
　This paper examines the concept of intermarriage stories, particularly the Miwayama  marriage 

tale, which is seen as one of the quintessential story types in Japanese mythology. This tale revolves 

around a sacred union between a god and a human woman, and by analyzing it, the paper seeks to 

explore how ancient people understood the relationships between nature, humans, and the divine. 

The analysis also aims to draw a comparative understanding with the ancient Greeks, shedding light 

on how such views can enrich our modern interpretations of nature and humanity.

　The paper's argument is structured as follows:

1.The Relationship between Nature, God, Man, and Community: The paper begins by explaining 

the dynamics in the most basic village community. In this context, nature is revered as divine and 

becomes deified as a god, who is seen as an absolute and transcendent force that surpasses humanity. 

In this community, ritual plays a central role, and every member is considered a potential ritualist. 

This means that individuals who are either chosen or possessed by the divine spirit take on the role 

of ritualists. If the ritualist is a woman, it often takes the form of a holy marriage between the deity 

and a priestess, though this stage is hypothetical due to the absence of written records from the time.

２. Centralization of Power and the Reorganization of the Divine System: As Japan's imperial 

court centralizes power, the system of deities is reorganized around ancestral deities. Rituals, now 

performed by ritualists who are subordinate to these deities, are meant to control nature and the 

divine beings. The relationship between the ritualists and the deities becomes a blood-based one—
specifically, a blood link that brings authority and control. This is an important theme in the myths 

found in the Kojiki and Nihonshoki, which reflect this period of reorganized divine and ritual 

systems. However, glimpses of the earlier, more archetypal rituals can also be found, such as in the 

Hitachinokuni-Fudoki.

3. Modern Implications: In modern times, nature is often viewed as something to be controlled. The 

paper concludes by emphasizing the importance of understanding nature and community in the way 

ancient, archetypal communities did. This perspective offers valuable insights into how we might 

reconsider our current relationship with nature and community.
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奈
良
盆
地
を
取
り
囲
む
青
垣
山
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
立
つ
端

正
な
円
錐
形
を
な
し
︑
典
型
的
な
神
奈
備
型
の
山
容
１

を
持
つ
三

輪
山
︵
記
紀
で
は
御
諸
山
・
三
諸
岳
と
記
載
︶
は
︑
一
説
に
縄
文

時
代
に
遡
る
霊
山
信
仰
の
対
象
で
あ
り
２

︑
記
紀
神
話
で
は
︑
神

の
中
の
神
と
も
言
え
る
大
物
主
神
︵
名
は
畏
怖
す
べ
き
霊
威
を
持

つ
頭
領
を
意
味
す
る
︶
が
宿
る
聖
な
る
山
と
さ
れ
た
３

︒

　

こ
の
大
物
主
神
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
三
輪
山
神
婚
譚
で

あ
る
︒
神
と
人
間
の
女
性
と
の
聖
な
る
婚
姻
を
語
る
こ
の
説
話
を

手
が
か
り
と
す
る
こ
と
で
︑
古
代
人
が
自
然
や
人
間
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
同
時
に
︑

そ
こ
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
近
代
人
の
自
然
観
や
人
間
観
を
逆
照
射
す

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑﹃
古
事
記
﹄﹃
日

本
書
紀
﹄﹃
日
本
霊
異
記
﹄
な
ど
に
見
ら
れ
る
神
婚
譚
︑
ま
た
そ

の
変
化
し
た
形
で
あ
る
異
類
婚
姻
譚
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
古
代

人
の
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
１
章　

三
輪
山
神
婚
説
話

　

ま
ず
︑﹃
古
事
記
﹄
崇
神
記
の
記
載
に
そ
っ
て
︑
三
輪
山
神
婚

説
話
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

①　

此
の
天
皇
の
御み

よ世
に
︑
疫え
や
み病
多あ
ま

た
起お
こ

り
て
︑
人
お
ほ
み

民た
か
ら

尽つ

き
な

む
と
為し

き
︒
爾し
か

く
し
て
︑
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
の
愁う
れ

へ
歎な
げ

き
て
神か
む
ど
こ牀
に
坐い
ま

し
し

夜よ

に
︑
大お
ほ
も
の物
主ぬ
し
の

大お
ほ
か
み神
︑
御み

夢い
め

に
顕あ
ら
はれ
て
曰い

ひ
し
く
︑﹁
是こ
れ

は
︑
我わ

が
御み

心こ
こ
ろぞ
︒
故か
れ

︑
意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ

を
以も
ち

て
︑
我あ

が
前ま
へ

を
祭
ら
し

め
ば
︑
神か

み

の
気け

︑
起お
こ

ら
ず
︑
国
も
︑
亦ま
た

︑
安や
す

ら
け
く
平た
ひ

ら
け
く
あ

ら
む
﹂
と
い
ひ
き
︒
是こ

こ

を
以も
ち

て
︑
駅
は
ゆ
ま
づ
か
ひ
使
を
四よ

も方
に
班あ
か

ち
て
︑
意

富
多
々
泥
古
と
謂い

ふ
人
を
求も
と

め
し
時
に
︑
河か
ふ
ち内
の
美み

努の
の

村む
ら

に
︑
其

の
人
を
見み

得え

て
︑
貢た
て

進ま
つ

り
き
︒
爾し
か

く
し
て
︑
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
の
問
ひ
賜た
ま

は

三
輪
山
神
婚
譚
を
て
が
か
り
と
し
た
古
代
日
本
の
世
界
観
の
考
察

　
　
　
　
　
　

 

比
較
思
想
的
視
座
か
ら 　
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く
︑﹁
汝な
む
ちは
︑誰た

が
子
ぞ
﹂
と
と
ひ
た
ま
ふ
に
︑答
へ
て
白ま
を

し
し
く
︑

﹁
僕

や
つ
か
れは
︑
大お
ほ
も
の物
主ぬ
し
の

大お
ほ
か
み神
の
︑
陶す
ゑ
つ津
耳み
み
の

命み
こ
との
女む
す
め︑
活い
く

玉た
ま

依よ
り

毘び

売め

を
娶め
と

り
て
︑
生
み
し
子
︑
名
は
櫛く
し

御み
か
た
の方
命み
こ
との
子
︑
飯い
ひ

肩か
た

巣す

見み
の

命み
こ
と

の
子
︑建た
け

甕み
か

槌づ
ち
の

命み
こ
との
子
に
し
て
︑
僕
や
つ
か
れは
︑意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ

ぞ
﹂
と
︑

白ま
を

し
き
︒
是こ
こ

に
︑
天
皇
︑
大お
ほ

き
に
歓よ
ろ
こ
び
て
詔
の
り
た
ま
は
く
︑﹁
天あ
め

の
下し
た

平た
ひ
らぎ
︑
人
お
ほ
み
た
か
ら民
栄
え
む
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
︑
即す
な
はち
意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ
の

命み
こ
とを
以も
ち

て
︑
神か
む
ぬ
し主
と
為し

て
︑
御み

諸も
ろ
の

山や
ま

に
し
て
︑
意お

富ほ

美み

和わ

の之

大お
お
か
み神
の
前ま
へ

を
拝を
ろ
がみ
祭ま
つ

り
き
︒

　

又
︑
伊い

迦か

賀が

色し

許こ

男を
の

命み
こ
とに
仰お
ほ

せ
て
︑
天あ
め

の
八や

そ十
び
ら
か
を
作

り
︑
天あ

ま
つ
か
み神・
地く
に
つ
か
み祇の
社や
し
ろを
定
め
奉ま
つ

り
き
︒
又
︑
宇う

だ陀
の
墨
す
み
さ
か
の坂
神か
み

に
︑

赤あ
か

き
色い
ろ

の
楯た
て

・
矛ほ
こ

を
祭
り
き
︒
又
︑
大お
ほ
さ
か坂
神の
か
みに
︑
黒く
ろ

き
色
の
楯た
て

・

矛ほ
こ

を
祭
り
き
︒
又
︑
坂さ
か

の
御み

お尾
の
神
と
河か
は

の
瀬せ

の
神
と
に
︑
悉
こ
と
ご
と

く
遺の
こ

し
忘わ
す

る
る
こ
と
無な

く
し
て
︑幣み
て

帛ぐ
ら

を
奉ま
つ

り
き
︒
此こ
れ

に
因よ

り
て
︑

役え

の
気け

︑
悉
く
息や

み
︑
国く

家に

︑
安や
す

ら
け
く
平た
ひ
らけ
し
４

︒

﹇
現
代
語
訳
﹈　

こ
の
崇
神
天
皇
の
御
世
に
︑疫
病
が
大
流
行
し
て
︑

国
民
が
全
滅
し
そ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
で
︑
天
皇
は
悲
し
み
嘆
い

て
︑神
の
心
を
問
う
た
め
に
設
け
た
神
聖
な
場
所
﹁
神
牀
﹂
に
夜
︑

い
ら
し
た
︒
す
る
と
夢
に
大
物
主
大
神
に
現
れ
て
︑﹁
こ
の
よ
う

な
疫
病
の
流
行
は
私
の
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
も
し
意
富
多
々

泥
古
に
よ
っ
て
私
の
祭
祀
を
さ
せ
る
な
ら
ば
︑
神
の
祟
り
は
起
こ

ら
ず
︑
国
も
平
安
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹂
と
告
げ
た
︒
そ
れ
で
︑
早

馬
の
使
者
を
あ
ち
こ
ち
に
派
遣
し
て
︑
意
富
多
々
泥
古
と
い
う
人

を
探
し
た
と
こ
ろ
︑
河
内
の
美
努
村
に
い
る
こ
と
が
分
か
り
︑
そ

の
人
を
朝
廷
に
差
し
出
し
た
︒
天
皇
が
︑﹁
あ
な
た
は
誰
の
子
か
︒﹂

と
問
い
か
け
な
さ
っ
た
の
で
︑﹁
大
物
主
大
神
が
︑
陶
津
耳
命
の

娘
で
あ
る
活
玉
依
毘
売
を
娶
っ
て
生
ま
れ
た
子
が
櫛
御
方
命
の
子

で
す
︒
そ
の
子
が
飯
肩
巣
見
命
で
す
︒
そ
の
子
で
あ
る
建
甕
槌
命

の
子
が
︑私
︑意
富
多
々
泥
古
で
す
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒
こ
の
時
︑

天
皇
は
大
い
に
喜
ん
で
﹁
天
下
は
平
安
に
な
り
︑
国
民
は
栄
え
る

だ
ろ
う
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
︑
す
ぐ
さ
ま
意
富
多
々
泥
古
を
神
主

と
し
て
︑
三
輪
山
の
大
美
和
の
大
神
を
祭
祀
さ
せ
た
︒

　

ま
た
︑
伊
迦
賀
色
許
男
命
に
申
し
付
け
て
︑
神
を
祀
る
時
に
使

う
平
皿
を
た
く
さ
ん
作
ら
せ
︑
天
神
地
祇
の
社
を
定
め
申
し
上
げ

た
︒
ま
た
宇
陀
の
墨
坂
神
に
赤
色
の
楯
と
矛
を
献
上
し
︑
ま
た
大

坂
神
に
黒
色
の
楯
と
矛
を
献
上
し
︑
ま
た
坂
の
御
尾
の
神
や
河
の

瀬
の
神
に
︑
皆
こ
と
ご
と
く
幣
帛
を
献
上
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て

疫
病
の
祟
り
が
止
ん
で
︑
国
家
が
平
安
に
な
っ
た
︒

②　

此こ

の
︑
意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ

と
謂い

ふ
人
を
︑
神
の
子
と
知
り
し

所ゆ

ゑ以
は
︑
上か
み

に
云い

へ
る
活い
く

玉た
ま

依よ
り

毘び

売め

︑
其そ

の
容か
た
ち姿
端き
ら

正ぎ
ら

し
︒
是こ
こ

に
︑

壮を
と
こ夫
有あ

り
︒
そ
の
形か
た
ち姿
・
威よ
そ
ほ
ひ儀
︑
時
に
比
た
ぐ
ひ

無
し
︒
夜よ
な
か半
の
時
に
︑

儵た
ち
ま忽
ち
に
到き

来た

り
ぬ
︒
故か
れ

︑
相あ
ひ

感め

で
て
︑
共
に
婚あ

ひ
供と
も

に
住す

め
る

間あ
ひ
だに
︑
未い
ま

だ
幾い
く

ば
く
の
時
も
経へ

ぬ
に
︑
其そ

の
美を
と
め人
︑
妊は

身ら

み
き
︒

　

爾し
か

く
し
て
︑
父ち
ち
は
は母
︑
そ
の
妊は

ら身
め
る
事
を
怪あ
や

し
び
て
︑
其
の

女む
す
めを
問
ひ
て
曰い

ひ
し
く
︑﹁
汝な
む
ちは
自
お
の
づ
から
妊は
ら

め
り
︒
夫を

無な

き
に
何な
に

三
七



の
由ゆ
ゑ

に
か
妊は

ら身
め
る
﹂
と
い
ひ
き
︒
答
へ
て
曰い

ひ
し
く
︑﹁
麗う
る
は美

し
き
壮を

と
こ夫
有あ

り
︒
其
の
姓か
ば
ね・
名な

を
知
ら
ず
︒
夕よ
ひ
ご
と毎
に
到き

来た

り
て
︑

供と
も

に
住す

め
る
間あ
ひ
だに
︑自お
の
づ
か然
ら
懐は

ら妊
め
り
﹂
と
い
ひ
き
︒
是こ
こ

を
以も
ち

て
︑

其
の
父
母
︑
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲お

も

ひ
て
︑
其
の
女む
す
めに
誨お
し

へ
て
曰

ひ
し
く
︑﹁
赤あ

か

き
土つ
ち

を
以
て
床と
こ

の
前ま
へ

に
散ち
ら

し
︑
へ
そ
の
紡う
み

麻お

を
以

て
針は

り

に
貫ぬ

き
︑
其
の
衣き
ぬ

の
襴す
そ

に
刺さ

せ
﹂
と
い
ひ
き
︒

　

