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「
天
神
御
子
」
と
呼
ば
れ
た
、
「
天
神
」
で
も
あ
る
存
在
が
土
地
の
名
を

負
い
、
地
上
の
王
と
成
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ

も
ヤ
マ
ト
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
。
注
目
し
た

い
の
は
、
土
地
の
名
と
し
て
神
武
記
に
登
場
す
る
ヤ
マ
ト
の
語
が
、
唯
一
、

記
巧
歌
の
中
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
点
で
あ
る
。
記
巧
歌
を
含
む
高
佐
志

野
で
の
歌
の
や
り
と
り
は
、
「
天
皇
」
が
ヤ
マ
ト
の
王
と
成
る
こ
と
を
神

話
的
位
相
に
お
い
て
開
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、『ノ○ 「
古
事
記
』
中
巻
、
神
武
天
皇
条
は
冒
頭
か
ら
神
武
を
カ
ム
・
ヤ
マ

ト
・
イ
ハ
レ
ビ
コ
と
、
「
や
ま
と
」
と
「
い
は
れ
」
と
い
う
地
名
を
も
っ

て
呼
び
、
以
降
の
説
話
は
名
が
示
す
事
績
を
解
き
明
か
す
か
た
ち
で
展
開

し
て
ゆ
く
。
こ
と
に
ヤ
マ
ト
の
名
は
『
記
』
の
成
立
時
点
で
の
国
号
で
も

あ
り
、
初
代
天
皇
の
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
神
の
娘
と
の
成
婚
に
よ
っ
て

カ
ム
・
ヤ
マ
ト
と
呼
ば
れ
る
べ
き
王
と
成
る
過
程
を
読
み
解
き
た
い
と
思

葦
原
の
王

１
地
名
を
負
う

特
集
・
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
ｌ
音
と
文
字
か
ら
考
え
る
Ｉ

ｌ
神
武
記
の
ヤ
マ
ト
と
地
域
神
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ー

イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
の
結
婚
は
．
宿
御
寝
」
と
あ
っ
て
、
「
記
』
上

巻
、
天
孫
と
サ
ク
ヤ
ビ
メ
と
の
婚
姻
の
「
一
宿
為
婚
」
と
「
相
似
形
」
を

な
す
聖
婚
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
）
。
ど
ち
ら

も
天
孫
と
地
上
の
神
の
娘
と
の
婚
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ク
ヤ
ビ
メ
が
「
国

神
」
オ
ホ
ヤ
マ
ッ
ミ
の
娘
で
あ
る
の
に
対
し
て
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
父
神

は
「
国
神
」
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

神
武
説
話
の
こ
こ
ま
で
の
展
開
に
は
、
自
ず
か
ら
イ
ハ
レ
ビ
コ
一
行
に

従
い
、
「
国
神
」
と
自
称
し
た
神
々
が
い
る
。
サ
オ
ネ
ッ
ヒ
コ
（
倭
国
造

等
之
祖
）
、
ニ
ヘ
モ
ッ
ノ
コ
（
阿
陀
之
鵜
飼
之
祖
）
、
ヰ
ヒ
カ
（
吉
野
首
等

之
祖
）
、
イ
ハ
オ
シ
ワ
ク
ノ
．
（
吉
野
国
巣
之
祖
）
、
い
ず
れ
も
注
記
さ
れ

る
子
孫
に
は
「
倭
」
や
「
阿
陀
」
「
吉
野
」
と
い
っ
た
地
名
が
み
え
る
も

の
の
、
神
た
ち
は
地
名
と
は
無
関
係
の
名
を
名
乗
っ
た
り
、
負
わ
せ
ら
れ

た
り
し
て
い
る
。
対
し
て
「
美
和
之
大
物
主
神
」
は
「
ミ
ワ
」
と
い
う
地

名
を
冠
し
、
決
し
て
「
国
神
」
と
名
乗
っ
た
り
名
指
さ
れ
た
り
し
て
は
い

か谷い○通
説
で
は
、
上
巻
の
出
雲
神
話
、
大
国
主
の
国
作
り
に
お
い
て
、
海
を

２
地
域
神
・
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ

猪
股
と
き
わ

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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光
ら
し
て
依
り
来
て
、
「
吾
を
ば
、
飼
馴
罰
国
の
東
の
山
の
上
に
い
つ
き

奉
れ
」
と
発
言
し
、
説
話
文
が
「
此
は
側
調
山
の
上
に
坐
す
神
ぞ
」
と
説

く
無
名
の
神
が
、
神
武
記
の
ミ
ワ
ノ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
同
一
神
で
あ
っ
た

と
す
る
。
し
か
し
谷
口
雅
博
が
、
上
巻
で
は
未
だ
「
名
付
け
ら
れ
て
い
な

い
」
神
が
、
神
武
記
に
至
っ
て
「
大
物
主
神
」
と
い
う
「
不
分
明
な

「
物
」
の
神
と
し
て
発
動
」
し
た
と
す
る
の
に
従
え
よ
う
。
谷
口
に
よ
れ

ば
、
「
物
」
の
「
神
」
と
は
『
記
』
に
お
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
涕
泣
」

と
海
原
の
不
統
治
に
よ
っ
て
地
上
世
界
に
出
現
し
た
「
萬
物
之
妖
」
を

源
・
起
源
と
す
る
、
「
モ
ノ
を
発
動
さ
せ
る
神
・
モ
ノ
の
威
力
を
体
現
化

す
る
神
」
で
あ
る
（
弓
古
事
記
』
神
話
の
中
の
災
害
ｌ
災
い
を
も
た
ら
す

モ
ノ
」
「
悠
久
」
一
二
九
、
二
○
一
三
、
二
。
し
か
も
、
神
武
記
の
オ
ホ

モ
ノ
ヌ
シ
の
名
は
、
神
の
名
乗
り
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
天
皇
」
の
従

者
と
し
て
外
か
ら
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
オ
ホ
ク
メ
が
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ

の
素
性
を
語
る
中
に
登
場
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
名
に
は

そ
う
し
た
外
部
か
ら
の
畏
怖
の
ま
な
ざ
し
が
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。

後
の
崇
神
記
に
な
る
と
、
疫
病
に
よ
っ
て
人
民
が
尽
き
よ
う
と
し
た
と

き
、
「
大
物
主
大
神
」
が
天
皇
の
神
床
の
「
御
夢
」
に
出
現
し
て
「
是
は
、

我
が
御
心
ぞ
」
と
言
い
、
子
孫
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
よ
る
祭
祀
を
指
定
し
、

オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
「
神
主
」
と
し
て
「
御
調
山
に
し
て
、
罰
割
当
稠
之
大

神
の
前
を
拝
み
祭
」
る
こ
と
に
な
る
。
「
ミ
モ
ロ
」
山
の
上
に
い
る
神

（
神
代
記
）
と
、
「
ミ
ワ
」
の
「
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
」
（
神
武
記
）
が
同
一
神

ら
し
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
が
子

孫
の
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
段
の
説
話
文
で
は
「
意
富
美

和
之
大
神
」
・
「
大
神
」
と
、
「
モ
ノ
ヌ
シ
」
の
呼
称
が
抜
け
落
ち
る
こ
と

に
も
注
意
さ
れ
る
（
壬
生
幸
子
「
大
物
主
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
「
古
事

記
年
報
』
一
九
、
一
九
七
七
）
。
そ
れ
は
神
が
名
付
け
ら
れ
て
「
鎮
ま
る
」

（
谷
口
雅
博
、
前
掲
）
こ
と
で
あ
り
、
「
荒
ぶ
る
神
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て

宮
廷
秩
序
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
」
る
こ
と
（
西
郷
信
綱
、
前
掲
）
、
「
換

骨
脱
胎
さ
れ
て
別
の
カ
ミ
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
」
す
る
だ
ろ
う
（
松
本

直
樹
「
モ
ノ
を
祭
る
王
の
〈
神
話
〉
作
り
」
「
論
集
上
代
文
学
』
銘
、
二

○一四）。
『
記
一
の
説
話
の
展
開
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
、
神
武
記
の
ミ
ワ
ノ
オ

ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
未
だ
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
な
い
、
モ
ノ
の
主
と
し
か
呼
べ

な
い
存
在
で
あ
る
。
同
様
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
も
、
オ
ホ
ク
メ
が
そ
の
誕

生
謹
を
か
た
る
時
点
で
は
ミ
ワ
の
神
の
娘
と
だ
け
あ
っ
て
、
ヤ
マ
ト
の
名

と
は
切
り
結
ん
で
い
な
い
。

「
や
ま
と
」
の
語
は
上
巻
、
出
雲
神
話
の
中
に
「
倭
」
「
や
ま
と
」
が
三

例
見
い
だ
せ
る
。
「
神
語
」
の
中
の
「
や
ま
と
の
ひ
と
も
と
す
す
き
」

は
普
通
名
詞
（
「
山
の
処
」
の
意
）
、
あ
と
の
二
例
の
「
倭
」
は
出
雲
国
か

ら
見
て
「
上
」
る
方
向
に
あ
た
る
「
倭
」
（
「
自
出
雲
将
上
坐
倭
国
」
）
と
、

前
掲
「
倭
之
青
垣
東
山
上
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ヤ
マ
ト
は
天
武
朝
の
現

在
に
お
け
る
「
天
下
」
の
中
心
で
あ
る
「
奈
良
盆
地
一
帯
」
と
考
え
ら
れ

る
（
金
井
清
一
「
古
事
記
の
ヤ
マ
ト
（
上
）
」
『
論
集
上
代
文
学
』
三
○
、

二
○
○
八
）
。
神
武
記
の
「
倭
国
造
」
の
「
倭
」
（
前
掲
）
の
場
合
も
同
様

に
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
に
と
っ
て
の
「
や
ま
と
」
は

「
青
垣
」
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
「
奈
良
盆
地
一
帯
」
を
指
し
示
す
「
倭
」

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
く
だ
り
で
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
ミ
ワ
の
神
の

威
力
の
お
よ
ぶ
範
囲
、
三
輪
山
周
辺
の
一
つ
の
地
域
に
す
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
で
は
地
域
と
は
何
か
。

人
類
学
者
の
菅
原
和
孝
は
、
「
動
物
と
環
境
」
な
い
し
「
動
物
と
い
う
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環
境
」
が
狩
猟
民
た
ち
に
と
っ
て
「
容
易
に
は
縮
減
し
が
た
い
複
雑
性
の

な
か
で
揺
ら
ぎ
続
け
て
」
お
り
そ
れ
は
、
つ
ね
に
「
汲
め
ど
も
つ
き
な
い

「
異
様
さ
」
の
発
生
」
を
み
ち
び
き
、
「
お
れ
（
狩
猟
民
で
あ
る
わ
た
し
・

猪
股
注
）
の
思
い
を
か
き
立
て
続
け
」
、
神
話
的
な
表
象
を
紡
ぎ
出
し
て

「
虚
環
境
を
豊
穣
に
す
る
養
分
を
供
給
す
る
し
、
逆
に
虚
環
境
に
魅
惑
さ

れ
る
こ
と
が
環
境
内
の
事
象
を
新
た
に
気
づ
き
な
お
す
力
を
」
与
え
る
と

し
て
い
る
含
狩
り
狩
ら
れ
る
経
験
の
現
象
学
ｌ
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
感
応

と
変
身
』
京
大
出
版
会
、
二
○
一
五
）
。
「
地
域
」
を
、
動
物
や
植
物
と

い
っ
た
生
物
、
石
な
ど
の
無
生
物
、
山
川
野
崎
な
ど
な
ど
の
地
勢
や
地
形

を
も
含
む
地
域
環
境
と
し
て
考
え
た
い
。
「
地
域
」
と
は
、
人
の
身
体
が

存
立
す
る
具
体
的
な
、
し
か
し
常
に
「
容
易
に
は
縮
減
し
が
た
い
複
雑
性

の
な
か
で
揺
ら
ぎ
続
け
て
い
る
」
環
境
全
体
で
あ
ろ
う
。
「
地
域
」
は
あ

ら
か
じ
め
外
界
に
「
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
人
の
側
が
語
り
や

歌
、
儀
礼
行
為
、
狩
猟
や
開
墾
な
ど
を
通
じ
て
関
わ
り
合
お
う
と
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
期
待
を
投
げ
か
け
る
」
（
菅
原
）
な
か
に
こ
そ
紡
ぎ

出
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

ミ
ワ
ノ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
「
複
雑
性
の
な
か
で
揺
ら
ぎ
続
け
て
い
る
」

存
在
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
モ
ノ
ヌ
シ
」
と
だ
け
呼
ば
れ
る
、
「
国
神
」
な
ら

ぬ
い
わ
ば
地
域
神
で
あ
る
。
地
域
の
霊
威
そ
の
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ

の
娘
と
の
結
婚
が
「
天
皇
」
に
「
地
」
の
「
域
」
を
も
た
ら
す
の
で
は
な

いか。オ
ホ
ク
メ
が
語
る
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
誕
生
證
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
そ
う

し
た
と
ら
え
が
た
さ
を
よ
く
現
し
て
い
る
。
オ
ホ
ク
メ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ワ

３
揺
ら
ぎ
続
け
る
地
の
域

ノ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
丹
塗
矢
と
化
し
て
三
島
の
ミ
ゾ
ク
ヒ
の
娘
の
も
と
へ

流
れ
下
り
、
ホ
ト
を
突
い
た
。
美
人
の
床
辺
で
は
「
忽
成
麗
壮
夫
」
と
い

う
。
自
在
で
素
早
い
変
身
の
力
は
、
正
体
の
と
ら
え
が
た
さ
、
容
易
に
鎮

め
え
ぬ
対
象
を
示
す
語
り
口
で
あ
る
（
猪
股
「
酒
の
起
源
・
舞
の
起
源
ｌ

『
古
事
記
』
の
「
酒
楽
之
歌
」
を
読
む
」
『
人
文
学
報
」
二
○
一
二
・
三
）
。

奈
良
盆
地
内
の
ミ
ワ
か
ら
摂
津
の
三
島
ま
で
、
川
の
流
れ
に
従
っ
て
流
れ

下
っ
て
行
っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
は
、
一
処
に
安
住
し
鎮
ま
る
こ
と
の
な

い
性
質
が
う
か
が
え
る
。
地
域
と
い
う
も
の
じ
た
い
、
「
容
易
に
は
縮
減

し
難
い
複
雑
系
」
（
前
掲
、
菅
原
）
に
開
か
れ
て
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
れ
も
ま
た
、
一
地
域
を
他
と
区
分
け
し
て
き
っ
か
り
と
区
切
っ
て
し
ま

う
こ
と
の
な
い
地
域
神
・
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
特
質
と
い
え
る
。
地
域
は

「
倭
国
造
」
の
「
倭
」
の
よ
う
な
後
の
行
政
区
画
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

ホ
ト
を
突
か
れ
た
ヲ
ト
メ
が
驚
き
「
立
走
伊
須
須
岐
伎
」
と
い
う
く
だ
り

も
、
こ
の
畏
怖
す
べ
き
神
と
、
不
意
に
、
近
し
く
身
体
と
身
体
と
で
接
触

し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
衝
撃
を
動
作
に
よ
っ
て
示
す
。

山
崎
か
お
り
は
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
農
耕
に
か
か
わ
る
水
神
な
い
し
雷

神
で
あ
り
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
稲
の
豊
穣
儀
礼
を
担
う
巫
女
と
す
る
。

上
巻
末
尾
に
「
ミ
ケ
（
御
食
匡
を
含
む
ワ
カ
ミ
ケ
ヌ
・
ト
ョ
ミ
ケ
ヌ
の

異
名
を
も
つ
神
武
は
「
稲
の
豊
穣
儀
礼
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
」
イ
ス

ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
要
る
こ
と
に
よ
り
、
「
祭
祀
王
た
る
天
皇
と
し
て
即
位
す

る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
（
。
古
事
記
」
大
后
伝
承
の
研
究
』
新
典
社
、

