エ
故
、
兵
を
持
ち
入
り
て
、
殺
さ
む
と
せ
し
時
に
、
手
足
わ
な
な
き
て
、

殺
す
こ
と
得
ず
。
故
爾
く
し
て
、

国
個
、
五
ヨ
「
人
に
益
し
で
Ｊ
壜
さ
男
は
、
必
ず
以
欣
肌

兵
の
弟
神
沼
河
耳
命
寸
宜
気
の
兄
の

然
あ
ら
む
。
西
の

然
れ
ど
も
、
制
嗣
函

。是を以て、吾、

。故、亦、

謂
す
。
（
反
正
天
皇
即
位
前
紀
）

ケ
皇
后
、
懐
雄
開
胎
さ
む
と
す
る
日
に
、
禁
中
に
巡
行
し
て
、
諸
司
を

監
察
た
ま
ふ
。
馬
官
に
至
り
た
ま
ひ
て
、
剛
試
廐
以
司
ぱ
割
耐
升
Ｙ

謝
忍
赴
判
即
興
″
貝
制
御
Ｕ
閏
抑
卦
習
Ⅳ
。
生
れ
ま
し
な
が
ら
能
く
言

ふ
。
聖
の
智
有
り
。
粗
ぱ
研
刑
剃
り
ｊ
コ
リ
ガ
刈
璽
訓
鼠
馴
引
科
詞
叫

び
１
輔
御
身
割
勘
卿
〃
貝
制
頃
以
刈
刊
卿
詞
昇
。
兼
ね
て
未
然
を
知
る

し
め
す
。
且
、
内
教
を
高
麗
の
僧
慧
慈
に
習
ひ
、
外
典
を
博
士
覚
寄

に
学
び
た
ま
ふ
。
並
に
悉
に
達
り
た
ま
ひ
ぬ
。
父
の
天
皇
、
愛
み
た

ま
ひ
て
、
宮
の
南
の
上
殿
に
居
ら
し
め
た
ま
ふ
。
故
、
其
の
名
を
称

剖
制
１
口
割
愚
閏
矧
黒
廻
引
羽
利
劇
詞
訶
。
（
推
古
紀
元
年
）

ア
ー
ウ
の
祝
詞
の
場
合
と
、
エ
ー
ケ
の
記
・
紀
の
場
合
と
で
は
、
名
を

称
え
る
と
い
う
行
為
の
あ
り
か
た
が
大
き
く
異
な
る
と
い
え
る
。
ア
は
大

殿
祭
の
祝
詞
で
あ
る
が
、
傍
線
部
の
二
柱
の
神
名
は
、
は
じ
め
「
屋
船
命
」

と
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
家
屋
そ
の
も
の
を
神
名
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ

る
。
そ
れ
が
二
柱
と
し
て
改
め
て
名
を
称
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
は
、
御

殿
の
保
護
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
名
に
続
く
細
注
の
ご
と
き
具
体
的

な
は
た
ら
き
を
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
屋
船
久
久
遅
命
」
は
家

屋
の
材
料
た
る
木
の
神
霊
と
し
て
具
体
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
屋
船
豊

宇
気
姫
命
」
は
、
辞
邪
の
効
力
を
有
す
る
「
ウ
ケ
」
す
な
わ
ち
稲
・
米
の

（汀）

神
霊
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ウ
も
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
祭
祀
の
場
に
お
け
る
具
体
的
な
は
た
ら
き
（
樹
織
訓
）
を
期
待
し
て
、

（旧）

そ
の
神
の
名
（
開
纈
訓
）
を
称
え
る
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
対
し
て
エ
ー

ケ
で
は
、
既
に
あ
る
事
蹟
を
由
来
と
し
て
名
が
称
え
ら
れ
る
。
こ
の
違
い

は
、
記
・
紀
が
過
去
の
事
蹟
を
通
し
て
「
現
在
」
を
保
証
し
て
い
く
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
祝
詞
は
、
過
去
に
支
え
ら
れ
た
現
在
を
基
点
と
し
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て
未
来
を
保
証
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
焦
点
の
違
い

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
の

名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
祝
詞
に
お
け
る
称
え
名
の
あ
り
か
た
に
即