故か
れ

︑
教を
し
への
如
く
し
て
︑
旦あ
し
た時
に
見
れ
ば
︑
針
に
著つ

け
た
る
麻を

は
︑

戸
の
鉤か

ぎ
あ
な穴
よ
り
控ひ

き
通と
ほ

り
て
出い

で
︑
唯た
だ

に
遺の
こ

れ
る
麻
は
︑
三み

わ勾
の

み
な
り
︒
爾し

か

く
し
て
︑
即
ち
鉤
穴
よ
り
出い

で
し
状か
た
ちを
知
り
て
︑
糸い
と

に
従
ひ
て
尋
ね
行
け
ば
︑
美み

わ和
山の
や
まに
至
り
て
︑
神
の
社や
し
ろに
留と
ど

ま

り
き
︒
故
︑
其
の
神
の
子
と
知
り
き
︒
故
︑
そ
の
麻を

の
三み

わ勾
遺の
こ

り

し
に
因よ

り
て
︑
其そ

こ地
を
名
づ
け
て
美み

わ和
と
謂い

ふ
ぞ
︿
此こ

の
意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ
の

命み
こ
とは
︑
神み
わ
の
き
み君・
鴨
か
も
の

君き
み

が
祖お
や

ぞ
︒﹀５

﹇
現
代
語
訳
﹈　

こ
の
意
富
多
々
泥
古
と
い
う
人
が
神
の
子
で
あ
る

と
知
っ
た
次
第
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
上
で
言
及
し
た
活
玉

依
毘
売
は
︑
姿
形
が
美
し
か
っ
た
︒
あ
る
時
︑
類
な
く
姿
形
や
身

な
り
が
美
麗
な
男
性
が
︑
夜
中
に
突
然
や
っ
て
き
た
︒
二
人
は
互

い
に
気
に
入
り
結
婚
し
て
︑
一
緒
に
い
た
と
こ
ろ
︑
ま
だ
い
く
ら

も
時
間
が
た
っ
て
い
な
い
の
に
︑
そ
の
乙
女
︵
活
玉
依
毘
売
︶
は

妊
娠
し
た
︒

　

父
母
は
娘
が
妊
娠
し
た
こ
と
を
不
審
に
思
い
︑
娘
に
﹁
あ
な
た

は
自
然
に
妊
娠
し
た
︒
夫
も
い
な
い
の
に
ど
う
し
て
妊
娠
し
た
の

か
︒﹂
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
︑
娘
は
﹁
名
前
も
分
か
ら
な
い
美
し

い
男
性
が
︑
夜
ご
と
に
や
っ
て
き
て
一
緒
に
住
ん
で
い
る
う
ち
に

自
然
に
妊
娠
し
た
︒﹂
と
答
え
た
︒
そ
こ
で
︑
父
母
は
︑
そ
の
男

性
が
誰
か
知
ろ
う
と
思
っ
て
﹁
赤
い
土
を
床
の
そ
ば
に
撒
き
︑
つ

む
い
だ
麻
糸
を
針
の
穴
に
通
し
て
︑
そ
の
針
を
衣
の
裾
に
刺
し
な

さ
い
︒﹂
と
教
え
た
︒

　

娘
は
教
え
ら
れ
た
通
り
に
し
て
︑
朝
︑
見
て
み
る
と
︑
針
に
通

し
た
麻
糸
は
︑
戸
の
鍵
穴
を
通
っ
て
出
て
行
っ
て
お
り
︑
残
っ
た

糸
は
三
巻
き
︵
三
輪
︶
だ
け
だ
っ
た
︒
男
が
鍵
穴
か
ら
出
て
行
っ

た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
麻
糸
を
辿
っ
て
い
く
と
︑
三
輪
山
に
ま

で
続
き
︑
そ
の
神
の
社
の
と
こ
ろ
で
麻
糸
は
止
ま
っ
て
い
た
︒
そ

れ
で
︑神
の
子
で
あ
る
と
分
か
っ
た
︒麻
糸
が
三
巻
き︵
三
輪
︶残
っ

た
の
で
︑そ
の
地
を
美
和︵
三
輪
︶と
名
付
け
た
︒︿
こ
の
意
富
多
々

泥
古
の
命
は
三
輪
君
や
賀
茂
君
の
祖
で
あ
る
︒﹀

　

こ
の
説
話
は
二
段
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
第
一
段
︵
①
︶

で
は
︑
国
中
で
疫
病
が
流
行
し
︑
国
民
が
全
滅
寸
前
と
な
る
︒
こ

れ
は
神
の
祟
り
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
崇
神
天
皇
は
︑
神
を
祀
り

神
意
を
う
か
が
う
神
聖
な
場
で
あ
る
神
床
に
眠
っ
て
夢
を
見
た
︒

そ
の
夢
の
中
に
大
物
主
神
が
現
わ
れ
︑
疫
病
は
自
分
の
祟
り
で
あ

り
︑
意
富
多
々
泥
古
に
よ
っ
て
祭
祀
を
行
わ
せ
れ
ば
︑
祟
り
が
鎮

ま
り
国
は
平
安
に
な
る
と
告
げ
た
︒

三
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古
代
に
お
い
て
は
︑
夢
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑

俗
世
を
超
え
た
神
聖
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
６

︒
こ
こ
で
天
皇
は
︑

夢
で
神
意
を
う
か
が
う
祭
祀
者
と
な
っ
て
い
る
︒
和
辻
哲
郎
は
記

紀
神
話
に
登
場
す
る
神
々
を
分
析
し
て
︑
日
本
古
代
の
神
観
念
に

四
類
型
が
あ
る
と
主
張
し
た
︒
第
一
類
の
祀
る
神
︑
第
二
類
の
祀

る
と
と
も
に
祀
ら
れ
る
神
︑
第
三
類
の
祀
ら
れ
る
神
︑
第
四
類
の

祀
り
を
要
求
す
る
神
で
あ
る
︒
天
皇
は
﹁
祀
る
神
﹂
で
あ
り
︑
祭

祀
の
力
に
よ
っ
て
尊
貴
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
７

︒

　

こ
こ
で
は
︑
正
体
の
分
か
ら
な
い
祟
り
神
の
名
を
︑
天
皇
が
祭

祀
を
通
じ
て
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
８

︒
立
ち
現

れ
た
神
の
名
が
不
明
な
状
態
で
は
祀
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
名
を
確

定
す
る
こ
と
が
︑
祀
り
方
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
事
実
︑
大

物
主
神
は
自
ら
祀
り
方
を
指
定
す
る
︒
そ
れ
は
︑
意
富
多
々
泥
古

に
よ
る
祭
祀
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
︑
こ
こ
で
意
富
多
々
泥
古
の
名
が

出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
︑
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う

に
︑
意
富
多
々
泥
古
が
大
物
主
神
の
子
孫
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で

あ
る
︒
天
皇
は
︑
四
方
に
早
馬
の
使
者
を
出
し
て
意
富
多
々
泥
古

を
探
さ
せ
︑
祭
祀
を
さ
せ
る
︒
す
る
と
祟
り
は
お
さ
ま
っ
た
９

︒

　

大
物
主
神
と
は
︑
水
神
︑
雷
神
︑
蛇
神
な
ど
の
性
格
を
持
つ
と

さ
れ
る
︒
端
的
に
言
え
ば
︑
人
間
の
生
活
に
多
大
な
恩
恵
を
与
え

る
と
と
も
に
︑
時
に
は
災
い
を
も
も
た
ら
す
自
然
を
神
格
化
し
た

神
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
祭
祀
︵
神
を

招
き
︑
願
い
を
込
め
て
歓
待
し
︑
託
宣
を
得
︑
送
り
返
す
︶
と
は
︑

自
然
を
神
格
化
し
た
神
か
ら
で
き
る
限
り
多
く
の
恵
み
を
引
き
出

し
︑
災
い
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
営
為
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒
祭
祀
の
力
に
よ
っ
て
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
︑

祭
祀
者
︑
す
な
わ
ち
天
皇
の
尊
貴
性
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

　

さ
て
︑
天
皇
は
大
物
主
神
の
お
告
げ
に
従
っ
て
︑
意
富
多
々
泥

古
を
探
し
出
す
︒
彼
は
︑
大
物
主
神
の
五
世
の
孫
︵
大
物
主
神
＋

活
玉
依
毘
売
↓
櫛
御
方
命
↓
飯
肩
巣
見
命
↓
建
甕
槌
命
↓
意
富

多
々
泥
古
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
は
︑
先
祖
を
祀
り
得
る
者
は
︑

そ
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
子
孫
で
あ
る
と
い
う
︑
祖
先
祭
祀
の
論
理

が
働
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
ど
う
し
て
意
富
多
々
泥
古
が
︑
大
物

主
神
の
子
孫
で
あ
る
の
か
を
物
語
る
の
が
︑
第
二
段
︵
②
︶
な
の

で
あ
る
︒

　

第
二
段
で
は
︑
意
富
多
々
泥
古
を
五
世
遡
る
先
祖
︑
活
玉
依
毘

売
が
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
︒
活
玉
依
毘
売
の
﹁
活
玉
依
﹂
と

い
う
名
前
が
彼
女
の
あ
り
方
を
物
語
っ
て
い
る
︒﹁
活
玉
依
﹂と
は
︑

活
発
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
神
霊
を
自
ら
に
憑
依
さ
せ
る
と
い
う

意
味
で
あ
り
︑
こ
れ
は
巫
女
と
し
て
の
特
性
を
表
現
し
て
い
る
︒

日
本
の
古
代
に
お
い
て
︑
神
は
︑
海
の
彼
方
︑
山
の
彼
方
の
他
界

か
ら
人
間
世
界
を
訪
れ
︑
そ
の
際
は
︑
依
り
代
に
憑
依
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
︒
依
り
代
と
し
て
は
︑
樹
木
︵
神ひ

も
ろ
ぎ籬
︶
や
岩
石

三
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︵
磐い
わ
く
ら座
・
磐い
わ
さ
か境
︶︑
人
間
︵
尸よ
り
ま
し童
︶
な
ど
が
代
表
的
で
あ
り
︑
巫
女

も
神
が
か
り
し
て
︑
託
宣
を
下
し
た
︒
そ
れ
は
︑
巫
女
の
口
を
通

し
て
︑
神
霊
が
人
々
に
語
り
か
け
︑
そ
の
意
思
を
表
す
と
︑
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
巫
女
は
﹁
神
の
嫁
﹂
で
あ
る
と
も
さ
れ
た
︒
巫
女
は

未
婚
の
女
性
が
就
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
そ
れ
は
巫
女
が

神
の
嫁
で
あ
る
が
故
に
︑
人
間
の
男
性
と
は
交
わ
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
︵
既
婚
女
性
が
巫
女
に
な
る

場
合
も
︑
巫
女
と
し
て
奉
仕
す
る
期
間
や
そ
の
準
備
期
間
は
︑
夫

を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︶︒
活
玉
依
毘
売
に
つ
い
て
も
︑

巫
女
と
し
て
︑
大
物
主
神
の
嫁
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
︒

　

こ
の
神
婚
譚
は
︑
活
玉
依
毘
売
に
こ
の
上
も
な
く
﹁
端
正
し
﹂

く
﹁
麗
美
﹂︵
光
り
輝
く
よ
う
に
美
し
い
︶
な
男
性
が
夜
に
通
っ

て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
当
時
は
妻
問
婚
で
あ
り
︑
女
性
の

家
を
男
性
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
正
体
不
明
と
い
う

と
こ
ろ
が
尋
常
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
通
っ
て
い
る
の
が
普
通
の

人
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
男
性

の
容
貌
は
類
な
く
素
晴
ら
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
美
し
い
容
貌

は
︑
神
話
や
説
話
に
お
い
て
は
︑
こ
の
世
を
超
越
し
た
世
界
に
関

わ
る
も
の
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
世
を
超
越
し
た
他

界
か
ら
来
る
存
在
も
︑
他
界
の
存
在
と
交
わ
る
こ
と
の
で
き
る
人

間
も
︑
こ
の
世
を
超
え
た
美
し
さ
の
持
ち
主
で
あ
る
と
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒

　

そ
し
て
︑女
性
は
す
ぐ
に
妊
娠
し
た
と
言
わ
れ
る
︒こ
れ
も
︑﹁
一

夜
孕
み
﹂
と
言
っ
て
︑
神
は
た
だ
一
夜
の
交
わ
り
で
子
を
成
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
観
念
に
基
づ
く
表
現
で
あ
ろ
う
1０
︒
娘
の
妊