二
○
○
三
）
。
た
し
か
に
、
杭
・
溝
の
語
や
丹
塗
矢
へ
の
変
身
、
水
路
を

移
動
手
段
と
す
る
こ
と
な
ど
、
他
の
古
代
文
献
に
み
え
る
伝
承
を
参
照
す

る
こ
と
で
水
神
や
雷
神
の
お
も
か
げ
が
う
か
が
え
る
。
と
は
い
え
、
神
武

記
の
中
で
、
そ
れ
ら
が
水
田
稲
作
に
特
化
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
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は
い
え
ず
、
祭
祀
王
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
神
武
で
は
な
く
崇
神
で

は
な
い
か
。

松
本
直
樹
は
神
武
記
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
天
皇
と
の
関
係
は
、
後
の
崇

神
記
が
「
自
ら
の
手
で
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
を
祭
り
、
モ
ノ
を
自
ら
の

価
値
基
準
の
中
に
収
め
て
し
ま
っ
た
」
の
と
は
違
っ
て
、
「
未
知
の
地
に

存
在
し
た
モ
ノ
の
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
」
で
「
そ
の
地
に
進
出
し
、
根

付
く
た
め
の
前
提
」
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
「
大
和
の
モ
ノ
の
力
を
皇
統

に
取
り
入
れ
た
。
こ
れ
は
天
皇
の
側
か
ら
モ
ノ
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と

で
あ
」
っ
た
と
す
る
（
前
掲
）
。
崇
神
記
で
さ
え
、
直
接
の
祭
祀
を
行
う

の
は
神
の
子
孫
で
あ
り
、
天
皇
が
「
自
ら
の
手
で
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ

を
祭
」
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
神
武
記
の
婚
姻
が
「
天
皇
の
側
か
ら
モ

ノ
の
世
界
に
入
り
込
む
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。

イ
ハ
レ
ビ
コ
は
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
神
の
よ
う
に
矢
に
変
身
し
て
ヲ
ト
メ

の
ホ
ト
を
突
く
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
し
、
で
き
な
い
。
そ
れ
は

「
天
皇
」
の
威
力
と
は
異
質
な
威
力
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
天
皇
の
側
か
ら
モ
ノ
の
世
界
に
入
り
込
」
も
う
と
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
果
た
さ
れ
た
の
か
。

「
天
皇
」
は
歌
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
子
と
わ
か
っ

て
い
る
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
直
接
歌
を
歌
い
合
う
こ
と
は
決
し
て
し
て
い

な
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
意
し
た
い
。
モ
ノ
の
力
に
最
初
か

ら
直
接
向
き
合
い
、
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
天
神
」
に
と
っ
て
そ

れ
ほ
ど
の
異
質
さ
が
「
や
ま
と
」
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
異
質
さ
、

異
様
さ
と
向
き
合
い
、
駆
け
引
き
を
し
、
入
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る

４
七
行
く
ヲ
ト
メ
ど
も

の
が
オ
ホ
ク
メ
で
あ
っ
た
。

「
天
皇
」
に
即
位
す
る
前
の
歌
で
は
、
「
天
神
」
で
あ
る
「
御
子
」
と
オ

ホ
ク
メ
た
ち
「
御
軍
」
と
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
、
「
御
軍
」
ら
が

歌
っ
て
い
る
の
か
、
「
天
神
御
子
」
が
歌
っ
て
い
る
の
か
明
確
に
し
な
い

描
き
方
を
「
記
」
は
し
て
い
た
。
「
天
神
御
子
」
と
「
御
軍
」
が
歌
う
行

為
に
お
い
て
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
ゆ
え
に
「
天
神
御
子
」

は
忍
坂
の
土
雲
た
ち
が
「
待
」
つ
「
大
室
」
に
あ
た
か
も
隣
人
の
よ
う
に

入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
し
、
歌
の
中
で
も
「
み
つ
み
つ
し
く
め
の

こ
」
の
首
長
で
あ
る
か
の
よ
う
に
呼
び
か
け
、
「
く
め
の
こ
」
と
一
体
化

で
き
た
（
以
上
、
猪
股
「
古
事
記
歌
謡
の
叙
事
と
行
為
遂
行
性
」
「
物
語

研
究
』
五
二
、
二
○
一
五
・
三
）
。
し
か
し
、
「
天
皇
」
と
成
っ
て
か
ら
は
、

オ
ホ
ク
メ
と
「
天
皇
」
の
立
場
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

オ
ホ
ク
メ
は
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
素
性
を
知
り
、
「
美
和
之
大
物
主
大

神
」
の
名
を
知
っ
て
い
た
。
「
天
皇
」
は
知
ら
な
い
出
生
讃
を
知
っ
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ワ
の
地
の
一
歩
外
側
の
位
置
あ
た
り
に
、
オ
ホ
ク

メ
は
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
く
め
の
こ
ら
」
の
歌

（
記
岨
～
Ⅲ
）
に
お
い
て
「
う
だ
」
や
「
お
さ
か
」
の
地
の
隣
人
の
位
置

に
あ
る
「
く
め
の
こ
ら
」
に
等
し
い
立
場
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
オ
ホ
ク

メ
は
高
佐
士
野
で
も
「
遊
行
」
す
る
セ
ヲ
ト
メ
の
中
に
在
る
イ
ス
ケ
ョ
リ

ヒ
メ
を
「
見
」
て
、
「
天
皇
」
に
歌
で
白
す
（
「
以
歌
白
天
皇
日
」
）
こ
と

が
で
き
る
。
賜
歌
の
前
半

や
ま
と
の
た
か
さ
じ
の
を
な
な
ゆ
く
を
と
め
ど
も

は
、
す
で
に
七
人
の
ヲ
ト
メ
の
中
の
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
「
見
」
た
オ
ホ

ク
メ
が
、
ヲ
ト
メ
た
ち
の
側
に
立
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
行
動
を
叙
事
す
る
。

野
を
群
行
す
る
行
為
じ
た
い
が
、
行
く
も
の
ど
も
を
ヲ
ト
メ
（
変
若
．
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女
）
と
い
う
「
メ
（
女
）
」
の
性
的
威
力
（
魅
力
）
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
対

と
な
る
ヲ
ト
コ
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
予
期
す
る
存
在
と
化
す
の
で
あ
る

（
猪
股
「
遊
行
と
歌
垣
」
『
歌
の
王
と
風
流
の
宮
』
森
話
社
、
二
○
○
○
）
。

後半、た
れ
を
し
ま
か
む
（
誰
を
抱
こ
う
か
）

で
、
歌
い
手
は
、
ヲ
ト
メ
ど
も
と
一
対
と
な
る
可
能
性
を
も
つ
ヲ
ト
コ
の

立
場
か
ら
「
た
れ
」
と
問
い
、
「
む
」
と
意
志
す
る
。
そ
れ
は
「
天
皇
」

の
意
志
で
も
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
前
半
後
半
合
わ
せ
て
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
「
見
」
た
歌

い
手
が
終
始
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
側
に
成
り
代
わ
っ
て
歌
っ
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
天
皇
は
ま
だ
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
「
見
」
て
い
な
い
。
こ

の
段
階
で
七
人
の
中
の
一
人
を
こ
そ
「
見
」
る
こ
と
が
で
き
た
オ
ホ
ク
メ

は
、
「
見
」
た
対
象
、
「
や
ま
と
」
の
地
の
側
に
一
歩
近
づ
い
て
い
る
。
ゆ

え
に
媛
女
た
ち
の
行
動
を
叙
事
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
ヲ
ト
メ
Ⅱ
オ
ホ
ク