し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
倭
大
物
主
櫛
唾
玉
命
は
、
八
腿

鏡
に
取
り
託
け
ら
れ
、
大
御
和
の
神
奈
備
に
「
坐
」
さ
し
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
祭
祀
者
と
し
て
、
こ
れ
に
向
き
合
っ
て

い
る
と
い
う
左
の
よ
う
な
構
図
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。

・
ア
ー
ウ
の
祝
詞
…
祝
詞
詠
唱
者
（
祭
祀
者
）

跡
催
各
祭
神
（
祭
祀
対
象
）

・
神
賀
詞
：
：
…
．
：
：
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
祭
祀
者
）

称
躍
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
（
祭
祀
対
象
）

つ
ま
り
、
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
と
い
う
神
名
に
は
、
国
譲
り
を
基

点
と
し
て
「
今
後
」
期
待
さ
れ
る
、
「
皇
孫
の
命
の
近
き
守
り
神
」
と
し

て
の
具
体
的
な
は
た
ら
き
が
表
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
し
た
と
き
、
単
に
「
大
物
主
命
」
で
は
な
い
こ
の
神
名
の
「
ク
シ
ミ

カ
タ
マ
」
に
は
機
能
や
性
質
を
示
す
実
態
と
し
て
の
あ
り
よ
う
が
求
め
ら

れ
て
く
る
。

こ
の
神
名
に
つ
い
て
宣
長
は
、

大
物
主
と
申
す
は
、
三
輪
に
限
り
た
る
御
名
也
、
大
名
持
命
の
一
名

ノ

ス

タ
タ
ヘ

に
は
あ
ら
ず
、
櫛
睡
玉
命
も
、
三
輪
に
鎮
座
御
魂
を
稲
た
る
御
名

ミ

カ

イ

カ

イ

カ

タ

ケ

に
て
、
同
じ
こ
と
ぞ
、
唾
は
伊
加
と
同
じ
く
て
、
嚴
く
健
き
よ
し
也
、

ノ

ノ

ミ

力

凡
て
神
名
人
名
に
、
美
加
と
い
ふ
、
み
な
同
じ
、
大
き
な
る
意
に
は

あ
ら
ず
（旧）

イ
カ

と
述
べ
て
い
る
。
「
櫛
」
を
「
奇
し
」
、
「
聡
」
を
「
厳
」
と
解
し
て
、
「
櫛

醒
玉
」
を
「
霊
妙
な
神
霊
」
の
意
と
す
る
解
釈
は
現
在
ま
で
の
主
流
と
い

（釦）

え
よ
う
。
「
櫛
」
「
庵
」
「
玉
」
の
字
義
を
一
度
離
れ
、
同
音
の
和
語
に
よ
っ

て
解
釈
す
る
方
法
は
、
音
声
に
よ
る
表
出
を
本
質
と
す
る
祝
詞
の
と
ら
え

方
に
適
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
稿
者
も
従
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
右

の
解
釈
で
は
、
大
物
主
の
霊
妙
な
御
魂
と
い
う
意
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的

機
能
の
表
出
に
到
ら
な
い
。
「
タ
マ
」
は
「
魂
」
の
意
で
よ
い
と
す
る
と
、

「
ク
シ
ミ
カ
」
を
ど
う
捉
え
る
か
に
な
る
。
「
ク
シ
」
は
Ｉ
髪
を
柿
る
「
櫛
」
、

Ⅱ
「
串
」
、
Ⅲ
酒
と
し
て
の
「
ク
シ
」
な
ど
の
意
味
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ｉ
に
関
し
て
言
え
ば
、
崇
神
紀
の
箸
墓
伝
承
に
お
い
て
大
物
主
神
は
「
櫛

笥
」
の
中
に
小
蛇
と
し
て
現
れ
る
。
ま
た
Ⅱ
の
「
串
」
に
関
し
て
は
、
神

武
記
に
お
い
て
大
物
主
神
に
要
ら
れ
た
勢
夜
陀
多
良
比
売
は
、
神
武
紀
に

お
い
て
は
事
代
主
神
に
要
ら
れ
る
「
玉
櫛
媛
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
櫛
」

を
「
丹
塗
矢
、
ま
た
は
幟
と
同
じ
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
串
」