娠
を
知
っ
た
両
親
は
︑
男
性
の
正
体
を
知
る
た
め
に
︑
娘
に
男
性

の
衣
の
裾
に
麻
糸
を
通
し
た
針
を
刺
し
て
お
く
よ
う
に
と
言
っ

た
︒
娘
は
そ
の
通
り
に
し
て
︑
翌
朝
見
る
と
︑
糸
は
鍵
穴
を
通
っ

て
三
輪
山
の
社
に
ま
で
続
い
て
い
た
︒
糸
が
鍵
穴
を
通
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
︑
男
性
の
正
体
が
鍵
穴
を
通
る
こ
と
の
で
き
る
ぐ

ら
い
細
い
蛇
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の

糸
が
三
輪
山
の
神
を
祀
る
社
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑

通
っ
て
き
て
い
た
男
性
は
︑
三
輪
山
の
神
で
あ
る
大
物
主
神
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
し
て
大
物
主
神
と
活
玉
依
毘
売
の
間
に
は
櫛
御
方

命
が
生
ま
れ
︑そ
の
曾
孫
が
意
富
多
々
泥
古
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

意
富
多
々
泥
古
は
大
物
主
神
の
血
筋
を
引
く
が
故
に
︑
天
皇
の
命

令
の
下
で
大
物
主
神
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
最
後
に

糸
が
三
巻
き
︵
三
輪
︶
残
っ
た
か
ら
こ
の
地
が
三
輪
と
名
付
け
ら

れ
た
と
︑
地
名
の
起
源
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
こ
の
意
富
多
々

泥
古
が
三
輪
の
地
の
﹁
大
神
君
﹂
と
賀
茂
の
地
の
﹁
賀
茂
君
﹂
の

始
祖
と
な
っ
た
︑
と
い
う
始
祖
の
起
源
も
語
ら
れ
る
︒
こ
の
説
話

四
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は
︑
意
富
多
々
泥
古
に
よ
る
大
物
主
神
祭
祀
の
確
立
︑
す
な
わ
ち
︑

祟
り
神
の
パ
ワ
ー
を
祭
祀
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
国
家
の

平
安
を
保
証
さ
せ
る
体
制
の
確
立
に
連
動
し
て
︑
地
名
の
起
源
や

氏
姓
の
起
源
を
も
語
っ
て
い
る
︒祭
祀
の
確
立
は
︑古
代
人
に
と
っ

て
世
界
秩
序
の
確
立
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
れ
ら
の
起

源
説
話
は
物
語
っ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
︑
神
と
人
と
の
関
係
の
中
核
に
は
︑
神
と
巫
女
と
の
聖

な
る
婚
姻
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
人
間
界
は
人
間
界
だ
け
で
は
完

結
で
き
ず
︑
常
に
︑
世
俗
の
日
常
を
超
え
た
他
界
の
力
︑
す
な
わ

ち
原
自
然
︵
万
物
を
生
み
出
し
︑
司
る
根
源
的
力
︶
を
︑
聖
な
る

婚
姻
に
よ
っ
て
導
き
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
古
代
日
本
人
が
考
え

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
力
を
安
定
的
に
導

く
営
為
が
︑
血
縁
の
系
譜
と
い
う
︑
神
と
の
強
い
紐
帯
を
持
つ
︑

神
の
子
孫
に
よ
る
神
の
祭
祀
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

以
上
︑﹃
古
事
記
﹄
崇
神
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
三
輪
山
聖
婚

説
話
を
検
討
し
た
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
の
崇
神
紀
に
も
同
じ
大
物
主

神
に
関
わ
る
聖
婚
譚
で
あ
り
な
が
ら
全
く
違
う
結
末
の
話
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
で
︑
簡
単
に
筋
立
て
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

　

崇
神
天
皇
即
位
五
年
以
来
︑
疫
病
が
流
行
っ
て
国
が
荒
廃
し

た
11
︒
こ
れ
は
︑
統
治
者
た
る
自
分
に
徳
が
な
い
せ
い
で
は
な
い

か
と
憂
い
て
︑
崇
神
天
皇
は
神
々
の
意
向
を
知
る
た
め
に
占
い
を

行
っ
た
︵
即
位
七
年
春
二
月
一
五
日
条
︶︒
す
る
と
︑大
叔
母
︵
祖

父
孝
元
天
皇
の
姉
妹
︶
で
あ
る
倭

や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
とに
大
物
主

神
が
憑
依
し
て
︑
自
分
を
祀
れ
ば
国
に
平
安
を
も
た
ら
そ
う
と
告

げ
た
︒
天
皇
は
お
告
げ
に
従
っ
て
大
物
主
神
を
祀
っ
た
が
効
果
が

な
く
︑
夢
占
を
立
て
た
と
こ
ろ
︑
夢
に
大
物
主
神
が
現
れ
て
︑
自

分
の
子
で
あ
る
大
田
田
根
子
︵
意
富
多
々
泥
古
の
別
表
記
︶
に

よ
っ
て
自
分
を
祀
ら
せ
る
な
ら
ば
国
に
平
安
を
も
た
ら
そ
う
と
告

げ
た
1２
︒

　

さ
ら
に
︑
即
位
七
年
秋
八
月
七
日
に
は
︑
倭

や
ま
と

迹と

速は
や

神か
み

淺あ
さ

茅ぢ

原は
ら

目ま

妙く
わ
し

姫
︵
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
と
同
体
︶
と
穗ほ

積づ
み
の

臣お
み

の
遠
祖
で

あ
る
大お

ほ

水み

口く
ち

宿す
く

禰ね

と
伊い

勢せ
の

麻を
み
の績
君き
み

の
三
人
が
同
じ
夢
を
見
て
︑
天

皇
に
﹁
昨
晩
︑
夢
に
貴
人
が
現
れ
︑
大
田
田
根
子
命
の
こ
と
を

大
物
主
を
祀
る
神
主
に
し
て
︑
市い

ち

磯し
の

長な
が

尾お

市ち

の
こ
と
を
倭
や
ま
と
の

大お
ほ
く
に国

魂た
ま
の

神か
み

を
祀
る
神
主
に
す
れ
ば
︑
必
ず
や
天
下
太
平
と
な
る
と
教

え
示
し
た
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒

　

そ
こ
で
︑
大
田
田
根
子
を
天
皇
の
命
令
で
探
し
出
し
て
尋
ね
た

と
こ
ろ
︑
自
分
の
父
は
大
物
主
神
で
あ
り
︑
母
は
活
玉
依
媛
で
あ

る
と
名
乗
っ
た
︒
こ
の
大
田
田
根
子
と
市
磯
長
尾
市
を
神
主
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
を
祀
ら
せ
︑
さ
ら
に
八や

そ
よ
ろ
ず
の
も
ろ
か
み

十
萬
群
神
を
祀
り
︑

天あ
ま
つ
や
し
ろ
社
・
国
く
に
つ
や
し
ろ
社
・
神か
む
ど
こ
ろ地・
神か
ん
べ戸
を
定
め
た
︒
す
る
と
疫
病
が
止
み
︑

国
は
よ
う
や
く
鎮
ま
っ
た
︒

　

即
位
一
〇
年
︑﹁
聡
明
叡
智
︑
能
識
未
然
﹂︵
さ
と
く
︑
さ
か
し

く
︑
よ
く
ゆ
く
さ
き
の
こ
と
を
識し

れ
り
︶13
で
あ
る
倭
迹
迹
日
百
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襲
姫
命
は
少
女
の
歌
う
童わ
ざ
う
た謡
を
解
釈
し
︑
謀
反
の
企
て
を
見
抜
き

天
皇
を
助
け
た
︒
そ
の
後
︑
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
は
大
物
主
神
の

﹁
妻み

め

﹂
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
神
︵
夫
︶
は
常
に
昼
は
見
え

ず
︑
夜
し
か
現
れ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
は
夫

に
︑
明
日
の
朝
に
﹁
美う

る
は麗
し
き
威み
す
が
た儀
﹂
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ん

だ
と
こ
ろ
︑
夫
は
﹁
明
朝
︑
あ
な
た
の
櫛く

し

笥げ

︵
櫛
を
入
れ
る
箱
︶

に
入
る
が
︑
私
の
姿
に
驚
く
な
︒﹂
と
言
っ
た
︒
朝
︑
櫛
笥
を
見

る
と
﹁
美う

る
は麗
し
き
小こ
を
ろ
ち蛇
﹂
が
い
て
︑
そ
の
長
さ
と
太
さ
は
衣
の
紐

く
ら
い
で
あ
っ
た
︒倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
が
驚
き
叫
ん
だ
と
こ
ろ
︑

夫
は
人
に
戻
り
︑﹁
あ
な
た
は
私
に
恥
を
か
か
せ
た
︒
私
も
あ
な

た
に
恥
を
か
か
せ
よ
う
︒﹂
と
言
っ
て
大
空
を
踏
ん
で
︑
御み

諸も
ろ

山や
ま

︵
三
輪
山
︶
に
登
っ
て
い
っ
た
︒
倭
迹
々
姫
命
は
仰
ぎ
見
て
後
悔

し
て
腰
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
︑箸
が
陰ほ

と

を
突
き
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒

そ
こ
で
大お

お
ち市
︵
奈
良
県
桜
井
市
北
部
︶
に
葬
っ
た
︒
そ
の
墓
は
︑

箸は
し
の

墓み
は
かと
い
い
︑
昼
は
人
が
作
り
夜
は
神
が
作
っ
た
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
崇
神
紀
で
は
︑
天
皇
の
大
叔

母
で
あ
る
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
と
大
物
主
神
の
神
婚
譚
が
語
ら
れ

る
︒
大
物
主
神
祭
祀
を
行
い
そ
の
祟
り
を
鎮
め
た
大
田
田
根
子

︵﹃
古
事
記
﹄
で
は
意
富
多
々
泥
古
と
表
記
︶
の
母
親
と
し
て
活
玉

依
媛
︵﹃
古
事
記
﹄
で
は
活
玉
依
毘
売
と
表
記
︶
の
名
が
挙
げ
ら

れ
︑
大
物
主
神
と
結
婚
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
︑
そ
の
結
婚
に

ま
つ
わ
る
物
語
は
何
も
語
ら
れ
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
倭
迹
迹

日
百
襲
姫
命
と
大
物
主
神
の
婚
姻
と
︑
そ
の
破
綻
に
よ
る
﹁
神
の

嫁
﹂
の
死
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
︑
天
皇
の
大
叔
母
で
あ
る
︒
天

皇
の
姉
妹
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
の
親
族
に
は
︑
巫
女
と
し
て
神

に
仕
え
て
︑
神
か
ら
の
託
宣
を
伝
え
る
女
性
が
い
た
︒
日
本
古
代

に
は
︑
共
同
体
の
指
導
者
の
女
性
血
縁
者
が
託
宣
を
行
い
︑
そ
の

託
宣
に
基
づ
い
て
指
導
者
が
政
治
を
行
う
と
い
う
︑
政
治
と
宗
教

を
男
女
の
血
縁
で
分
掌
す
る
﹁
ヒ
メ
ヒ
コ
制
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
14
︒
遡
れ
ば
︑﹃
魏
志
倭
人
伝
﹄
に
も
︑
卑

弥
呼
に
は
﹁
夫
壻
﹂
が
お
ら
ず
︑﹁
男
弟
﹂
が
卑
弥
呼
を
助
け
て

政
治
を
行
っ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
た
︒
卑
弥
呼
は
﹁
鬼
道
﹂
に

事つ
か

え
る
巫
女
で
あ
り
︑
巫
女
と
し
て
﹁
神
の
嫁
﹂
で
あ
る
か
ら
人

間
の
男
性
と
は
結
婚
を
せ
ず
︑
弟
が
卑
弥
呼
の
宗
教
的
権
威
の
下

に
現
実
の
政
治
を
行
っ
て
い
た
︒

　

た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
ヒ
メ
ヒ
コ
制
﹂
は
︑
大
和
朝
廷
が
そ

の
祭
祀
体
制
を
確
立
し
て
く
る
と
と
も
に
周
縁
化
さ
れ
︑
わ
ず
か

に
︑
天
皇
の
女
性
血
族
を
派
遣
す
る
伊
勢
の
斎
宮
や
賀
茂
の
斎
院

に
そ
の
遺
制
が
見
ら
れ
る
に
留
ま
る
15
︒
巫
女
が
神
憑
り
し
て
伝

え
る
神
の
言
葉
で
は
な
く
て
︑
制
度
化
さ
れ
た
祭
祀
を
︑
身
分
的

に
安
定
し
た
男
性
神
職
が
定
期
的
に
勤
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
祭
祀
の
形
骸
化
と
言
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
︒
神
と
人
と
の
出
会
い
の
一
回
性
で
は
な
く
て
︑
安
定
性
が

四
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求
め
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ど
の
よ
う
な
託
宣
が
下
る
の
か

が
あ
ら
か
じ
め
不
明
で
あ
り
︑
神
は
人
間
の
意
表
を
つ
く
か
ら
こ

そ
︑
人
間
は
神
を
恐
れ
る
︒
し
か
し
︑
制
度
化
さ
れ
た
安
定
的
祭

祀
に
お
い
て
は
︑
神
と
人
と
の
緊
張
関
係
は
薄
れ
︑
人
間
は
神
を

自
由
に
使
役
し
︑
常
に
人
間
の
共
同
体
を
寿
ぐ
こ
と
を
強
要
す
ら

す
る
よ
う
に
な
る
︒
政
治
的
安
定
性
を
宗
教
的
安
定
性
に
よ
っ
て

裏
打
ち
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
一
連
の
話
の
中
で
は
︑
大
物
主
神
と
聖