メ
は
自
ら
の
行
動
を
歌
で
叙
事
す
る
こ
と
で
「
や
ま
と
」
の
ヲ
ト
メ
と
成

る
の
で
あ
る
。
後
半
の
「
た
れ
を
し
ま
か
む
」
は
、
ヲ
ト
メ
と
成
っ
た
歌

い
手
が
歌
い
か
け
る
相
手
で
あ
る
ヲ
ト
コ
の
「
誰
を
こ
そ
抱
こ
う
か
」
と

い
う
迷
い
、
な
い
し
多
く
の
女
と
出
会
っ
た
喜
び
を
先
取
り
し
、
甲
乙
つ

け
が
た
い
ヲ
ト
メ
の
中
か
ら
対
と
な
る
べ
き
唯
一
の
相
手
で
あ
る
私
が
見

つ
け
ら
れ
ま
す
か
と
挑
発
し
、
答
歌
を
促
す
。

答
歌
（
記
陥
）
の
前
の
説
話
文
に
至
っ
て
、
「
天
皇
、
見
其
媛
女
等
而
、

御
心
知
伊
須
気
余
理
比
売
立
於
最
前
、
以
歌
答
日
」
と
あ
る
。
「
天
皇
」

は
略
歌
を
受
け
る
こ
と
で
は
じ
め
て
ヲ
ト
メ
ら
を
「
見
」
、
イ
ス
ケ
ョ
リ

ヒ
メ
が
「
最
前
」
に
立
っ
て
い
る
の
を
知
る
。

む
ろ
ん
「
天
皇
」
は
「
天
皇
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
答
え
を
知
っ
て
い
た

「
天
皇
」
の
答
歌
を
受
け
た
オ
ホ
ク
メ
が
「
以
天
皇
之
命
、
詔
」
す
る

と
き
、
オ
ホ
ク
メ
は
「
以
～
命
」
（
ミ
コ
ト
モ
チ
）
の
役
割
を
担
う
が
、

「
天
皇
」
は
未
だ
、
直
接
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
を
し
な
い
し
、
で
き
な
い
。

「
仕
奉
」
の
返
答
の
前
に
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
オ
ホ
ク
メ
の
歌
問
答
が

入
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
メ
は
「
詔
」
に
は
返
答
せ
ず
に
、
ま
ず
は
「
天

皇
」
の
目
で
は
な
く
オ
ホ
ク
メ
の
「
鯨
利
目
」
を
「
見
」
て
、
「
思
奇
歌

日
」
す
る
。
依
然
と
し
て
、
ヲ
ト
メ
を
「
見
」
る
こ
と
と
、
ヲ
ト
メ
が

「
見
」
る
こ
と
と
が
呼
応
し
合
っ
て
い
る
の
は
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
オ
ホ

ク
メ
で
あ
る
。
「
天
皇
」
は
ヲ
ト
メ
を
「
見
」
た
も
の
の
、
ヲ
ト
メ
は

「
天
皇
」
を
「
見
」
て
い
な
い
。

オ
ホ
ク
メ
の
役
割
は
何
か
。
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
歌
に
オ
ホ
ク
メ
が
答

歌
す
る
と
、
な
ぜ
即
座
に
「
仕
奉
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

ので、か
つ
が
つ
も
い
や
さ
き
だ
て
る
え
を
し
ま
か
む
（
記
一
六
）

と
、
「
い
や
さ
き
だ
て
る
え
」
こ
そ
が
最
も
す
ぐ
れ
た
伴
寝
す
べ
き
ヲ
ト

メ
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
で
あ
る
と
い
う
正
解
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
知
っ
て
い
た
の
は
オ
ホ
ク
メ
で
あ
り
、
「
天
皇
」

の
答
歌
も
直
接
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
に
は
向
け
ら
れ
ず
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ

側
に
立
つ
オ
ホ
ク
メ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
天
皇
」
に
と
っ
て
七
媛
女

ら
と
言
葉
を
交
わ
す
ど
こ
ろ
か
、
「
見
」
る
こ
と
じ
た
い
が
困
難
な
の
で

あ
る
。
「
天
皇
」
と
ヤ
マ
ト
の
ヲ
ト
メ
と
の
間
に
は
容
易
に
は
埋
め
難
い

距
離
が
あ
り
、
オ
ホ
ク
メ
が
ヲ
ト
メ
ら
を
叙
事
す
る
歌
を
介
し
て
の
み
、

「
天
皇
」
は
ヲ
ト
メ
を
「
見
」
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

５
オ
ホ
ク
メ
の
役
割
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宇
陀
の
兄
ウ
カ
シ
と
向
き
合
っ
た
際
に
、
ミ
チ
ノ
オ
ミ
と
同
列
に
か
た

ら
れ
る
オ
ホ
ク
メ
（
「
大
伴
連
等
之
祖
道
臣
命
・
久
米
直
等
祖
大
久
米
命

二
人
、
召
兄
宇
迦
斯
」
）
に
は
、
天
孫
降
臨
の
際
「
御
前
」
に
「
立
」
っ

て
仕
え
た
（
「
立
御
前
而
仕
奉
」
）
久
米
直
等
の
祖
、
天
津
久
米
命
が
想
起

さ
れ
よ
う
。
上
巻
の
久
米
直
の
祖
も
、
大
伴
連
の
祖
・
天
忍
日
命
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
「
天
皇
」
即
位
以
降
の

「
大
后
」
求
婚
説
話
に
あ
っ
て
は
、
オ
ホ
ク
メ
は
単
独
で
、
「
や
ま
と
」
と

先
ず
接
触
す
る
役
割
を
担
う
。
「
御
前
」
に
「
立
」
つ
と
い
う
上
巻
の
天

津
久
米
の
行
為
を
、
同
じ
く
久
米
直
の
祖
と
さ
れ
る
者
と
し
て
踏
襲
し
つ

つ
も
、
高
佐
士
野
に
お
い
て
は
大
伴
ら
に
は
担
え
な
い
役
割
を
担
っ
て
い

るだろう。

オ
ホ
ク
メ
は
「
天
皇
」
よ
り
前
に
相
手
の
素
性
を
知
り
、
相
手
を

「
見
」
、
「
天
皇
」
の
「
詔
」
を
伝
え
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
吉
野
山
中
の

道
行
き
を
「
引
道
」
す
る
ヤ
ア
タ
ガ
ラ
ス
が
、
「
先
」
ず
「
遣
」
わ
さ
れ

て
「
天
神
御
子
、
幸
行
。
汝
等
、
仕
奉
乎
」
と
兄
弟
ウ
カ
シ
に
「
問
」
う

と
い
う
行
為
と
対
応
す
る
。
「
天
神
御
子
」
は
荒
ぶ
る
神
が
さ
ら
に
多
く

い
る
熊
野
の
「
奥
」
の
、
吉
野
山
中
へ
は
ヤ
ァ
タ
ガ
ラ
ス
の
「
引
導
」
な

し
で
は
入
っ
て
行
け
な
か
っ
た
。
今
、
ミ
ワ
ノ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
「
神
御

子
」
た
る
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
も
、
モ
ノ
の
力
を
持
ち
、
「
天
皇
」
が
直
に

「
見
」
た
り
、
直
接
言
葉
を
交
わ
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
接
触
不

能
な
、
言
葉
の
通
じ
な
い
相
手
と
し
て
あ
ろ
う
。
オ
ホ
ク
メ
が
両
者
の
間

に
立
ち
、
翻
訳
し
て
伝
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
ヲ
ト
メ
と
は
交
渉
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヤ
ア
タ
ガ
ラ
ス
と
は
異
な
っ
て
、
オ

ホ
ク
メ
は
歌
う
。

土
橋
寛
は
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
が
オ
ホ
ク
メ
と
歌
問
答
す
る
の
は
「
一
族

長
の
娘
に
す
ぎ
な
い
比
売
の
試
問
に
大
和
の
支
配
者
た
る
天
皇
が
答
え
る

と
い
う
非
常
識
を
緩
和
す
る
た
め
」
（
『
古
事
記
歌
謡
注
釈
ご
と
す
る
。

だ
が
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
の
婚
に
よ
っ
て
こ
そ
「
天
皇
」
は
カ
ム
ヤ
マ
ト

を
冠
す
る
「
や
ま
と
」
の
王
に
成
る
の
で
あ
り
、
「
大
和
の
支
配
者
た
る

天
皇
」
と
い
う
言
い
方
は
成
り
立
た
な
い
。
阿
部
誠
は
『
記
』
の
天
皇
の

婚
姻
伝
承
は
「
目
当
て
と
す
る
女
性
を
「
喚
上
」
す
る
形
態
が
主
で
あ
り
、

「
媒
」
が
そ
の
た
め
に
全
権
を
委
ね
ら
れ
、
婚
姻
の
成
立
に
尽
力
す
る
も

の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
神
武
記
の
場
合
は
そ
う
し
た
「
喚
上
型
の
発
想
の