（副）

と
み
る
指
摘
が
あ
る
。
Ｉ
Ⅱ
い
ず
れ
も
大
物
主
神
に
関
わ
る
伝
承
と
つ
な

が
り
を
持
つ
語
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
ク
シ

ミ
カ
タ
マ
」
の
神
名
が
神
賀
詞
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
表
し
て
い

る
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
櫛
」
「
串
」
の
意
味
を
あ
て
は
め
る
の
は
難
し
い
。

と
す
れ
ば
「
酒
」
と
し
て
の
「
ク
シ
」
で
あ
ろ
う
。
仲
哀
記
に
見
ら
れ
る

酒
楽
の
歌
に
は
、

こ
の
御
酒
は
我
が
御
酒
な
ら
ず
酒
（
久
志
）
の
司
常
世
に
坐

す
石
立
た
す
少
御
神
の
神
寿
き
寿
き
狂
し
豊
寿
き
寿

き
廻
し
奉
り
来
し
御
酒
ぞ
止
さ
ず
飲
せ
さ
さ

と
あ
り
（
神
功
紀
に
も
同
様
の
歌
謡
が
載
る
）
、
酒
を
ク
シ
と
言
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
ミ
カ
」
を
字
義
通
り
酒
の
容
器
と
し
て
の

庵
と
と
れ
ば
、
こ
の
神
名
に
期
待
さ
れ
た
具
体
的
機
能
が
明
ら
か
に
な
る
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だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
酒
の
神
と
し
て
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
前
掲
の
酒
楽

の
歌
と
対
比
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
崇
神
紀
の
三
輪
神
宴
歌
謡
に
は
、

此
の
神
酒
は
我
が
神
酒
な
ら
ず
倭
成
す
大
物
主
の
醸
み
し

神
酒
幾
久
幾
久

と
あ
り
、
大
物
主
神
が
造
酒
神
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
見
方

を
否
定
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
謡
の
検
討
を
踏
ま
え
、
青
木
周
平
氏
は
、

「
櫛
曜
玉
命
」
と
は
、
造
酒
神
た
る
三
輪
神
の
一
体
化
し
た
姿
を
留

め
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

（型）

と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
論
は
「
大
物
主
神
伝
承
像
形
成
の
問
題
」
を
扱
っ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
．
体
化
し
た
姿
を
留
め
て
い
る
」
と
い
う
述
べ

方
で
あ
る
が
、
神
賀
詞
の
表
現
意
図
に
即
し
て
見
た
場
合
、
三
輪
神
宴
歌

謡
が
示
す
よ
う
な
大
物
主
神
の
造
酒
神
と
し
て
の
性
格
を
積
極
的
に
採
用

し
、
「
倭
大
物
主
櫛
遥
玉
命
」
の
果
た
す
べ
き
機
能
を
示
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
「
倭
大
物
主
櫛

睡
玉
命
」
に
対
し
て
、
造
酒
神
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
期
待
し
て
そ
の
名

（調）

を
称
え
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
造
酒
神
と
し
て
の
「
倭
大
物

主
櫛
醒
玉
命
」
の
は
た
ら
き
と
、
「
皇
孫
の
命
の
近
き
守
り
神
」
と
い
う

あ
り
か
た
の
関
係
で
あ
る
。
造
酒
神
が
皇
御
孫
を
守
り
得
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
酒
を
満
た
し
た
庵
を
供
物
と
し
た
、
皇
御
孫
へ
の
祭
祀
行
為
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
種
類
の
「
守
護
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
初
穂
は

（餌）

穎
に
も
汁
に
も
、
寵
の
へ
高
知
り
、
題
の
腹
満
て
双
べ
て
」
あ
る
い
は
、
「
御

（篭）

酒
は
雁
の
へ
高
知
り
、
唾
の
腹
満
て
双
べ
て
」
と
い
う
の
は
、
祝
詞
に
お

け
る
供
物
献
上
の
常
套
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
を
祀
る
最
終

的
な
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
の
御
世
の
平
安
・
長
久
を
図
る
と
こ

大
物
主
神
・
三
輪
山
の
神
は
従
来
よ
り
そ
の
重
層
性
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
記
・
紀
の
神
話
を
見
れ
ば
さ
ら
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
の
結
び
つ
き
が
あ

り
、
そ
し
て
大
国
主
神
へ
の
統
合
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
大
物
主
神