な
る
婚
姻
を
結
び
託
宣
を
告
げ
る
︑
神
の
嫁
た
る
巫
女
に
よ
る
祭

祀
が
後
景
に
退
き
︑
天
皇
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
で
︑
大
物
主
神

と
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
る
大
田
田
根
子
一
族
︵
大
神
君
︶
が
祭
祀

を
掌
握
し
︑
さ
ら
に
︑
天
社
・
国
社
・
神
地
・
神
戸
が
定
め
ら
れ

た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
朝
廷
と
し
て
の
祭
祀
体
制
が

固
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
祭

祀
体
制
の
確
立
は
︑﹁
神
の
嫁
﹂
の
周
縁
化
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒

　

さ
て
︑
上
述
の
記
事
の
中
で
︑
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
︑
大
物

主
神
の
意
思
を
伝
え
る
と
と
も
に
︑
当
時
神
の
意
思
を
告
げ
る
も

の
と
さ
れ
た
童わ

ざ
う
た謡
を
少
女
が
歌
う
の
を
聞
い
て
︑
そ
れ
が
謀
反
の

企
て
の
予
言
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
︑
天
皇
を
助
け
る
︒

神
の
意
思
を
読
み
解
き
天
皇
を
助
け
た
こ
と
は
︑
倭
迹
迹
日
百
襲

姫
命
の
巫
女
と
し
て
の
能
力
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
そ
れ
に
続
い
て
書
か
れ
る
大
物
主
神
と
の
婚
姻
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
は
︑
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
巫
女
と
し
て
の

優
秀
性
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
︒
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
︑
自
分

か
ら
正
体
を
明
か
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
︑
正
体
を
見
せ
て
も
驚
く

な
と
言
わ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
の
正
体
が
小
蛇
で
あ
る

の
を
見
て
驚
き
叫
ぶ
︒
そ
れ
は
︑
神
に
対
す
る
拒
否
︑
反
抗
を
意

味
す
る
︒
怒
っ
た
神
は
三
輪
山
に
帰
っ
て
し
ま
い
︑
倭
迹
迹
日
百

襲
姫
命
は
陰ほ

と

を
箸
で
突
い
て
死
ん
で
し
ま
い
︑箸
墓
に
葬
ら
れ
た
︒

神
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
巫
女
は
︑
巫
女
と
し
て
の
命
を
断
た
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
を
︑
箸
で
突
か
れ
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
示
し
て
い
る
︒

　

こ
の
説
話
に
お
い
て
︑
箸
は
︑
大
物
主
神
そ
の
も
の
で
あ
る
小

蛇
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
説
話
は
︑
朝
廷
の
祭
祀
制
度

が
確
立
す
る
に
つ
れ
て
︑
巫
女
に
よ
る
祭
祀
が
周
縁
化
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
本
章

の
最
初
に
挙
げ
た
﹃
古
事
記
﹄
崇
神
記
の
物
語
も
︑
大
物
主
神
へ

の
祭
祀
が
﹁
神
の
嫁
﹂
か
ら
︑
朝
廷
の
承
認
の
下
︑
血
縁
で
つ
な

が
る
子
孫
に
よ
る
祭
祀
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と

も
言
え
る
16
︒
そ
れ
は
︑
神
の
絶
対
性
︑
す
な
わ
ち
原
自
然
の
絶

対
性
が
薄
れ
︑
人
間
の
祭
祀
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
も

の
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
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第
２
章　

大
物
主
神
の
特
質

　

さ
て
︑
次
に
大
物
主
神
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
大

物
主
神
は
︑﹃
古
事
記
﹄
で
は
神
武
記
に
丹
塗
矢
に
変
身
し
て
勢

夜
陀
多
良
比
売
と
結
婚
し
︑
生
ま
れ
た
子
が
神
武
天
皇
の
皇
后
と

な
っ
た
と
あ
り
︑
崇
神
記
に
は
︑
第
１
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
蛇

に
変
身
し
て
活
玉
依
毘
売
に
通
い
︑
生
ま
れ
た
子
の
子
孫
か
ら
後

に
自
ら
を
祀
ら
せ
る
意
富
多
々
泥
古
が
出
た
と
あ
る
︒

　

ま
た
︑
神
代
記
に
は
︑
海
の
彼
方
か
ら
や
っ
て
き
て
大
国
主
命

の
国
作
り
を
手
伝
っ
て
い
た
小す

く

名な

毘び

古こ

那な

神
が
事
業
半
ば
で
常
世

の
国
に
渡
っ
て
し
ま
い
︑
大
国
主
命
が
困
っ
て
い
る
と
大
物
主
神

が
や
っ
て
き
た
と
い
う
物
語
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
古
事
記
﹄

に
よ
れ
ば
︑
大
国
主
命
と
大
物
主
の
や
り
と
り
は
以
下
の
よ
う
で

あ
る
︒

　

是こ

の
時
に
︑
海
を
光て
ら

し
て
依よ

り
来く

る
神
有あ

り
︒
其
の
神
の
言
ひ

し
く
︑﹁
能よ

く
我あ

が
前ま
へ

を
治を
さ

め
ば
︑
吾あ
れ

︑
能よ

く
共と

与も

に
相あ
ひ

作
り
成な

さ
む
︒
若も

し
然し
か

ら
ず
は
︑
国
︑
成な

る
こ
と
難か
た

け
む
﹂
と
い
ひ
き
︒

爾し
か

く
し
て
︑
大お
ほ

国く
に

主ぬ
し

神の
か
み

曰い

ひ
し
く
︑﹁
然し
か

ら
ば
︑
治を
さ

め
奉ま
つ

る
状
か
た
ち

は
︑
奈い

か何
に
﹂
と
い
ひ
し
に
︑
答
へ
て
言
ひ
し
く
︑﹁
吾あ
れ

を
ば
︑

倭や
ま
との
青あ
を
か
き垣
の
東
ひ
む
か
しの
山
の
上う
へ

に
い
つ
き
奉ま
つ

れ
﹂
と
い
ひ
き
︒
此こ
れ

は
︑

御み
も
ろ
の
や
ま

諸
山
の
上う
へ

に
坐い
ま

す
神
ぞ
17
︒

﹇
現
代
語
訳
﹈　

こ
の
時
︑海
を
光
ら
せ
て
や
っ
て
き
た
神
が
い
た
︒

そ
の
神
は
﹁
私
の
こ
と
を
よ
く
祀
る
な
ら
ば
︑
私
は
あ
な
た
と
と

も
に
国
を
作
り
完
成
さ
せ
よ
う
︒
も
し
祀
ら
な
け
れ
ば
︑
国
を
完

成
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒﹂
と
言
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
大
国

主
命
が
﹁
そ
れ
な
ら
ば
︑ど
の
よ
う
に
祀
れ
ば
よ
い
の
か
﹂
と
言
っ

た
と
こ
ろ
︑﹁
私
を
大
和
の
青
垣
山
の
東
の
山
上
に
祀
れ
︒﹂
と
答

え
た
︒
こ
れ
は
︑
御
諸
山
︵
三
輪
山
︶
の
上
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
神

で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
大
物
主
神
の
性
質
を
知
る
上
で
参
照
す
べ
き
で
あ
る
の

が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
雄
略
紀
の
以
下
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
︒

　

七
年
の
秋
七
月
の
甲か

ふ

戌し
ゆ
つの
朔
つ
き
た
ちに
し
て
丙へ
い

子し

に
︑
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
︑
少
ち
ひ
さ

子こ

部べ
の

連む
ら
じ

蜾す
が
る蠃
に
詔
み
こ
と
の
りし
て
曰の
た
まは
く
︑﹁
朕わ
れ

︑
三み

諸も
ろ
の
を
か岳
の
神か
み

の
形
か
た
ち

を
見み

む
と
欲お
も

ふ
︒︿
或あ
る

い
は
云い

は
く
︑
此こ

の
山や
ま

の
神
を
ば
大お
ほ
も
の物
主ぬ
し

神の
か
み
と
す
と
い
ふ
︒
或
い
は
云
は
く
︑
菟う

田だ

の
墨す
み
さ
か坂
神の
か
み
な
り
と

い
ふ
︒﹀
汝い

ま
し︑
膂ち
か
ら力
人ひ
と

に
過す

ぎ
た
り
︒
自み
づ
から
行ゆ

き
て
捉と
ら

へ
来ま
ゐ
こ﹂
と

の
た
ま
ふ
︒
蜾す

が
る蠃
︑
答こ
た

へ
て
曰ま
を

さ
く
︑﹁
試
こ
こ
ろ
みに
往ま
か

り
て
捉と
ら

へ
む
﹂

と
ま
を
す
︒
乃す

な
は
ち
三
諸
岳
に
登の
ぼ

り
︑
大を
ろ
ち蛇
を
捉と

取ら

へ
て
︑
天
皇

に
示み

せ
奉
た
て
ま
つ
る
︒
天
皇
︑
斎も
の
い
み戒
し
た
ま
は
ず
︒
其
の
雷か
み

虺な
り
ひ
び虺
き

て
︑
目ま

な
こ精
赫か
か
や赫
く
︒
天
皇
︑
畏か
し
こみ
︑
目み
め

を
蔽お
ほ

ひ
て
見
た
ま
は
ず
︑

殿
お
ほ
と
の
の
う
ち
中
に
却し
り
ぞき
入い

り
︑
岳を
か

に
放
た
し
め
た
ま
ふ
︒
仍よ

り
て
改あ
ら
ため

て
名な

を
賜た
ま

ひ
て
雷
い
か
づ
ちと
す
18
︒
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﹇
現
代
語
訳
﹈　

雄
略
天
皇
即
位
七
年
秋
七
月
三
日
に
︑
天
皇
は
少

子
部
連
蜾
蠃
に
﹁
私
は
三
諸
岳
︵
三
輪
山
︶
の
神
の
姿
が
み
た
い
︒

︿
別
の
伝
に
よ
る
と
︑
こ
の
山
の
神
を
大
物
主
神
と
い
う
こ
と
だ
︒

ま
た
別
の
伝
に
よ
る
と
︑
菟
田
の
墨
坂
神
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒﹀

お
前
は
力
が
人
並
外
れ
て
い
る
︒
お
前
自
ら
行
っ
て
捕
ま
え
て
き

な
さ
い
︒﹂
と
命
じ
ら
れ
た
︒
蜾
蠃
は
﹁
行
っ
て
捉
え
て
み
ま
し
ょ

う
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒
す
ぐ
に
三
諸
岳
に
登
っ
て
大
蛇
を
捕
ら

え
て
天
皇
に
見
せ
申
し
た
︒
天
皇
は
︵
大
蛇
に
対
し
て
忌
み
か
し

こ
む
姿
勢
を
見
せ
ず
︶
斎
戒
な
さ
ら
な
か
っ
た
︒
す
る
と
︵
斎
戒

を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
怒
り
︶
大
蛇
は
雷
鳴
を
と
ど
ろ
か
せ
︑
そ

の
目
を
光
ら
せ
た
︒
天
皇
は
畏
怖
し
か
し
こ
ま
っ
て
︑
目
を
覆
い

大
蛇
を
見
な
い
よ
う
に
な
さ
っ
て
殿
中
に
隠
れ
た
︒︵
天
皇
は
︶

そ
の
大
蛇
を
丘
に
放
た
せ
︑
そ
の
丘
に
改
め
て
名
を
お
与
え
に
な

り
︑
雷
の
丘
と
し
た
︒

　

以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
︑
大
物
主
神
の
性
格
を
検
討
し
て
み

よ
う
︒
ま
ず
︑
大
物
主
神
の
娘
が
初
代
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
の

皇
后
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
︒
天
孫
降
臨
し

た
邇に

に邇
芸ぎ
の

命み
こ
とは
︑
山
神
で
あ
る
大
山
津
見
神
の
娘
で
あ
る
木こ
の

花は
な

之の

佐さ

久く

夜や

毘び

売め

と
結
婚
し
︑
そ
の
息
子
で
あ
る
火ほ

遠を
り
の理
命み
こ
とは
海

神
で
あ
る
綿
津
見
神
の
娘
で
あ
る
豊
玉
毘
売
命
と
結
婚
し
︑
そ
の

息
子
で
あ
る
鵜う

葺が

草や

葺ふ
き

不あ
え
ず
の合
命み
こ
とは
母
の
妹
︵
叔
母
︶
で
あ
る
玉

依
毘
売
命
と
結
婚
し
︑
神
武
天
皇
が
生
ま
れ
た
︒

　

天
照
大
神
か
ら
葦
原
中
国
す
な
わ
ち
日
本
の
国
を
永
遠
に
統
治

せ
よ
と
の
命
令
を
受
け
て
地
上
に
下
っ
た
邇
邇
芸
命
︑
そ
し
て
︑

そ
の
子
︑
孫
で
あ
る
火
遠
理
命
︑
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
︑
い
わ
ゆ