上
に
、
趨
遁
型
の
演
出
を
施
し
、
「
媒
」
の
活
躍
す
る
歌
謡
物
語
を
場
面

構
成
」
し
、
「
婚
姻
に
お
け
る
王
権
（
喚
上
）
と
神
話
（
擢
遁
）
の
連
結

を
意
図
し
た
も
の
」
だ
と
す
る
（
「
神
武
記
・
高
佐
士
野
成
婚
歌
謡
の
構

成
論
理
ｌ
婚
姻
に
お
け
る
王
権
と
神
話
の
連
結
」
『
國
學
院
雑
誌
」
一
○

七
’
一
○
、
二
○
○
六
・
一
○
）
。
し
か
し
オ
ホ
ク
メ
に
は
、
「
媒
」
の
語

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
初
代
「
天
皇
」
の
「
大
后
」
求
婚
證
は
、
以
降

の
天
皇
が
直
接
求
婚
の
相
手
と
言
葉
を
交
わ
さ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、

そ
の
神
話
的
意
味
を
こ
そ
担
う
と
考
え
ら
れ
る
。

青
木
周
平
は
『
記
』
に
お
い
て
「
天
皇
」
と
の
婚
姻
に
か
か
わ
っ
て

「
仕
奉
」
な
い
し
「
不
仕
奉
」
と
自
ら
発
言
し
た
の
は
天
皇
家
内
部
の
女

性
で
あ
り
、
召
し
上
げ
ら
れ
る
氏
族
の
女
た
ち
と
異
な
っ
て
「
よ
り
強
い

主
体
性
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
う
し
た
「
主
体
性
」
は
イ
ス

ケ
ョ
リ
ヒ
メ
が
オ
ホ
ク
メ
の
「
鯨
利
目
」
を
「
見
」
て
、
自
分
の
側
か
ら

歌
い
か
け
る
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
よ
う
が
、
先
に
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を

「
見
」
る
の
も
、
「
諒
利
目
」
な
る
「
目
」
を
持
つ
の
も
オ
ホ
ク
メ
で
あ
る
。

青
木
は
そ
こ
に
オ
ホ
ク
メ
の
「
目
の
呪
力
」
を
読
み
、
男
女
が
目
と
目
を

合
わ
せ
、
目
の
呪
力
に
勝
っ
た
側
が
相
手
を
獲
得
す
る
と
い
っ
た
「
「
目

- ３７ -
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合
」
伝
承
」
を
、
『
記
』
が
「
神
話
的
構
成
を
指
向
」
す
る
に
際
し
て

「
利
用
」
し
た
の
だ
と
す
る
（
「
神
武
記
・
高
佐
士
野
伝
承
の
神
話
的
性

格
」
「
古
事
記
の
文
学
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
○
一
五
）
。

記
焔
～
岨
の
高
佐
士
野
で
の
歌
問
答
は
「
見
」
る
こ
と
や
「
目
」
が
強

調
さ
れ
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
に
神
話
的
な
要
素
を
読
み
取
る
青
木
論

を
ふ
ま
え
、
歌
問
答
が
「
記
』
の
中
に
あ
る
神
話
的
な
論
理
を
、
「
利
用
」

か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
た
い
。
注
目
し
た
い
の
は
「
奇
」
の

語である。

イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
オ
ホ
ク
メ
の
「
黙
利
目
」
を
「
見
」
て
「
奇
」
と

思
い
、
歌
っ
た
。
『
記
」
の
中
で
「
奇
」
と
思
う
例
に
、
上
巻
の
ト
ョ
タ

マ
ビ
メ
が
蝉
か
ら
井
の
ほ
と
り
の
桂
の
木
の
上
に
「
麗
壮
夫
」
が
あ
る
と

聞
い
て
「
奇
」
と
「
思
」
い
、
宮
を
「
出
見
」
、
「
見
感
」
で
て
「
目
合
」

し
て
、
父
に
報
告
す
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
天
岩
屋
篭
も
り
で
ア
マ
テ

ラ
ス
が
鏡
を
示
さ
れ
て
「
奇
」
と
「
思
」
い
、
「
梢
自
戸
出
而
臨
坐
」
と

い
う
の
も
、
「
見
」
は
な
い
が
、
「
奇
」
と
思
う
こ
と
は
、
そ
う
思
っ
た
対

象
を
直
接
目
で
見
る
行
動
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ト
ョ

タ
マ
ビ
メ
の
出
産
で
も
、
他
国
の
人
は
産
む
と
き
に
は
「
本
国
之
形
産

生
」
す
る
か
ら
「
願
勿
見
妾
」
と
い
う
ヒ
メ
の
「
言
」
を
「
奇
」
と

「
思
」
っ
た
山
幸
は
産
小
屋
を
の
ぞ
い
て
し
ま
う
。
見
る
な
、
と
い
う
禁

止
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
奇
」
と
い
う
思
い
は
見
る
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま

う
。
ほ
か
に
、
仁
徳
記
に
お
い
て
、
「
三
色
之
奇
虫
」
を
「
看
行
」
っ
た

の
だ
、
と
い
う
説
明
は
大
后
が
「
異
心
」
が
な
い
こ
と
を
正
当
化
し
、

「
三
色
之
奇
虫
」
の
こ
と
を
聞
い
た
天
皇
も
ま
た
「
然
吾
恩
奇
異
、
故
欲

見
行
」
と
、
即
座
に
「
見
」
に
行
く
。
雄
略
記
で
は
、
天
皇
に
献
上
さ
れ

た
白
犬
を
求
婚
相
手
に
妻
問
の
物
と
し
て
賜
う
に
際
し
て
「
今
日
得
道
之

奇
物
」
と
言
う
。
「
奇
物
」
は
求
婚
相
手
の
見
た
い
、
と
い
う
欲
望
を
誘

う
に
違
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
「
奇
」
は
、
「
珍
し
い
、
ま
た
は
不
可
解
と
思
う
感

情
を
意
味
」
し
、
「
高
貴
な
も
の
に
対
し
て
抱
く
感
情
で
あ
る
例
」
も
含

み
、
「
鯨
」
に
対
し
て
イ
ス
ヶ
ョ
リ
ヒ
メ
は
「
見
慣
れ
な
い
も
の
」
と
は

思
っ
て
い
て
も
決
し
て
「
悪
い
感
情
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
」

（
山
崎
か
お
り
、
前
掲
）
。
さ
ら
に
は
、
「
奇
」
と
い
う
思
い
は
、
見
た
こ

と
も
な
い
対
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
直
接
、
間
近
に
、
目
で
見
る
と
い
う

欲
動
と
行
動
と
を
即
座
に
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
を
見
る
行
動
は
岩
屋
の
内

か
ら
外
へ
、
出
産
小
屋
（
そ
の
中
は
ヒ
メ
に
と
っ
て
「
本
国
」
の
空
間
で

あ
ろ
う
）
の
外
か
ら
中
へ
、
海
神
宮
の
内
か
ら
外
へ
と
、
「
奇
」
と
思
っ

た
側
の
領
域
を
越
え
て
入
っ
た
り
出
た
り
す
る
行
動
を
伴
う
。
「
奇
」
な

る
物
や
事
を
「
見
」
る
衝
動
に
つ
か
れ
た
行
為
は
こ
ち
ら
側
の
領
域
を
越

え
て
し
ま
う
。
「
奇
」
は
領
域
を
揺
る
が
す
思
い
な
の
で
あ
る
。

類
似
の
「
怪
」
が
「
何
由
妊
身
乎
」
（
崇
神
記
）
「
汝
所
謂
之
言
、
何

言
」
（
同
）
と
理
由
や
所
以
を
追
求
す
る
問
い
か
け
を
起
こ
し
た
り
、
御

刀
の
歯
が
こ
ぼ
れ
た
の
を
「
怪
」
と
思
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
大
蛇
の
腹
を
割

い
て
見
た
よ
う
に
原
因
究
明
の
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
ま
た
「
奇
異
」
と
「
奇
」
と
セ
ッ
ト
に
も
な
る
「
異
」
が
「
異
心
」