の
神
格
の
形
成
過
程
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
本
稿
に
は
な
い
が
、
神

賀
詞
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
「
倭
大
物
主
櫛
曜
玉
命
」
と
の
関
連
と
い

う
視
点
で
検
討
し
た
場
合
、
儀
礼
と
し
て
の
神
賀
詞
奏
上
の
目
的
に
沿
っ

て
、
あ
く
ま
で
も
皇
御
孫
の
国
土
支
配
を
支
援
す
る
神
と
し
て
オ
ホ
ナ
ム

チ
像
は
形
成
さ
れ
、
そ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
よ
っ
て
、
造
酒
神
と
し
て
天
皇

の
御
世
を
祝
う
は
た
ら
き
を
期
待
さ
れ
て
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
は
名

を
称
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
叙
述
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
出
雲
国
造
が

自
家
の
権
威
を
、
王
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ

に
は
当
然
な
が
ら
、
外
部
に
流
れ
る
神
話
文
脈
と
、
何
よ
り
も
神
賀
詞
の

本
来
の
目
的
が
念
頭
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
抵
触
し
な
い
バ
ラ
ン
ス

感
覚
の
上
に
、
「
倭
大
物
主
櫛
罷
玉
命
」
は
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。

ろ
に
あ
る
。
神
賀
詞
の
最
終
的
な
目
的
も
こ
れ
に
他
な
ら
ず
、
詞
章
第
三

段
に
お
い
て
、
天
皇
の
御
世
の
平
安
・
長
久
の
願
い
に
即
し
た
神
宝
献
上

を
述
べ
る
。
こ
う
し
た
神
賀
詞
全
体
の
根
本
的
目
標
を
考
慮
し
た
と
き
、

「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
は
「
明
つ
御
神
」
た
る
天
皇
に
、
そ
の
醸
み
し

酒
を
献
上
し
て
奉
祭
す
る
神
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
守
り
神
」

と
し
て
の
内
実
な
の
だ
ろ
う
。

注
（
１
）
賀
茂
真
淵
『
祝
詞
考
」
（
『
賀
茂
真
淵
全
集
」
第
七
巻
、
昭
和

五
十
九
年
九
月
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）

五
、
お
わ
り
に
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（
２
）
飯
泉
健
司
「
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
」
’
八
世
紀
初
頭
神
祇
政
策
の

視
点
か
ら
ｌ
」
（
「
古
事
記
の
神
々
上
」
古
事
記
研
究
大
系
５
１
１
、

平
成
十
年
六
月
、
高
階
書
店
）

（
３
）
祝
詞
の
カ
ム
ロ
キ
・
カ
ム
ロ
ミ
は
記
・
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
神

の
男
・
神
の
女
」
を
表
す
一
般
名
詞
的
呼
称
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

高
天
原
の
神
々
を
そ
こ
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
、
決
定
的
な
齪

酷
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
４
）
松
本
直
樹
．
神
話
」
作
り
の
手
法
」
二
古
事
記
神
話
論
』
平
成

十
五
年
十
月
、
新
典
社
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

大
河
の
よ
う
な
建
国
神
話
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
日
本
の
始
ま

り
は
大
体
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
．
：
と
い
う
漠
然
と
し
た
神
代
の

認
識
で
あ
る
。
書
紀
の
一
書
が
そ
の
あ
ち
こ
ち
に
と
ぎ
れ
と
ぎ

れ
に
見
え
、
そ
の
上
に
、
旧
事
紀
や
風
土
記
の
短
い
自
己
主
張

が
異
色
を
放
っ
て
お
り
、
ま
た
一
す
じ
人
麻
呂
の
「
神
話
」
が

流
れ
、
一
す
じ
紀
本
文
の
「
神
話
」
が
流
れ
、
一
す
じ
記
の
「
神

話
」
が
流
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
の
「
神
話
」
は
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ

で
あ
り
、
ま
た
紀
本
文
や
記
に
も
切
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
こ
は
自
然
と
大
河
の
流
れ
が
繋
い
で
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
「
建
国
神
話
」
を
捉
え
る
視
点
に
稿
者
も

従
い
た
い
。
そ
の
建
国
神
話
の
範
囲
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
賀
詞
の
神
話
は
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