る
日
向
三
代
の
結
婚
相
手
の
女
性
は
︑
山
神
や
海
神
の
娘
︑
す
な

わ
ち
自
然
の
力
を
神
格
化
し
た
神
々
の
娘
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を

持
つ
︒
こ
の
こ
と
は
︑
統
治
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
自
然
の

力
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
だ
ろ

う
︒
共
同
体
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
︑
自
然
の
力
を
導
入
し

た
上
で
そ
れ
を
整
序
し
︑
共
同
体
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
る
か
た

ち
で
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
統

治
の
系
譜
を
引
き
継
ぎ
︑
大
和
朝
廷
の
初
代
天
皇
で
あ
る
神
武
天

皇
も
ま
た
︑
大
物
主
神
と
い
う
﹁
モ
ノ
﹂
の
首
領
で
あ
る
神
の
娘

を
娶
る
の
で
あ
る
︒

　

大
物
主
神
の
名
前
の
中
に
あ
る
﹁
モ
ノ
﹂
と
は
一
般
に
﹁
畏
怖

さ
れ
る
魔
的
な
対
象
﹂
で
あ
り
︑
魔
物
︑
鬼
︑
精
霊
︑
魑
魅
魍
魎

と
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
統
治
す
る
側
か
ら
見
て
︑
整
序
し
尽
く

す
こ
と
の
で
き
な
い
︑
す
な
わ
ち
︑
現
世
の
論
理
や
言
葉
に
よ
っ

て
は
分
節
化
し
き
れ
な
い
︑
畏
怖
す
べ
き
力
そ
の
も
の
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
19
︒
こ
の
よ
う
な
力
の
制
御
は
︑
共
同
体
の
繁
栄
に

と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
る
︒
そ
の
力
に
対
す
る
対
応
を
間
違
え
る

と
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
崇
神
紀
の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
の
よ
う
に
命
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を
失
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
な
大
物
主
神
の
統
治
し
き
れ
な
い

力
の
端
的
な
発
現
と
し
て
は
︑
大
物
主
神
の
祟
り
と
し
て
起
こ
っ

た
崇
神
朝
の
疫
病
の
流
行
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
そ
の
よ
う
な
力
は
︑
崇
神
朝
に
お
い
て
は
︑
そ
の
神
の
子

孫
が
祭
祀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
と
り
あ
え
ず
の
安
定
を
見
る
の

で
あ
る
︒
こ
の
﹁
モ
ノ
﹂
と
は
︑
制
御
し
き
れ
な
い
自
然
の
力
の

一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒

　

さ
て
︑
大
物
主
神
に
つ
い
て
は
︑
蛇
神
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
古
事
記
﹄
神
代
記
の
﹁
海
を
光

し
て
依
り
来
る
神
﹂
も
ま
た
︑
蛇
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
２０
︒
ま

た
︑
こ
の
蛇
神
は
上
述
の
雄
略
紀
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
天
皇
を
も

驚
か
せ
る
よ
う
な
︑
光
を
発
す
る
雷
神
と
し
て
現
れ
て
い
る
２1
︒

ま
た
︑
雷
に
は
雨
を
伴
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
一
般
に
雷
神
は
水
を
司

る
水
神
と
も
さ
れ
︑
さ
ら
に
農
耕
の
豊
饒
を
司
る
田
の
神
と
も
さ

れ
た
２２
︒
次
章
で
は
︑
特
に
︑
蛇
神
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
て

み
よ
う
︒

第
３
章　

蛇
神
信
仰
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て

　

さ
て
︑
大
物
主
神
は
︑
蛇
体
と
し
て
顕
れ
る
点
に
大
き
な
特
徴

が
あ
っ
た
︒
蛇
神
に
対
す
る
信
仰
は
︑
す
で
に
諸
家
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
︑
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
各
地
で
見
ら
れ
る
︒
古
今

東
西
の
蛇
神
信
仰
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
ギ
リ
シ
ア
で
は
蛇
神
オ

ピ
ー
オ
ー
ン
が
宇
宙
卵
に
巻
き
付
い
て
孵
化
さ
せ
世
界
を
生
み
出

し
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
葡
萄
と
穀
物
の
神
か
つ
知
識
︑
健
康
︑
幸

運
を
司
る
神
で
あ
る
ア
ガ
ト
ダ
イ
モ
ー
ン
も
蛇
神
で
あ
り
︑
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
聖
獣
に
も
蛇
が
い
た
︒
イ
ン
ド
で
は
蛇
神
ナ
ー
ガ

は
イ
ン
ダ
ス
文
明
以
来
信
仰
さ
れ
て
お
り
仏
教
で
も
八
部
衆
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
︒
中
国
に
は
人
類
の
始
祖
と
さ
れ
る
人
頭
蛇
身
の

夫
婦
神
で
あ
る
伏
羲
と
女
媧
が
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
は
王
権
の
守

護
者
と
さ
れ
た
ウ
ラ
エ
ウ
ス
が
︑
古
代
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
圏
に

は
﹁
羽
毛
あ
る
蛇
﹂
で
表
さ
れ
る
ケ
ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
が
お
り
︑

古
く
よ
り
世
界
各
地
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
蛇
神
が
信
仰
さ
れ
た
︒

　

日
本
で
は
︑
す
で
に
縄
文
中
期
の
遺
跡
か
ら
頭
に
と
ぐ
ろ
を
ま

く
蛇
を
載
せ
た
女
性
土
偶
が
発
見
さ
れ
て
お
り
︑
蛇
巫
︵
蛇
神
信

仰
に
基
づ
く
シ
ャ
ー
マ
ン
︶
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
２3
︒
ま
た
縄
文
土
器
に
は
蛇
の
姿
の
装
飾
を
持
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
り
︑
蛇
の
模
様
の
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
︑
縄
文
人

が
蛇
神
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
２4
︒

　

蛇
は
手
足
が
な
く
︑
体
を
く
ね
ら
せ
な
が
ら
素
早
く
進
み
︑
獲

物
を
丸
飲
み
に
す
る
と
い
う
特
異
な
身
体
の
形
状
や
機
能
を
持
つ

こ
と
︑
脱
皮
を
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
︑
畏
敬
の
対
象
と
な
り
︑
永

遠
の
生
命
を
持
つ
豊
穣
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
︒

日
本
で
は
︑
蛇
は
湿
地
に
生
息
し
︑
ま
た
川
や
海
を
泳
ぐ
こ
と
も

で
き
る
な
ど
水
と
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
︑
水
を
司
る
水
神
と
し

四
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て
信
仰
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
形
状
が
︑
稲
光
り
が
走
る
姿
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
雷
神
と
も
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
水
は
︑
稲
作
に

と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
蛇
は
水
を
司
る
田
の

神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
た
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
蛇
神
信
仰
は
︑
上
述
の
よ
う
に
縄
文
時
代
に
も

遡
り
得
︑
そ
の
後
稲
作
と
と
も
に
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ

の
蛇
神
信
仰
の
変
質
を
物
語
る
興
味
深
い
記
事
が
︑﹃
常
陸
国
風

土
記
﹄︵﹃
常
陸
風
土
記
﹄︶行な

め
が
た
ぐ
ん

方
郡
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
常

陸
国
風
土
記
﹄
は
︑
常
陸
︵
茨
城
県
︶
の
地
理
や
伝
承
を
ま
と
め

た
書
で
︑
和
銅
六
年
︵
七
一
三
︶
に
中
央
官
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
︑
国
司
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
﹁
解げ

文ぶ
み

﹂︵
下
級
官
庁
か
ら

上
級
官
庁
に
提
出
す
る
正
式
書
類
︶
で
あ
る
︒

　
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
成
立
の
前
年
に
は
﹃
古
事
記
﹄︑
そ
し
て
養

老
四
年
︵
七
二
〇
︶
に
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
が
成
立
し
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
︒
当
時
︑
朝
廷
は
︑
日
本
国
の
正
式
な
記
録
︑
つ

ま
り
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
治
の
正
当
性
を
︑
歴
史
と
地
理
︑
す
な

わ
ち
時
間
と
空
間
の
両
側
面
か
ら
確
定
す
る
記
録
を
残
そ
う
と
し

て
い
た
︒
こ
の
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
も
そ
の
一
環
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

行
方
郡
の
記
事
で
は
︑﹁
や
と
﹂︵
や
つ
︶
す
な
わ
ち
︑
谷
あ
い

の
低
湿
地
に
住
む
や
と
の
神
︵
=
蛇
神
︶
に
つ
い
て
︑
そ
の
居
住

地
が
︑
天
皇
の
名
の
下
で
開
墾
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
畏
敬
さ

れ
る
べ
き
対
象
か
ら
支
配
対
象
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
い
う
物

語
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
本
文
を
見
て
み
よ
う
︒

　

古ふ
る

老お
き
なの
曰い

へ
ら
く
︑
石い
わ
れ村
の
玉た
ま

穂ほ

の
宮み
や

に
大お
ほ

八や

洲し
ま

馭し
ろ

し
め
し

し
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
の
み
世よ

に
︑
人ひ
と

あ
り
︒
箭や

括は
ず

の
氏う
じ

麻ま

多た

智ち

と
い
ふ
︒
郡
こ
ほ
り

よ
り
西に
し

の
谷た
に

の
葦あ
し
は
ら原
を
墾ひ

ら闢
き
て
新あ
ら

た
に
治は

り
し
田た

を
献
た
て
ま
つり
き
︒

こ
の
時と

き

︑
夜や

刀と

の
神
︑
相む群
れ
引ひ

き
率ゐ

て
︑
悉こ
と
ご
と尽
く
に
到い
た

り
来き

て
︑

左か
に
か
く右
に
防さ障
へ
て
︑
耕た

佃つ
く

る
こ
と
な
か
ら
し
む
︒︿
俗
く
に
ひ
と

云い

は
く
︑

蛇へ
み

を
謂い

ひ
て
夜や

刀と

の
神か
み

と
為な

す
︒
そ
の
形
か
た
ち

蛇へ
み

の
身み

に
し
て
頭か
し
らに

角つ
の

あ
り
︒
率ひ
き

ゐ
て
難
わ
ざ
は
ひを
免ま
ぬ
がる
る
時と
き

に
︑
見み

る
人ひ
と

あ
ら
ば
︑
家い

へ門

を
破ほ

ろ
ぼ滅
し
子う
み
の
こ孫
継つ

が
ず
︒
凡お
ほ
よ
そ
こ
の
郡こ
ほ
り
の
側
か
た
は
ら
の
郊の

原は
ら

に
甚い
と

多さ
は

に
住す

め
り
︒﹀
こ
こ
に
︑
麻ま

た

ち
多
智
︑
大い
た

く
怒い
か

り
の
情こ
こ
ろ
を
起お

こ
し
︑

甲よ
ろ
ひ鎧
を
著つ被
け
︑
自み
づ
か身
ら
仗ほ
こ

を
執と

り
︑
打う

ち
殺こ
ろ

し
駈お
ひ
や
ら逐
ひ
き
︒
す

な
は
ち
︑
山や

ま
ぐ
ち口
に
至い
た

り
︑
標し
め

の
梲う
だ
ちを
堺さ
か
いの
堀ほ
り

に
置た

て
︑
夜や

刀と

の
神か
み

に
告つ

げ
て
云い

ひ
し
く
︑﹁
此こ
こ

よ
り
以か

み上
は
︑
神か
み

の
地と
こ
ろと
為な

す
を
聴ゆ
る

す
︒
此こ
こ

よ
り
以し

も下
は
︑
人ひ
と

の
田た

を
作つ
く

る
べ
し
︒
今い
ま

よ
り
以の

ち後
︑
吾わ

れ
神か
み

の
祝は
ふ
りと
為な

り
て
︑
永と
こ
し
へ代
に
敬ゐ
や

ひ
祭ま
つ

ら
む
︒
冀ね
が

は
く
は
な
祟た
た

り

そ
︑
な
恨う
ら

み
そ
﹂
と
い
ひ
て
︑
社や
し
ろ
を
設ま

け
初は
じ

め
て
祭ま
つ

り
き
と
い

へ
り
︒
す
な
は
ち
還ま

た

︑
耕
つ
く
り

田だ

一と
と
こ
ろ

十
町
余あ
ま

り
を
発ひ
ら

き
︑
麻ま

た

ち
多
智
の

子う
み
の
こ孫
︑
相あ
ひ

承う

け
て
祭ま
つ
りを
致い
た

し
て
︑
今い
ま

に
至い
た

る
も
絶た

え
ず
︒

　