の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
方
向
で
用
い
ら
れ
る
の
と
も
違
う
。

他
の
「
奇
」
の
事
例
が
ま
だ
「
見
」
て
い
な
い
対
象
の
話
を
聞
い
て

「
奇
」
と
思
い
、
「
見
」
る
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
神
武
記
の

イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
「
鯨
利
目
」
を
「
見
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
奇
」
と

思
っ
て
い
る
。
オ
ホ
ク
メ
の
「
鯨
利
目
」
は
「
奇
」
な
る
思
い
を
起
こ
さ

せ
る
言
葉
の
代
わ
り
に
こ
こ
に
あ
る
。
イ
レ
ズ
ミ
か
否
か
が
従
来
、
問
題
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葦原の王

と
さ
れ
、
そ
の
目
を
「
黙
」
と
し
た
の
は
「
編
者
ま
た
は
語
り
手
の
解
釈

で
あ
る
。
「
さ
け
る
と
め
」
は
、
た
ん
に
大
き
く
裂
け
た
鋭
い
目
と
い
う

だ
け
で
い
い
」
（
西
郷
『
古
事
記
注
釈
乞
と
も
さ
れ
る
が
、
歌
を
歌
う
こ

の
場
面
に
お
い
て
、
「
編
者
ま
た
は
語
り
手
の
解
釈
」
じ
た
い
に
神
話
的

論
理
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
鯨
利
目
」
は
、
言
葉
が
通
じ
な
い
相
手
に
対
し
て
、
言
葉
を
用
い
ず

に
「
奇
」
と
思
わ
せ
、
相
手
側
が
こ
ち
ら
を
「
見
」
る
こ
と
を
仕
掛
け
る

「
目
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
誰
が
誰
を
「
見
」
て
い
る
の
か
が
慎
重
に
記
さ

れ
、
天
皇
が
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
が
「
天
皇
」
を

「
見
」
る
こ
と
の
困
難
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
説
話
文
で
あ
っ
た
。
「
見
」

る
こ
と
の
困
難
や
タ
ブ
ー
が
浮
上
す
る
、
領
域
の
異
な
る
者
ど
う
し
の
出

会
い
の
場
面
に
お
い
て
、
「
鯨
利
目
」
は
、
相
手
が
つ
い
「
見
」
て
し
ま

う
こ
と
を
誘
い
、
「
奇
」
と
思
わ
せ
て
一
歩
こ
ち
ら
へ
踏
み
出
す
こ
と
を

誘
発
す
る
。
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
そ
れ
を
「
見
」
た
と
た
ん
、
領
域
感
覚

が
揺
る
ぎ
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
ゆ
え
に
自
ら
の
領
域
を
越
え
て

も
っ
と
「
見
」
た
い
、
知
り
た
い
、
触
れ
た
い
、
所
有
し
た
い
と
い
う
欲

動
に
と
り
つ
か
れ
、
歌
を
歌
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
奇
」
と
い
う
思
い
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
の
場
合
の
よ
う

に
、
相
手
の
目
と
こ
ち
ら
の
目
を
合
わ
せ
る
「
目
合
」
を
導
く
か
も
し
れ

な
い
。
が
、
「
詔
」
に
対
し
て
即
座
に
は
口
を
開
か
な
い
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ

メ
に
対
し
て
は
「
鯨
利
目
」
と
い
う
異
形
の
目
力
こ
そ
が
、
歌
を
歌
わ
せ

る
の
で
あ
る
。
歌
の
言
葉
こ
そ
、
未
知
な
る
相
手
に
一
歩
近
づ
き
、
接
触

す
る
こ
と
が
可
能
な
言
語
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

６
目
の
烏
と
オ
ホ
ク
メ

あ
め
つ
つ
ち
ど
り
ま
し
と
と
な
ど
さ
け
る
と
め（記一七）

「
鯨
利
目
」
を
「
見
」
た
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
、
そ
れ
が
未
知
な
対
象

ゆ
え
に
深
く
魅
惑
さ
れ
、
「
あ
め
つ
つ
～
」
と
歌
い
は
じ
め
る
。
こ
れ

ら
「
過
眼
線
（
目
を
ふ
ち
ど
る
羽
毛
の
線
）
が
鋭
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
」
（
新
潮
『
記
』
西
宮
一
民
）
烏
た
ち
を
列
挙
し
、
オ
ホ
ク
メ
の
「
奇
」

な
る
目
を
、
既
知
の
見
た
こ
と
の
あ
る
鳥
の
目
と
並
べ
て
了
解
し
よ
う
と

す
る
。
「
奇
」
な
る
目
と
鳥
の
目
と
を
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
オ
ホ
ク
メ

自
身
を
鳥
と
同
じ
く
み
な
し
て
も
い
よ
う
。
そ
し
て
後
半
、
鳥
た
ち
と
、

鳥
目
を
し
た
オ
ホ
ク
メ
に
「
な
ど
さ
け
る
と
め
（
ど
う
し
て
裂
い
て
い

る
鋭
い
目
と
（
「
さ
け
る
」
の
「
さ
く
」
は
四
段
、
自
動
詞
。
阿
部
誠
、

前
掲
）
と
謎
掛
け
を
し
て
、
答
歌
を
促
す
の
で
あ
る
。

「
奇
」
な
る
思
い
と
連
動
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
「
な
ど
さ
け
る

と
め
」
は
、
理
由
や
原
因
を
究
明
す
る
問
い
で
は
な
か
ろ
う
。
「
な
ど
」

と
い
う
謎
掛
け
に
は
、
機
知
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

謎
掛
け
は
機
知
の
共
有
と
い
う
期
待
の
投
げ
掛
け
で
あ
る
。
応
じ
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
期
待
は
中
に
浮
い
て
、
両
者

の
関
係
を
即
座
に
断
つ
、
と
い
う
危
機
を
も
は
ら
む
。
歌
が
や
り
と
り
さ

れ
る
場
は
異
質
な
領
域
感
覚
ど
う
し
が
接
し
合
う
場
で
あ
り
、
こ
ち
ら
側

の
領
域
を
超
え
ら
れ
る
か
、
超
え
ら
れ
ず
に
互
い
の
接
触
し
難
さ
が
露
呈

す
る
か
、
は
常
に
ゆ
ら
ぎ
の
中
に
あ
ろ
う
。
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
に
と
っ
て

「
天
皇
」
の
「
詔
」
を
も
た
ら
し
た
オ
ホ
ク
メ
は
、
ヤ
ア
タ
ガ
ラ
ス
の
よ

う
な
存
在
で
あ
る
。
越
境
し
て
じ
ぶ
ん
た
ち
の
「
や
ま
と
の
た
か
さ
じ

の
」
に
や
っ
て
き
て
、
他
領
域
か
ら
の
知
ら
な
い
言
葉
を
翻
訳
し
て
伝
え

る
、
鳥
の
よ
う
な
存
在
。
い
や
、
鳥
と
い
う
既
知
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
歌
う
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こ
と
で
分
類
し
て
み
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
接
触
可
能
な
、
異
類
な
の
で

ある。を
と
め
に
た
だ
に
あ
は
む
と
わ
が
さ
け
る
と
め
（
記
一
八
）

と
の
答
歌
は
、
「
入
れ
墨
を
し
て
い
る
の
意
で
サ
ケ
ル
（
熱
け
る
）
と

い
っ
た
の
に
対
し
て
」
オ
ホ
ク
メ
は
目
を
「
見
開
い
て
い
る
の
意
で
サ
ケ

ル
（
裂
け
る
）
と
い
っ
た
も
の
。
相
手
の
言
葉
を
引
き
取
り
な
が
ら
、
意

味
を
転
換
さ
せ
反
撃
す
る
と
こ
ろ
に
機
知
が
発
揮
さ
れ
る
」
（
新
全
集

「
記
』
注
）
と
い
う
。
だ
が
、
鳥
の
目
を
介
し
て
、
歌
の
中
で
烏
と
同
等

に
み
な
さ
れ
た
意
を
汲
ん
だ
オ
ホ
ク
メ
は
、
そ
れ
ら
「
さ
け
る
と
め
」
の

鳥
類
の
一
員
た
る
「
わ
れ
」
と
な
っ
て
「
を
と
め
に
た
だ
に
あ
は
む
と
」

と
答
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヲ
ト
メ
は
「
さ
け
る
と
め
（
裂
い
て