（
５
）
「
鎮
火
祭
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
や
や
特
殊
な
神
話
も
記
・
紀
の
神

話
文
脈
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
で
「
あ
り
え
る
文
脈
」
と
し
て
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
記
・
紀
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ

ミ
の
文
脈
と
衝
突
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
６
）
松
本
直
樹
「
大
国
主
神
話
の
構
想
’
三
諸
山
の
神
と
の
国
作
り
を

中
心
に
ｌ
」
亀
出
雲
国
風
土
記
注
釈
」
研
究
編
、
平
成
十
九
年
十
一

月
、
新
典
社
）

（
７
）
土
橋
寛
「
大
物
主
神
の
抵
抗
と
服
属
」
（
『
日
本
古
代
の
呪
祷
と
説

話
』
土
橋
寛
論
文
集
下
、
平
成
元
年
十
月
、
塙
書
房
）

（
８
）
小
村
宏
史
二
出
雲
国
風
土
記
」
の
世
界
ｌ
「
所
造
天
下
大
神
」

と
中
央
神
話
ｌ
」
亀
古
代
神
話
の
研
究
」
平
成
二
十
三
年
九
月
、
新

典社）

（
９
）
「
延
喜
式
」
巻
第
八
所
収
の
祝
詞
に
お
い
て
、
神
話
世
界
の
地
上

は
「
豊
葦
原
水
（
瑞
）
穂
国
」
と
呼
称
さ
れ
、
「
葦
原
中
国
」
は
用

いられない。

（
皿
）
上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
、
三
省
堂

（
Ⅱ
）
注
（
皿
）
前
掲
書
、
「
あ
ら
み
た
ま
」
の
項
。

（
ｕ
）
「
幸
魂
」
「
奇
魂
」
の
語
は
、
Ａ
（
紀
第
八
段
一
書
第
六
）
の
他
は
、
記
．

紀
・
風
土
記
に
は
見
ら
れ
な
い
。
『
万
葉
集
」
に
は
、
巻
五
・
八
一
三

番
歌
に
「
久
志
美
多
麻
」
、
八
一
四
番
歌
に
「
久
斯
美
多
麻
」
と
あ
り
、

い
ず
れ
も
神
功
皇
后
の
鎖
懐
石
を
指
す
。

（
Ｂ
）
注
（
１
）
前
掲
書
。

（
Ｍ
）
鈴
木
重
胤
『
延
喜
式
祝
詞
講
義
」
含
延
喜
式
祝
詞
講
義
第
三
』

昭
和
五
十
三
年
一
月
、
国
書
刊
行
会
）
は
、
「
如
此
く
御
霊
を
分
給

へ
ば
即
一
柱
神
と
成
坐
る
な
り
」
と
述
べ
る
。

（
喝
）
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
出
雲
国
造
は
、
朝

廷
と
〈
荒
魂
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
〉
と
の
間
に
距
離
を
置
く
正
当

な
理
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
朝
廷
に
よ
る
オ
ホ

ナ
ム
チ
祭
祀
へ
の
関
与
を
牽
制
し
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
大
国
主
神
）
の

奉
祭
者
と
し
て
の
位
置
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
は
た
ら
い
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
肥
）
松
本
直
樹
「
「
高
天
原
に
氷
橡
た
か
し
り
て
」
に
つ
い
て
」
注
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出雲国造神賀詞における「倭大物主櫛睡玉命」の位置付け

（４）前掲書。

（
Ⅳ
）
白
江
恒
夫
「
大
殿
祭
祝
詞
の
考
察
」
亀
祭
祀
の
言
語
』
平
成

二
十
三
年
五
月
、
和
泉
書
院
）
参
照
。

（
肥
）
ア
ー
ウ
は
い
ず
れ
も
忌
部
氏
の
祝
詞
で
あ
り
、
『
古
語
拾
遺
」
と

の
関
係
か
ら
も
、
そ
の
特
殊
性
を
あ
る
程
度
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
が
、
御
名
を
称
え
る
類
似
表
現
で
あ
る
「
〈
神
名
〉
と
御

名
は
白
（
申
）
し
て
」
が
、
祈
年
祭
・
広
瀬
大
忌
祭
・
六
月
月
次

道
饗
祭
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
神
名
の
後
に
祈
願
の
内
容

が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
々
に
個
別
の
は
た
ら
き
を
も
た
せ
て