そ
の
後の

ち

︑
難な
に

波は

の
長な
が

柄ら

の
豊と
よ
さ
き前
の
大お
ほ
み
や宮
に
臨
あ
め
の
し
た
し
ろ
軒
し
め
し
し

天す
め
ら
み
こ
と
皇
の
み
世よ

に
至い
た

り
︑
壬み

生ぶ
の

連む
ら
じ

麿ま
ろ

︑
初は
じ

め
て
そ
の
谷た
に

を
占し

めめ
︑
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池い
け

の
堤つ
つ
み
を
築つ

か
し
め
し
時と
き

に
︑
夜や

刀と

の
神か
み

︑
池い
け

の
辺へ

の
椎し
ひ

の
株き

に
昇の
ぼ

り
集つ
ど

ひ
て
︑
時と
き

を
経ふ

れ
ど
も
去さ

ら
ざ
り
き
︒
こ
こ
に
︑
麿ま
ろ

︑

声こ
え

を
挙あ

げ
て
大た

け言
び
し
く
︑﹁
こ
の
池い
け

を
修お
さ

め
し
め
︑
要ち
か
は
し
め盟
て
︑

民た
み

を
活い

か
さ
む
と
す
︒
何な
に

の
神
あ
ま
つ
か
み

誰た
れ

の
祇
く
に
つ
か
みぞ
︑
風お
も
む
け化
に
従し
た
がは

ざ
る
﹂
と
言い

ひ
き
︒
す
な
は
ち
︑
役え
だ
ちの
民た
み

に
令の

り
て
云い

ひ
し
く
︑

﹁
目め

に
見み

ゆ
る
雑
く
さ
ぐ
さの
物も
の

︑
魚う
を

虫む
し

の
類た
ぐ
ひは
︑
憚は
ば
かり
懼お
そ

る
る
こ
と
な
く
︑

随こ
と
ご
と尽
に
打う

ち
殺こ
ろ

せ
﹂
と
い
ふ
︒
言い
ひ

了を
は

る
す
な
は
ち
神あ
や

し
き
蛇へ
み

避さ

り

隠か
く

り
き
︒
謂い

は
ゆ
る
そ
の
池い
け

を
︑
今い
ま

に
椎し
ひ

の
井ゐ

と
号な
づ

く
︒
池い
け

の
西に
し

に
椎し
ひ
の
き株
あ
り
︒
清し
み
づ泉
出い

づ
れ
ば
︑
井ゐ

を
取と

り
て
池い
け

に
名な

づ
く
︒
す

な
は
ち
︑
香か

島し
ま

に
向む

か
ふ
陸く
が

の
駅う
ま

道や
ぢ

な
り
２5
︒

﹇
現
代
語
訳
﹈　

古
老
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た
︒
昔
︑
継
体
天
皇
の

御
世
に
︑
一
人
の
人
物
が
い
た
︒
箭
括
氏
の
麻
多
智
と
い
っ
た
︒

郡
の
役
所
の
西
の
谷
の
葦
原
を
開
墾
し
た
新
田
を
献
上
し
た
︒
そ

の
時
︑
夜
刀
の
神
た
ち
が
群
れ
を
な
し
て
現
れ
出
て
来
て
︑
左
右

に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
︑
田
を
耕
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
︒︵
地
元

の
人
が
言
う
の
に
は
︑
蛇
の
こ
と
を
夜
刀
の
神
と
呼
ぶ
︒
身
の
形

は
蛇
で
あ
る
が
︑
頭
に
角
が
あ
る
︒
災
い
を
免
れ
よ
う
と
し
て
皆

を
引
き
連
れ
て
逃
げ
る
際
に
︑
も
し
ふ
り
向
い
て
そ
の
神
の
姿
を

見
て
し
ま
っ
た
ら
︑
家
門
は
破
滅
し
︑
子
孫
は
絶
え
る
︒
普
段
は

郡
の
役
所
の
傍
ら
の
野
に
群
れ
固
ま
っ
て
住
ん
で
い
る
︒︶
怒
っ

た
麻
多
智
は
︑
鎧
を
着
け
︑
鉾
を
手
に
し
て
打
ち
殺
し
追
い
払
っ

た
︒
そ
し
て
山
の
入
り
口
の
境
の
堀
に
標し

る
しの
杖
を
立
て
︑﹁
こ
こ

よ
り
上
を
神
の
住
み
か
と
し
︑
下
を
人
の
作
る
田
と
し
よ
う
︒
今

日
か
ら
私
は
祭
祀
者
と
な
っ
て
︑
代
々
︑
神
と
し
て
敬
っ
て
祭
祀

を
行
お
う
︒
ど
う
か
祟
っ
た
り
恨
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
︒﹂
と

夜
刀
の
神
に
言
っ
て
︑
社
を
設
け
て
︑
祀
り
始
め
た
と
伝
え
て
い

る
︒
そ
れ
以
来
︑
十
町
︵
九
万
九
千
一
七
四
㎡
︶
あ
ま
り
の
新
田

を
開
墾
し
︑
麻
多
智
の
子
孫
は
︑
今
日
に
至
る
ま
で
代
々
こ
の
祭

祀
を
絶
や
す
こ
と
な
く
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
︒

　

後
に
︑
孝
徳
天
皇
の
御
世
に
︑
壬
生
連
麿
が
こ
の
谷
を
治
め
る

こ
と
に
な
り
︑
池
の
堤
を
築
い
た
時
に
︑
夜
刀
の
神
は
︑
池
の
ほ

と
り
の
椎
の
木
に
登
り
群
れ
て
︑時
が
経
っ
て
も
去
ら
な
か
っ
た
︒

連
麿
は
︑
大
声
を
挙
げ
て
﹁
堤
を
築
き
︑
神
に
も
服
従
を
誓
わ
せ

て
︑
民
の
生
活
を
守
る
の
で
あ
る
︒
ど
の
天
つ
神
︑
ど
の
国
つ
神

が
天
皇
の
命
令
に
従
わ
な
い
の
か
︒︵
い
や
︑
従
わ
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︶﹂
と
言
い
︑
さ
ら
に
工
事
の
た
め
に
集
め

た
民
に
︑﹁
目
に
見
え
る
動
物
た
ち
︑
魚
虫
の
類
は
︑
は
ば
か
り

恐
れ
る
こ
と
な
く
︑皆
す
べ
て
殺
し
な
さ
い
︒﹂と
言
う
や
い
な
や
︑

怪
し
い
蛇
は
逃
げ
隠
れ
た
︒
そ
の
池
は
︑
今
︑
椎
井
の
池
と
呼
ば

れ
る
︒池
の
西
に
椎
の
木
が
あ
る
︒清
水
の
出
る
井
も
あ
り
︑﹁
井
﹂

と
い
う
字
を
取
り
入
れ
て
池
の
名
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

香
島
に
向
か
う
陸
の
駅
道
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑
継
体
天
皇
︑
孝
徳
天
皇
の
時
代
に
起
こ
っ
た
蛇
神
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︵
夜
刀
神
︶
に
対
す
る
信
仰
の
変
遷
が
描
か
れ
て
い
る
２6
︒
蛇
神

に
対
す
る
態
度
は
︑
三
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
２7
︒

①　

注
記
で
言
及
さ
れ
る
最
古
の
時
代
:
蛇
は
﹁
や
と
﹂︵
=
谷

や
つ︵
や
と
︶︶

の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
︑
谷
を
占
有
し
て
い
る
︒
見
る
と
命

が
奪
わ
れ
る
と
い
う
畏
怖
す
べ
き
存
在
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
︒

②　

継
体
天
皇
の
時
代
:
箭
括
氏
の
麻
多
智
が
﹁
や
つ
﹂
を
新
田

開
発
し
︑
境
界
を
確
定
し
蛇
を
山
上
に
追
い
や
る
代
わ
り
に
︑
子

孫
代
々
︑﹁
や
つ
﹂
の
神
を
祭
祀
す
る
こ
と
に
し
た
︒
新
田
も
箭

括
氏
が
代
々
受
け
継
い
だ
︒

③　

孝
徳
天
皇
の
時
代
:
壬
生
連
麿
が
︑
こ
の
谷
に
池
の
堤
を
築

こ
う
と
し
た
時
に
︑
池
の
ほ
と
り
の
椎
の
木
に
蛇
が
集
ま
っ
て
き

て
邪
魔
を
し
た
︒
連
麿
は
天
皇
の
﹁
風
化
﹂
に
従
わ
せ
る
と
い
う

こ
と
で
︑
邪
魔
を
す
る
蛇
な
ど
の
﹁
魚
虫
の
類
は
み
な
殺
せ
﹂
と

命
令
し
た
の
で
︑
蛇
は
逃
げ
て
い
っ
た
︒
こ
の
池
は
椎
井
の
池
と

呼
ば
れ
て
い
る
︒

　

ま
ず
︑
最
古
の
第
一
段
階
は
︑
谷
を
角
の
あ
る
蛇
神
が
占
拠
し

て
い
る
状
態
で
あ
る
２8
︒
低
湿
地
は
蛇
の
住
処
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

﹁
谷や

つ

﹂
は
︑
蛇
神
の
い
る
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
︒
人
間
は
そ

こ
に
む
や
み
に
近
付
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
姿
を
見
る
と
命
が
奪
わ

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
古
代
人
の
生
活
を
大
き
く
左
右
す
る
自
然

そ
の
も
の
が
︑
祟
り
を
与
え
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
恵
み
を
与
え
る

場
合
も
あ
る
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
︑
自
然
を

神
格
化
し
た
神
も
ま
た
両
義
的
性
格
を
持
つ
︒
人
間
は
神
を
祀
る

こ
と
に
よ
っ
て
何
と
か
恵
み
を
最
大
限
引
き
出
し
︑
祟
り
を
最
小

限
に
抑
え
よ
う
と
す
る
が
︑
そ
の
決
定
権
は
神
に
あ
り
︑
人
間
は

神
に
翻
弄
さ
れ
︑
祟
ら
れ
る
こ
と
を
完
全
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
こ
れ
が
︑
村
落
共
同
体
に
お
け
る
土
着
の
神
祭
祀
の
基
本

形
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
第
二
段
階
と
な
る
と
︑
村
落
共
同
体
と
し
て
の
閉
じ

る
の
で
は
な
く
て
︑
村
落
共
同
体
を
も
含
め
て
日
本
全
体
を
統

べ
る
中
央
の
権
力
が
介
入
し
て
く
る
話
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
ま
ず
︑
最
初
に
﹁
石い

わ
れ村
の
玉
穂
の
宮
に
大お
ほ

八や

洲し
ま

馭し
ろ

し
め
し
し

天す
め
ら
み
こ
と
皇
︵
継
体
天
皇
︶
の
み
世
﹂
と
︑﹁
み
世
﹂
と
い
う
時
代
が

指
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
そ
こ
は
︑
天
皇
の
統

治
の
力
が
及
ぶ
時
空
で
あ
り
︑﹁
郡
﹂︑
す
な
わ
ち
中
央
政
府
の
出

先
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
新
た
に
新
田
開
発
を
す
る
場
所
が

﹁
郡
よ
り
西
の
谷
の
葦
原
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
郡
の
役

所
を
中
心
と
し
て
措
定
さ
れ
る
場
所
で
新
田
開
発
が
行
わ
れ
る
︒

　

こ
の
開
発
事
業
を
行
う
︑
箭
括
氏
の
麻
多
智
に
つ
い
て
は
︑
他

の
史
料
に
出
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
定
説
が
な
く
︑
名
前
に
含
ま
れ

る
﹁
矢
筈
﹂︵
矢
の
上
端
の
切
込
み
の
入
っ
た
︑
弦
を
受
け
る
所
︶

や
﹁
た
ち
﹂︵
太
刀
︶
か
ら
︑
朝
廷
で
軍
事
や
祭
祀
を
担
っ
た
物

部
氏
の
系
譜
の
人
物
と
い
う
説
も
あ
れ
ば
︑
矢
も
刀
も
そ
の
形
状

か
ら
古
代
に
お
い
て
は
蛇
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
︑

四
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蛇
神
を
祀
っ
て
い
た
土
着
の
豪
族
と
い
う
説
も
あ
る
︒
箭
括
氏
に

つ
い
て
も
︑
麻
多
智
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
正
体
は
正
確
に
は
定
め

が
た
い
が
︑
た
だ
言
え
る
の
は
︑
ど
ち
ら
に
し
て
も
︑
朝
廷
の
威

光
を
背
負
っ
て
開
発
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒そ
れ
は
︑

開
墾
し
た
新
田
を
朝
廷
に
﹁
献
﹂
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
︵
実
効
支
配
権
は
麻
多
智
一
族
が
保
持
し
て
い
た

に
せ
よ
︶︒
た
と
え
土
豪
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
麻
多
智
は
︑
朝

廷
と
関
係
を
保
ち
つ
つ
朝
廷
の
威
光
を
背
負
っ
て
開
発
を
行
っ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
２9
︒

　

し
か
し
︑
蛇
神
は
︑
自
分
た
ち
が
占
拠
す
る
谷
を
開
発
し
︑
田

へ
と
改
め
よ
う
と
す
る
麻
多
智
ら
を
妨
害
す
る
︒
ま
さ
に
原
自
然

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
蛇
神
は
︑
人
間
が
自
分
た
ち
の
住
処
に
好
き

勝
手
に
侵
入
し
︑
人
間
の
生
活
の
場
へ
と
変
え
る
こ
と
は
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
麻
多
智
は
︑
妨
害

す
る
蛇
神
た
ち
を
武
装
し
て
殺
し
追
い
払
っ
た
︒
武
士
と
は
︑
戦

闘
者
で
あ
る
と
同
時
に
︑
た
と
え
ば
源
頼
光
の
化
け
物
︵
酒
呑
童

子
・
土
蜘
蛛
︶
退
治
や
源
三
位
頼
政
の
鵺ぬ

え

退
治
な
ど
の
説
話
か
ら

も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
︑
怪
異
や
霊
異
と
対
峙
す
る
宗
教
者
で
も