い
る
鋭
い
目
と
を
「
奇
」
と
思
い
、
魅
了
さ
れ
て
「
あ
め
～
」
と

歌
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
な
た
が
魅
了
さ
れ
た
「
目
」
は
ほ
か
の
烏

た
ち
の
「
目
」
で
は
な
く
、
あ
な
た
と
直
接
触
れ
合
お
う
と
意
志
す
る
、

オ
レ
の
目
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

前
掲
の
菅
原
は
、
狩
猟
民
族
た
ち
が
「
烏
に
呼
び
か
け
る
歌
」
は
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
期
待
」
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
「
私
の
情
報
意
図
は

あ
な
た
に
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
期
待
で
あ
り
、
そ
う
い

う
期
待
や
交
通
し
う
る
と
い
う
「
可
能
性
の
底
に
は
、
つ
ね
に
そ
の
相
手

に
な
り
う
る
潜
在
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
烏
の
鳴
き
声

を
模
倣
し
な
が
ら
歌
い
か
け
る
と
き
、
両
手
は
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
や
ヒ
ョ
ド

リ
の
よ
う
に
羽
ば
た
い
て
い
る
と
い
う
。
「
あ
め
つ
つ
～
」
の
歌
も
、
お

そ
ら
く
は
鳴
き
声
に
由
来
す
る
鳥
の
名
を
連
呼
し
、
異
質
な
相
手
、
通
常

の
言
葉
で
は
通
じ
合
え
な
い
相
手
へ
、
歌
と
い
う
特
殊
な
言
葉
を
通
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
期
待
を
投
げ
か
け
て
い
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
に
と
っ
て
、
異
質
な
相
手
は
ま
ず
は
彼
女
の
地
域

環
境
の
一
環
を
成
す
烏
た
ち
で
あ
り
、
烏
た
ち
と
類
似
の
「
黙
利
目
」
を

目
前
に
突
き
だ
し
て
彼
女
を
魅
了
す
る
オ
ホ
ク
メ
で
あ
る
。
狩
猟
民
た
ち

が
ヒ
ヨ
ド
リ
が
「
言
う
の
を
聞
き
と
る
」
よ
う
に
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は

オ
ホ
ク
メ
の
答
歌
を
聞
き
取
る
。
オ
ホ
ク
メ
が
烏
と
成
っ
て
、
肌
と
肌
が

触
れ
あ
う
直
の
逢
い
（
伴
寝
）
へ
の
意
志
（
青
木
、
前
掲
）
を
答
歌
す
る

の
を
聞
き
取
っ
た
と
き
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
も
っ
と
「
見
」
た
い
、
と

思
っ
た
成
し
が
た
い
期
待
が
成
就
さ
れ
る
可
能
性
を
受
け
止
め
て
即
座
に
、

自
ら
の
意
志
で
「
仕
奉
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
オ
ホ
ク
メ
の
機
知
は
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
期
待
を
「
あ
め
つ

つ
」
の
歌
か
ら
聞
き
取
り
、
異
界
か
ら
や
っ
て
き
た
烏
で
あ
り
、
他
の
ど

ん
な
鳥
に
も
及
ば
な
い
鋭
い
目
を
も
つ
「
わ
れ
」
に
成
っ
て
み
せ
て
歌
っ

た
と
こ
ろ
に
働
い
て
い
る
。

異
界
か
ら
や
っ
て
き
た
烏
の
「
奇
」
な
る
「
と
め
」
の
目
力
は
、
イ
ス

ケ
ョ
リ
ヒ
メ
の
「
見
」
る
行
為
を
誘
発
し
、
さ
ら
に
近
く
「
目
」
と

「
目
」
を
合
わ
せ
る
欲
動
を
駆
り
立
て
歌
の
口
を
開
か
せ
た
の
だ
か
ら
、

ヲ
ト
メ
の
側
が
「
見
」
る
力
よ
り
格
段
に
勝
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
「
た

だ
に
あ
は
む
」
と
い
う
意
志
は
成
就
す
る
は
ず
で
あ
る
。
「
詔
」
で
は
コ

ト
ム
ケ
で
き
な
い
相
手
か
ら
歌
に
よ
っ
て
「
仕
奉
」
と
い
う
語
を
獲
得
す

る
こ
と
こ
そ
、
他
の
ど
ん
な
存
在
に
も
な
い
オ
ホ
ク
メ
の
能
力
で
あ
っ
た
。

フ
葦
原
の
王

こ
う
し
て
よ
う
や
く
、
「
天
皇
」
自
ら
「
狭
井
河
」
の
ほ
と
り
の
イ
ス

ヶ
ョ
リ
ヒ
メ
の
「
家
」
に
行
幸
し
コ
宿
御
寝
」
す
る
。
イ
ハ
レ
ビ
コ
が

「
や
ま
と
」
の
ヲ
ト
メ
と
結
ば
れ
て
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
と
成
る
婚
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の
成
就
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
天
皇
」
は
．
宿
御
寝
」
の
「
後
」
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ

が
「
宮
内
」
に
「
参
入
」
す
る
時
に
な
っ
て
「
御
歌
」
す
る
。

あ
し
は
ら
の
し
け
し
き
を
や
に
す
が
た
た
み
い
や
さ
や
し
き

て
わ
が
ふ
た
り
ね
し

（記一九）

「
ね
し
」
の
「
シ
」
は
単
な
る
過
去
で
は
な
く
、
神
話
的
出
来
事
の
叙
事

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
藤
井
貞
和
「
物
語
理
論
講
義
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
○
○
四
）
。
「
御
歌
」
は
「
狭
井
河
」
の
「
上
」
の
「
家
」
で
の
聖

婚
を
、
「
美
和
」
で
も
「
や
ま
と
」
で
も
な
く
、
「
あ
し
は
ら
」
で
の
婚
と

叙
事
す
る
の
で
あ
る
。

「
葦
原
」
は
神
話
的
世
界
と
し
て
は
「
荒
ぶ
る
」
「
さ
や
ぐ
」
世
界
で
あ

り
、
中
心
に
対
し
て
周
辺
部
で
あ
り
、
死
者
の
国
と
隣
接
す
る
ゆ
え
に

「
醜
」
「
稜
」
で
あ
る
と
い
う
（
西
郷
信
綱
「
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
新
書
、

一
九
六
七
）
。
と
は
い
え
「
葦
原
」
は
単
な
る
中
心
に
対
す
る
周
辺
で
も

な
い
。
『
記
』
で
は
「
国
」
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
原
初
に
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ

ヂ
が
成
っ
て
身
を
隠
し
、
高
天
原
か
ら
み
て
地
上
世
界
を
「
葦
原
中
国
」

と
称
し
、
根
国
の
神
が
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
「
葦
原
」
ノ
シ
コ
ヲ
と
呼
び
、

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
新
た
に
開
墾
さ
れ
る
「
田
」
に
対
し
て
そ
れ
以

前
の
角
の
あ
る
蛇
ど
も
が
住
む
「
谷
戸
」
が
「
葦
原
」
と
称
さ
れ
る
。

「
葦
原
」
は
古
代
の
諸
書
の
言
説
の
な
か
で
天
孫
降
臨
以
前
、
秩
序
の
始

ま
り
以
前
の
、
も
う
一
つ
の
始
ま
り
の
世
界
で
あ
り
、
古
橋
信
孝
の
指
摘

す
る
「
ア
ラ
」
の
世
界
で
あ
っ
た
（
古
橋
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
八
）
。
「
し
け
し
き
を
や
」
の
「
し
け
し
」
は
「
新
撰