ゆ
く
意
識
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
岨
）
本
居
宣
長
『
出
雲
國
造
神
詳
後
輝
」
含
本
居
宣
長
全
集
」
第
七
巻
、

昭
和
四
十
六
年
四
月
、
筑
摩
書
房
）

（
別
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
祝
詞
』
（
昭
和
三
十
三
年
六
月
、

岩
波
書
店
）
、
青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
」
（
平
成
十
二
年
六
月
、
右

文
書
院
）
等
。

（
別
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
上
」
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
、

岩
波
書
店
）
一
三
一
頁
頭
注
。

（
〃
）
青
木
周
平
「
三
輪
神
宴
歌
謡
か
ら
み
た
大
物
主
神
伝
承
像
の
形
成
」

含
古
事
記
研
究
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
」
（
平
成
六
年
十
二
月
、

おうふう）

（
路
）
神
の
名
を
称
え
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
こ
こ
で
神
と
向
き
合
う
祭
祀

者
と
し
て
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
（
紀
第
八
段
一
書
第
六
）

を
改
め
て
見
て
み
る
と
、

大
己
貴
神
の
日
は
く
、
「
唯
然
な
り
。
廼
ち
知
り
い
、
汝
は
是

吾
が
幸
魂
奇
魂
な
り
。
今
何
処
に
か
住
ま
む
と
欲
ふ
」
と
の
た

ま
ふ
。
対
へ
て
日
は
く
、
「
吾
は
日
本
国
の
三
諸
山
に
住
ま
む

ま
ふ
。
対
へ
て
日
油

と
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
似
、
側
呂
を
彼
処
ｒ
二

就
き
て

上
に
坐
す
神
ぞ
。

と
あ
る
。
大
三
輪
の
神
・
御
諸
山
の
神
に
と
っ
て
、
大
己
貴
神
・
大

国
主
神
は
祭
祀
者
と
し
て
の
立
場
を
有
し
て
お
り
、
神
賀
詞
の
オ
ホ

ナ
ム
チ
も
同
様
に
「
倭
大
物
主
櫛
醒
玉
命
」
を
祀
る
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
古
事
記
」
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
大
国
主

神
が
「
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神
」
の
要
求
に
応
え
た
の
か
ど
う
か
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
が
歴
代
天
皇
記
と
の
関
係
に
お
い

て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
川
副
武
胤
「
国
作
・
国
譲
考
」
（
「
古
事
記

及
び
日
本
書
紀
の
研
究
』
昭
和
五
十
一
年
三
月
、
風
間
書
房
）
、
注

（
６
）
松
本
前
掲
書
、
谷
口
雅
博
「
大
物
主
神
の
位
置
づ
け
」
（
『
古

事
記
の
表
現
と
文
脈
』
平
成
二
十
年
十
一
月
、
お
う
ふ
う
）
等
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
別
）
類
似
句
は
、
祈
年
祭
・
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
・
六
月
月
次

に
見
ら
れ
る
。

（
妬
）
類
似
句
は
、
春
日
祭
・
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
・
平
野
祭
・

久
度
古
開
・
鎮
火
祭
・
道
饗
祭
に
見
ら
れ
る
。

※
祝
詞
の
引
用
は
青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
蕊
蒲
幽
（
平
成
十
二
年

六
月
、
右
文
書
院
）
に
、
『
古
事
記
」
お
よ
び
風
土
記
の
引
用
は
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
日
本
古
典

文
学
大
系
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
適
宜
旧
字
を
新
字

に改めた。
居
し
ま
さ
し
む
。
此
、
大
三
輪
の
神
な
り
。

と
あ
り
、
『
古
事
記
」
大
国
主
神
の
国
作
り
条
に
は
、

大
国
主
神
の
日
ひ
し
ぐ
、
「
然
ら
ば
、
治
め
奉
る
状
は
、
如
何
に
」

東
の
山
の
上
に
い
つ
き
奉

と
い
ひ
し
に
、
答
へ
て
言
ひ
し
ぐ
、
「
吾
を
ば
、

’
し
く
、
「
吾
を
ば
、
倭
の
青
垣
の

」
と
い
ひ
き
。
此
は
、
御
諸
山
の
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