あ
る
3０
︒
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
こ
で
麻
多
智
が
武
装
し

て
い
る
意
味
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
鎧
を
着
て
鉾
を
持
つ

と
い
う
の
は
︑
霊
的
存
在
と
戦
う
装
束
で
も
あ
る
の
だ
︒

　

戦
い
の
結
果
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
朝
廷
に
国
司
か
ら
提
出
す
る

文
書
に
︑
朝
廷
の
威
光
を
背
負
っ
た
側
が
負
け
る
物
語
が
書
か
れ

る
こ
と
は
な
い
︒
麻
多
智
は
勝
利
し
︑谷
を
新
田
と
し
て
開
発
し
︑

﹁
標し

め

の
梲う
だ
ちを
堺
の
堀
に
置た

て
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
土
地
の
境
界
の
印
の

杖
を
境
の
堀
に
立
て
て
︑
堀
を
挟
ん
で
山
と
里
と
の
領
域
を
確
定

し
た
︒
里
は
人
の
生
活
す
る
領
域
︑
山
は
神
の
領
域
と
分
け
︑
麻

多
智
は
山
の
入
り
口
に
社
を
立
て
︑蛇
神
を
祀
る
こ
と
を
誓
っ
た
︒

蛇
神
は
︑
谷
か
ら
山
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
代
わ
り
に
﹁
永と

こ
し
へ代
に
﹂︑

麻
多
智
の
子
孫
か
ら
代
々
祭
祀
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
麻
多

智
に
お
い
て
は
︑
祭
祀
に
よ
っ
て
最
大
限
の
恵
み
を
引
き
出
し
︑

祟
り
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
は
前
代
と
変
わ
ら
な
い
が
︑
そ
こ
に

朝
廷
の
力
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
に
︑
自
然
の
力
の

不
定
性
は
減
少
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
質
的
に
言
え
ば
︑

人
間
の
祭
祀
は
神
か
ら
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
場
合
と
も
ら
え
な

い
場
合
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
ま
さ
に
自
然
を
人

間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
︑

そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
さ
が
︑
朝
廷
の
威
光
が
加
わ
る
こ
と

に
よ
り
減
少
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
し
て
麻
多
智
は
︑
新
田
開
発
に
よ
っ
て
一
族
が

代
々
耕
す
土
地
を
確
保
す
る
と
同
時
に
︑
開
発
に
よ
っ
て
追
放
し

た
蛇
神
を
﹁
今
に
至
る
ま
で
﹂
代
々
祀
り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

稲
作
を
継
続
す
る
限
り
︑
人
々
は
︑
水
を
司
る
と
さ
れ
た
蛇
神
に

対
す
る
祭
祀
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

五
〇



　

そ
し
て
︑
第
三
段
階
は
︑
継
体
天
皇
の
時
代
か
ら
は
約
一
五
〇

年
下
っ
た
孝
徳
天
皇
の
時
代
で
あ
る
︒﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
に
お

け
る
孝
徳
朝
期
は
︑
建
国
︑
建
郡
の
画
期
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
︑

ま
さ
に
こ
の
時
期
に
壬
生
連
麿
が
こ
の
谷
を
﹁
初
め
て
﹂
治
め
る

こ
と
に
な
っ
た
︒
壬
生
連
麿
は
︑
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
た
律
令
国

造
で
あ
り
︑
茨
城
国
造
を
つ
と
め
た
︒
前
段
の
麻
多
智
よ
り
も
︑

さ
ら
に
朝
廷
と
密
着
し
た
人
物
で
あ
る
︒
壬
生
連
麿
は
︑
谷
を
治

め
︑
そ
こ
に
池
の
堤
を
築
こ
う
と
し
た
︒

　

す
る
と
︑
池
の
ほ
と
り
の
木
に
﹁
夜
刀
の
神
﹂
が
集
ま
っ
て
来

た
︒
こ
れ
は
︑
自
分
た
ち
を
排
除
し
て
勝
手
に
谷
︑
と
り
わ
け
水

を
支
配
し
よ
う
と
す
る
力
に
対
す
る
蛇
神
の
抵
抗
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
︒
し
か
し
︑
連
麿
は
︑
ひ
る
む
こ
と
な
く
︑
築
堤
は
︑
朝

廷
が
民
の
生
活
の
利
便
の
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
り
︑
天
神
地
祇

は
す
べ
て
朝
廷
の
威
光
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
こ
こ

で
は
︑﹁
民
の
た
め
の
政
治
﹂
と
い
う
儒
教
的
理
念
が
は
っ
き
り

と
打
ち
出
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
皇
祖
神
を
頂
点
と
す
る
天
神
地
祇

の
神
々
の
秩
序
か
ら
︑
夜
刀
の
神
が
夜
刀
の
神
そ
れ
自
身
と
し
て

は
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
地
祇
と
し
て
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒

　

そ
し
て
︑
連
麿
は
︑
堤
の
工
事
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
々
に
︑﹁
魚

虫
の
類
﹂
は
恐
れ
ず
う
ち
殺
せ
と
命
令
す
る
︒
こ
こ
で
蛇
は
︑
も

は
や
﹁
夜
刀
神
﹂
で
は
な
く
︑
単
な
る
﹁
魚
虫
﹂
の
一
種
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
連
麿
の
言
葉
を
聞
い
て
蛇
は
逃

げ
て
い
っ
た
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
示
さ
れ
て
い
る

の
は
︑
朝
廷
の
﹁
風お

も
む
け化
﹂
の
力
の
強
大
さ
で
あ
り
︑
そ
の
前
で
は

﹁
夜
刀
の
神
﹂は
単
な
る﹁
魚
虫
の
類
﹂に
ま
で
零
落
し
て
し
ま
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
第
二
段
階
か
ら
始
ま
っ
た
麻
多
智
一
族
に
よ
る
︑
山

の
領
域
内
に
封
じ
た
﹁
夜
刀
の
神
﹂
へ
の
祭
祀
は
﹁
永
代
に
﹂
続

い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︵
農
業
生
産
を
続
け
る
限
り
祀

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
︶︑
そ
の
領
域
を
出
た
蛇
神
は
︑
も
は
や

祭
祀
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
︑
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
と
い
う

こ
と
を
︑
こ
の
結
末
は
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
農
業
生
産
と
深
く
結
び
付
い
た
土
着
の
共
同
体
に
お
け

る
蛇
神
信
仰
が
︑
天
照
大
神
を
頂
点
と
す
る
祭
祀
体
系
を
持
ち
︑

政
治
的
に
も
宗
教
的
に
も
中
央
集
権
体
制
を
築
こ
う
と
し
た
朝
廷

の
力
に
よ
っ
て
変
質
し
て
い
っ
た
有
様
を
︑﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄

行
方
郡
の
記
事
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
し
た
︒

　

蛇
神
︵
=
水
神
=
雷
神
=
田
の
神
︶
へ
の
信
仰
は
︑
在
地
の
共

同
体
が
農
業
生
産
を
続
け
︑
自
然
を
神
格
化
し
た
祭
祀
を
続
け
る

限
り
に
お
い
て
は
維
持
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
朝
廷
成
立
以
前
の
︑

在
地
の
共
同
体
が
持
っ
て
い
た
原
自
然
を
祀
る
原
型
的
な
信
仰
と

比
較
す
る
な
ら
ば
︑
朝
廷
の
﹁
風お

も
む
け化
﹂
の
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る

祭
祀
信
仰
は
︑
原
自
然
と
よ
り
距
離
を
置
い
た
も
の
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

五
一



　

こ
の
後
︑
蛇
神
信
仰
︑
蛇
神
祭
祀
は
︑
中
世
︑
近
世
と
大
き
く

変
容
し
て
い
く
︒
農
業
生
産
と
結
び
付
い
た
蛇
神
信
仰
や
祭
祀
が

維
持
さ
れ
る
一
方
で
︑
中
世
に
は
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
︑
蛇
神

の
姿
は
著
し
く
変
質
し
て
い
く
︒
た
と
え
ば
︑
道
成
寺
説
話
の
清

姫
の
よ
う
に
︑
女
人
罪
業
観
に
基
づ
き
︑
男
性
に
執
着
す
る
女
性

が
蛇
体
に
変
身
し
て
男
性
を
追
い
か
け
た
り
︑
仏
教
説
話
で
見
ら

れ
る
︑
財
産
に
執
着
を
残
し
て
死
ん
だ
僧
侶
が
死
後
に
蛇
に
生
ま

れ
変
わ
り
財
産
に
ま
と
わ
り
続
け
た
り
︑
と
い
う
話
の
中
で
は
31
︑

蛇
は
非
日
常
的
存
在
と
し
て
の
性
質
を
残
し
な
が
ら
も
︑
神
と
し

て
の
聖
性
を
薄
め
︑
厭
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒

　

近
世
に
な
る
と
出
版
文
化
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
︑
怪
奇
談
を

集
め
た
書
物
が
多
く
出
版
さ
れ
︑
集
ま
っ
て
怪
談
を
語
る
百
物
語

の
会
な
ど
も
流
行
す
る
︒
そ
の
中
で
は
︑
中
世
以
来
の
女
人
蛇
体

変
身
譚
な
ど
が
語
ら
れ
る
が
︑
よ
り
仏
教
色
が
薄
ま
り
世
俗
化
し

て
い
く
と
い
う
全
体
的
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
3２
︒
愛
欲
に
駆
ら

れ
た
女
性
が
蛇
体
に
変
身
す
る
と
い
う
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

モ
チ
ー
フ
も
︑
単
な
る
俗
世
の
愛
欲
譚
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

第
４
章　

異
類
婚
姻
譚
の
変
遷
に
つ
い
て

　

さ
て
︑
前
章
に
お
い
て
は
蛇
神
信
仰
の
変
遷
を
検
討
し
た
が
︑

本
章
に
お
い
て
は
三
輪
山
説
話
の
根
幹
を
な
す
重
要
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
異
類
婚
に
つ
い
て
︑
そ
の
変
遷
を
跡
付
け
て
お
こ
う
︒

　

前
章
に
お
い
て
︑
蛇
神
信
仰
に
変
遷
を
も
た
ら
し
た
の
が
︑
朝

廷
の
﹁
風お

も
む
け化
﹂
の
力
と
仏
教
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
両
者

は
異
類
婚
姻
譚
に
も
影
響
を
与
え
た
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑
異
類

が
象
徴
す
る
原
自
然
の
無
制
約
的
力
と
祭
祀
に
よ
っ
て
つ
な
が
る

こ
と
は
︑
人
間
界
に
お
け
る
権
威
を
も
た
ら
し
た
が
︑
朝
廷
に
よ

る
一
元
的
統
治
が
進
行
す
る
中
で
︑
宗
教
的
│
政
治
的
権
威
は
︑

朝
廷
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
︑
保
持
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
︒
た
と
え
ば
︑
そ
れ
ま
で
地
域
で
祀
ら
れ
て
い
た
地
方
神
が
︑

記
紀
神
話
成
立
の
過
程
で
皇
祖
神
を
頂
点
と
す
る
神
々
の
秩
序
に

組
み
込
ま
れ
て
い
く
︒
そ
こ
で
は
︑
原
自
然
と
の
関
係
に
よ
っ
て

で
は
な
く
て
︑
天
皇
と
皇
祖
神
と
い
う
不
動
の
権
威
と
の
関
係
に

よ
っ
て
︑
土
着
の
神
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
︑
地

域
に
対
し
て
権
威
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
朝
廷
の
﹁
風
化
﹂
が
︑
自
然
を
神
格
化
し

た
蛇
神
へ
の
信
仰
に
大
き
な
変
更
を
も
た
ら
し
た
の
と
同
様
に
︑

仏
教
も
蛇
神
信
仰
に
影
響
を
与
え
る
︒
仏
教
説
話
に
お
い
て
は
︑

蛇
は
︑
邪
淫
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
︑
聖
な
る
存
在
か
ら
妖
怪
へ
と

受
け
止
め
ら
れ
方
が
変
化
す
る
︒　

朝
廷
が
︑
皇
祖
神
を
頂
点
と

す
る
神
々
の
秩
序
を
創
出
し
︑
在
地
の
神
々
を
そ
こ
に
組
み
込
ん

で
い
く
こ
と
で
一
元
的
統
治
を
推
進
す
る
の
と
並
行
し
て
︑
仏
教

の
導
入
は
︑
異
類
婚
に
関
す
る
在
地
の
信
仰
を
も
変
え
て
い
っ
た

五
二



の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
諸
説
話

を
取
り
上
げ
つ
つ
︑
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　

こ
こ
で
扱
う
﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
正
式
名
称
﹃
日
本
国
現
報
善

悪
霊
異
記
﹄︶
と
は
︑
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か

け
て
活
動
し
た
薬
師
寺
の
僧
景
戒
が
編
纂
し
た
日
本
初
の
仏
教
説

話
集
で
あ
り
︑
上
中
下
三
巻
に
一
一
六
話
を
収
め
る
︒
内
容
と
し

て
は
︑
善
因
善
︵
楽
︶
果
︑
悪
因
悪
︵
苦
︶
果
の
因
果
の
理
の
発

動
の
実
例
を
示
す
因
果
応
報
譚
が
主
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
国
家