字
鏡
』
に
「
蕪
武
夫
反
平
稜
也
、
荊
回
、
邇
也
、
志
介
志
又
宇
波
良

又
佐
須
」
と
あ
る
。
「
し
け
し
き
」
小
屋
は
ま
さ
に
「
ア
ラ
」
の
威
力
に

満
ち
あ
ふ
れ
た
、
始
ま
り
以
前
の
原
初
の
結
婚
の
た
め
の
屋
で
あ
る
。

狭
井
河
の
「
上
」
の
「
家
」
は
、
「
天
皇
」
の
歌
に
よ
っ
て
秩
序
開
始

以
前
の
始
ま
り
の
「
ア
ラ
」
の
世
界
「
あ
し
は
ら
」
と
重
ね
ら
れ
る
が
、

「
あ
し
は
ら
」
は
『
記
』
の
説
話
文
に
登
場
す
る
「
葦
原
中
国
」
と
い
う

「
国
」
で
は
な
い
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
地
域
神
の
世
界
が
「
葦
原
中
国
」

の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
「
や
ま
と
」
Ⅱ
「
あ
し
は

ら
」
は
今
だ
に
、
モ
ノ
の
ヌ
シ
の
域
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
神
武
記

の
「
や
ま
と
」
に
は
、
山
と
山
に
囲
ま
れ
た
未
開
墾
の
谷
が
「
谷
戸
」
で

あ
る
よ
う
に
、
あ
る
場
所
を
地
の
形
を
も
っ
て
指
し
示
す
語
感
、
普
通
名

詞
「
山
処
」
の
語
感
が
未
だ
に
強
く
響
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
ミ
ワ
山
の

「
山
処
」
。
ミ
ワ
山
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
ヲ
ト
メ
ら
が
群
れ
行
く
小
高
い
野

を
含
み
、
背
後
に
奥
深
い
山
々
が
続
く
山
地
の
端
山
、
里
山
で
あ
る
（
有

岡
俊
幸
『
里
山
１
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
四
）
。
平
野
の
す
ぐ

背
後
な
い
し
前
面
に
山
を
い
た
だ
く
山
の
処
た
る
「
や
ま
と
」
は
、
「
あ

し
は
ら
」
と
い
う
荒
々
し
い
始
原
の
域
で
あ
っ
た
。

「
す
が
た
た
み
い
や
さ
や
し
き
て
」
は
従
来
、
呪
力
が
あ
る
菅
に

よ
っ
て
神
と
伴
寝
を
す
る
床
を
聖
化
す
る
（
守
屋
俊
彦
「
日
本
古
代
の
伝

承
文
学
」
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
）
、
畳
は
「
聖
婚
用
の
祭
具
」
（
坂
下
圭

八
「
イ
ナ
ビ
ッ
マ
ー
播
磨
国
風
土
記
の
聖
婚
説
話
」
「
文
学
』
一
九
七

一
・
二
）
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
婚
の
た
め
の
「
す

が
た
た
み
」
を
敷
く
の
は
誰
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
天
皇
」
の
歌
で
は
「
ふ
た
り
ね
」
る
た
め
の
「
す
が
た
た
み
」
を
敷

く
主
体
は
歌
い
手
で
あ
る
「
わ
れ
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
類
似
事
例
に

お
い
て
、
上
巻
、
海
神
宮
に
お
け
る
ト
ョ
タ
ビ
メ
と
ソ
ラ
ッ
ヒ
タ
カ
の
婚

に
お
い
て
は
、
ソ
ラ
ッ
ヒ
タ
カ
を
宮
の
内
に
「
率
入
」
し
た
海
神
が
「
美
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す
で
に
。
宿
御
寝
」
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
天
皇
」
が

「
あ
し
は
ら
」
の
主
の
立
場
か
ら
歌
い
出
す
と
も
と
れ
る
。
そ
の
場
合

「
天
皇
」
は
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
に
と
っ
て
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
神
の
位
置
に

立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
か
が
迎
え
入
れ
た
り
、

差
し
出
し
た
り
し
た
と
い
う
ふ
う
に
は
叙
事
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
、

知
皮
之
畳
敷
八
重
、
亦
、
繩
畳
八
重
敷
其
上
、
坐
其
上
而
、
具
百
取
机
代

物
、
為
御
饗
、
即
令
婚
其
女
豊
玉
毘
女
」
と
あ
っ
て
、
畳
を
敷
く
の
は
、

宮
の
内
に
男
神
を
迎
え
入
れ
た
宮
の
主
、
海
神
で
あ
る
。
景
行
記
で
オ
ト

タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
代
わ
っ
て
海
中
に
入
る
際
に
は
、

「
将
入
海
、
以
菅
畳
八
重
・
皮
畳
八
重
・
紬
畳
八
重
、
敷
干
波
上
而
、
下

坐
其
上
」
と
、
暴
浪
が
自
ら
「
伏
（
な
）
」
い
だ
。
聖
な
る
婚
の
た
め
の

具
た
る
畳
は
海
の
世
界
と
地
の
世
界
と
を
つ
な
ぐ
場
を
開
く
。
そ
し
て
、

そ
の
装
置
は
、
他
の
世
界
か
ら
入
っ
て
く
る
者
を
迎
え
る
側
が
用
意
す
る

か
、
他
の
世
界
へ
と
入
っ
て
行
こ
う
と
す
る
側
が
そ
の
意
志
を
示
す
た
め

に
用
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
「
あ
し
は
ら
」
の
「
や
」
に
畳
を
敷
く
の
は
、
狭
井
河
の
ほ

と
り
、
「
あ
し
は
ら
」
に
「
天
皇
」
を
迎
え
入
れ
る
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
、

ひ
い
て
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
「
仕
奉
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
の
場
合
の
よ
う
に
、
オ
ホ

モ
ノ
ヌ
シ
Ⅱ
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
は
自
ら
の
「
家
」
に
「
天
皇
」
を
迎
え
入

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
「
い
や
さ
や
し
き
て
」
ま
で
は
、
天
皇
を

「
や
」
に
迎
え
入
れ
る
イ
ス
ケ
ョ
リ
ビ
メ
（
な
い
し
父
神
）
の
歌
で
あ
っ

て
も
お
か
し
く
な
い
。
歌
う
「
天
皇
」
は
、
ま
る
で
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
Ⅱ
イ

ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
あ
し
は
ら
の
し
け
し
き
を
や

に
」
と
歌
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

「
天
皇
」
と
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
は
、
対
称
的
な
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
わ
が
ふ
た
り
ね
し
」
な
の
で
あ
る
。
．

宿
御
寝
」
の
「
後
」
、
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
が
「
参
入
宮
内
之
時
」
の
歌
が
、

「
天
皇
」
と
「
大
后
」
の
関
係
の
あ
る
べ
き
姿
と
、
神
話
的
起
源
を
明
ら

か
に
す
る
。

「
天
皇
」
は
歌
う
こ
と
で
モ
ノ
の
領
域
た
る
ア
ラ
の
世
界
に
入
り
込
む

の
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
「
あ
し
は
ら
」
の
、
王
神
の
立
場
で
歌
う
こ
と
で
、

「
天
皇
」
は
地
域
神
た
る
モ
ノ
の
威
力
を
獲
得
し
、
地
上
の
「
あ
し
は
ら
」

の
王
と
成
る
。
「
天
皇
」
に
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
よ
う
に
変
身
し
た
り
領

域
を
横
断
し
た
り
す
る
力
は
な
く
、
オ
ホ
ク
メ
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
イ
ス

ヶ
ョ
リ
ヒ
メ
と
接
触
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
イ
ス
ヶ
ョ
リ
ヒ
メ

の
「
仕
奉
」
と
い
う
言
葉
を
得
た
後
に
は
、
自
ら
歌
う
こ
と
で
「
あ
し
は

ら
Ⅱ
や
ま
と
」
の
主
と
成
り
、
ヤ
マ
ト
の
女
を
「
大
后
」
と
す
る
の
で
あ

る。カ
ム
ャ
マ
ト
の
名
を
負
う
と
は
、
「
天
神
御
子
」
が
「
天
」
の
側
に
あ

り
な
が
ら
、
「
や
ま
と
」
と
い
う
地
域
を
「
あ
し
は
ら
」
と
い
う
神
話
的

世
界
と
重
ね
、
婚
姻
に
よ
っ
て
地
に
子
孫
を
残
す
聖
な
る
地
域
王
と
成
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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