か
ら
承
認
を
受
け
ず
に
僧
と
な
っ
た
私
度
僧
た
ち
が
︑
民
間
布
教

を
す
る
際
に
説
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
因
果
応
報
譚
以
外

に
も
︑
非
仏
教
説
話
と
呼
ば
れ
る
雷
神
︵
=
蛇
神
=
水
神
=
田
の

神
︶
説
話
や
異
類
婚
姻
譚
な
ど
民
間
説
話
も
見
ら
れ
︑
仏
教
以
前

か
ら
の
信
仰
世
界
が
仏
教
と
の
接
触
に
よ
っ
て
変
質
し
て
い
く
経

緯
が
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
諸
話
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
異
類
婚
に

関
す
る
信
仰
の
変
質
を
物
語
る
話
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
中
巻
第
八

﹁
蟹
と
蝦か

へ
るの
命
を
贖あ
か

ひ
て
放
生
し
現
報
を
得
し
縁
﹂
を
挙
げ
て
検

討
し
て
み
よ
う
︒

　

置お
き

染そ
め

臣の
お
み

鯛た
ひ

女め

は
︑
奈
良
の
京き
や
うの
富
の
尼あ
ま
で
ら寺
の
上
じ
や
う

座ざ

の
尼
法ほ
う

邇に

が
女む
す
めな
り
き
︒
道
心
純
お
ほ
き
に

熟た
し
かに
し
て
︑
初し
ょ
い
ん婬
犯
さ
ず
︒
常
に
懃
ね
も
こ
ろ

に
菜
く
さ
び
らを
採
り
て
︑
一
日
も
闕か

か
ず
︑
行
ぎ
や
う

基ぎ

大だ
い

徳と
く

に
供つ

か侍
へ
奉ま
つ

る
︒

山
に
入
り
て
菜
く
さ
び
らを
採
り
き
︒
見
れ
ば
大
き
な
る
蛇へ
み

の
大
き
な
る

蝦か
へ
るを
飲
め
り
き
︒
大
き
な
る
蛇
に
誂あ
と
らへ
て
曰
は
く
︑﹁
是こ

の
蝦
を

我
に
免ゆ

る

せ
﹂
と
い
ふ
︒
免ゆ
る

さ
ず
し
て
猶な
ほ

し
飲
む
︒
亦ま
た

誂
へ
て
曰
は

く
︑﹁
我
︑汝な

む
ぢが
妻め

と
作な

ら
む
︒
故そ
ゑ

に
幸
さ
い
は
ひに
吾
に
免ゆ
る

せ
﹂
と
い
ふ
︒

大
き
な
る
蛇
聞
き
て
︑
高
く
頭
を
捧
げ
て
女を

み
なの
面か
ほ

を
瞻み

︑
蝦
を
吐

き
て
放
ち
ぬ
︒
女
︑
蛇
に
期ち

ぎ

り
て
曰
は
く
︑﹁
今
日
よ
り
七
日
を

経
て
来こ

﹂
と
い
ふ
︒
然
し
て
期
り
し
日
に
到
り
︑
屋や

を
閉
ぢ
穴
を

塞ふ
た

ぎ
︑
身
を
堅
め
て
内
に
居
る
に
︑
誠
に
期
り
し
が
如
く
に
来き
た

り
︑

尾
を
以
て
壁
を
拍た

た

く
︒

　

女
恐
り
て
明
く
る
日
に
大
徳
に
白ま

う

す
︒
大
徳
生い

馬こ
ま

の
山
寺
に
住

み
て
在お

は

せ
り
︒
告
げ
て
言
は
く
︑﹁
汝
は
免
る
る
こ
と
得
じ
︒
唯
た
だ
し

堅
く
戒
を
受
け
よ
﹂
と
い
ふ
︒
乃す
な
は
ち
全
も
は
ら

三
帰
五
戒
を
受
持
し
︑

然
し
て
還か

へ

り
来き
た

る
︒
道
に
知
ら
ぬ
老お
き
な人
︑
大
き
な
る
蟹か
に

を
以
て
逢

ふ
︒
問
ふ
︑﹁
誰
が
老お

き
なぞ
︒
乞い
で

︑
蟹か
に

を
吾わ
れ

に
免ゆ
る

せ
﹂
と
い
ふ
︒
老

答
ふ
ら
く
︑﹁
我
は
攝つ津
国の
く
に

兎う

原は
ら
の

郡こ
ほ
りの
人
︑
画ゑ

問ど
ひ
の

邇に

麻ま

ろ呂
な

り
︒
年
七
十
八
に
し
て
︑
子こ

息う
ま
ご

无な

く
︑
命
を
活い

け
む
に
便す
べ

无
し
︒

難な
に
は波
に
往
き
て
︑
偶
た
ま
さ
かに
此こ

の
蟹か
に

を
得
た
り
︒
但た
だ

し
期ち
ぎ

り
し
人
有

る
が
故
に
︑
汝な

む
ぢ
に
免ゆ
る

さ
じ
﹂
と
い
ふ
︒
女
︑
衣
を
脱
ぎ
て
贖あ
か

ふ

に
︑猶な

ほ

し
免ゆ

る可
さ
ず
︒
復ま
た

裳も

を
脱
ぎ
て
贖
ふ
に
︑老
乃す
な
はち
免
し
つ
︒

然
し
て
蟹
を
持
ち
︑
更
に
返
り
て
︑
大
徳
を
勧

く
わ
ん
じ
や
う
請
し
︑
咒じ
ゆ

願ぐ
わ
んし

て
放
つ
︒
大
徳
歎
じ
て
言
は
く
︑﹁
貴
き
か
な
︑
善
き
か
な
﹂
と

い
ふ
︒

五
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彼そ

の
八
日
の
夜
︑
又ま
た

其そ

の
蛇へ
み
き
た来
り
︑
屋
の
頂
い
た
だ
きに
登
り
︑
草か
や

を

抜
き
て
入
る
︒
女
悚お

ぢ
慄お
そ

る
︒
唯た
だ

し
床と
こ

の
前
に
跳
あ
つ
ち

爆は
た
めく
音こ
ゑ

の
み

有
り
︒
明
く
る
日
に
見
れ
ば
大
き
な
る
蟹
一
つ
有
り
︒
而し

か

も
彼そ

の

大
き
な
る
蛇
条つ

だ

然つ
だ

に
段つ
た

切き

れ
た
り
︒
乃
ち
知
る
︑
贖
ひ
放
て
る
蟹

の
︑
恩
を
報
ず
る
な
り
け
り
︒
并

し
か
し
な
がら
戒
を
受
く
る
力
な
る
こ
と

を
︒
虚こ

実じ
つ

を
知
ら
む
と
欲お
も

ひ
︑
耆お
き
な老
の
姓
名
を
問
へ
ど
も
︑
遂つ
ひ

に

无
し
︒定
め
て
委

つ
ば
ひ
らか
に
せ
り
︑耆お
き
なは
是こ

れ
聖
の
化け

な
ら
む
こ
と
を
︒

斯こ

れ
奇め
づ
ら異
し
き
事
な
り
33
︒

﹇
現
代
語
訳
﹈　

置
染
臣
鯛
女
は
︑
奈
良
の
都
の
富
の
尼
寺
︵
登
美

寺
︶
の
長
老
の
尼
で
あ
る
法
邇
の
娘
で
あ
っ
た
︒
仏
道
に
帰
依
す

る
心
が
堅
固
で
︑
男
性
と
の
交
渉
も
持
た
な
か
っ
た
︒
常
に
心
を

込
め
て
菜
を
採
っ
て
来
て
一
日
も
欠
か
さ
ず
に
︑
行
基
菩
薩
に
捧

げ
申
し
た
︒
あ
る
時
︑
山
に
入
っ
て
菜
を
採
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑

見
れ
ば
大
き
な
蛇
が
大
き
な
蛙
を
飲
ん
で
い
た
︒
鯛
女
は
蛇
に
頼

ん
で
﹁
こ
の
蛙
を
私
に
免
じ
て
解
放
し
て
く
だ
さ
い
︒﹂
と
言
っ

た
︒
蛇
は
言
う
こ
と
を
聞
か
ず
︑
さ
ら
に
蛙
を
飲
み
込
ん
だ
︒
そ

こ
で
鯛
女
は
ま
た
頼
ん
で
﹁
私
は
あ
な
た
の
妻
に
な
ろ
う
︒
だ
か

ら
私
に
免
じ
て
蛙
を
解
放
し
て
く
れ
れ
ば
有
難
い
︒﹂
と
言
っ
た
︒

大
き
な
蛇
は
そ
れ
を
聞
い
て
︑
高
く
頭
を
も
た
げ
て
鯛
女
の
顔
を

見
つ
め
︑
蛙
を
吐
き
出
し
て
放
し
た
︒
鯛
女
は
︑
蛇
に
約
束
し
て
︑

﹁
今
日
か
ら
七
日
後
に
来
な
さ
い
︒﹂
と
言
っ
た
︒
そ
し
て
約
束
の

日
が
き
た
の
で
︑
家
の
戸
を
閉
じ
︑
家
の
穴
を
塞
ぎ
︑
身
を
固
く

し
て
中
に
居
る
と
︑
約
束
通
り
に
蛇
が
来
て
尾
で
家
の
壁
を
叩
い

た
︒

　

鯛
女
は
恐
ろ
し
く
な
っ
て
︑
次
の
日
に
行
基
菩
薩
に
事
情
を
話

し
た
︒
行
基
菩
薩
は
︑
生
駒
の
山
寺
に
住
ん
で
い
ら
し
た
︒
行
基

菩
薩
は
︑﹁
あ
な
た
は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
堅
く

戒
を
受
け
よ
︵
仏
教
徒
と
し
て
戒
を
守
る
と
誓
い
︑
信
心
を
新
た

に
せ
よ
︶︒﹂
と
言
っ
た
︒
そ
し
て
︑
鯛
女
は
︑
三
帰
五
戒
︵
仏
法

僧
の
三
宝
に
帰
依
し
︑
仏
教
徒
と
し
て
守
る
べ
き
︑
不
殺
生
・
不

偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
の
五
戒
を
守
る
こ
と
を
誓
う
︶

を
受
持
し
帰
っ
た
︒
そ
の
途
中
︑
知
ら
な
い
老
人
が
︑
大
き
な
蟹

を
も
っ
て
い
る
の
に
出
会
っ
た
︒鯛
女
は
︑﹁
ど
こ
の
お
爺
さ
ん
か
︒

ど
う
ぞ
︑
私
に
蟹
を
く
だ
さ
い
︒﹂
と
言
っ
た
︒
老
人
は
︑﹁
私
は

攝
津
国
兎
原
郡
︵
兵
庫
県
武
庫
郡
︶
の
住
人
で
︑
画
問
邇
麻
呂
と

い
う
︒
年
は
七
八
歳
だ
が
︑
子
も
孫
も
な
く
︑
自
活
の
す
べ
も
な

い
︒
難
波
で
︑
た
ま
た
ま
こ
の
蟹
を
手
に
入
れ
た
︒
約
束
し
た
人

が
い
る
の
で
︑
あ
な
た
に
は
あ
げ
ら
れ
な
い
︒﹂
と
答
え
た
︒
鯛

女
は
︑
上
衣
を
脱
い
で
そ
の
代
金
に
し
よ
う
と
し
た
が
︑
老
人
は

承
諾
し
な
か
っ
た
︒
鯛
女
は
さ
ら
に
裳
を
脱
い
で
代
金
に
し
た
と

こ
ろ
︑
老
人
は
承
諾
し
た
︒
そ
し
て
︑
鯛
女
は
蟹
を
持
っ
て
生
駒

寺
に
戻
っ
て
︑
行
基
菩
薩
に
お
願
い
し
て
呪
文
を
唱
え
て
蟹
を
放

生
し
た
︒
行
基
菩
薩
は
褒
め
た
た
え
て
﹁
尊
い
こ
と
だ
︑
善
い
こ

と
だ
︒﹂
と
言
っ
た
︒

五
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八
日
目
の
夜
︑
再
び
そ
の
蛇
が
来
て
︑
屋
根
の
上
に
登
り
︑
屋

根
を
葺
い
た
茅
を
抜
い
て
入
っ
て
来
た
︒
鯛
女
は
恐
ろ
し
さ
に
震

え
て
い
た
︒
た
だ
︑
床
の
前
で
ば
た
ば
た
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て

い
た
︒
次
の
日
に
見
て
み
る
と
︑
大
き
な
蟹
が
一
匹
い
て
︑
大
き

な
蛇
が
ず
た
ず
た
に
切
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
買
い
取
っ
て
放

生
し
た
蟹
が
恩
に
報
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑そ
れ
は
︑

戒
を
受
け
た
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒事
実
を
知
ろ
う
と
思
っ
て
︑

老
人
の
名
を
手
が
か
り
に
尋
ね
た
が
そ
の
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ

た
︒
老
人
は
聖ひ

じ
りの
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
こ

れ
は
不
思
議
な
で
き
ご
と
で
あ
る
︒

　

こ
の
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
第
八
は
︑
三
輪
山
説
話
な
ど
で
見

ら
れ
る
よ
う
な
蛇
神
と
人
間
の
女
性
と
の
神
聖
な
婚
姻
を
テ
ー
マ

と
す
る
異
類
婚
姻
譚
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

異
類
婚
姻
譚
の
考
え
方
に
即
す
る
な
ら
ば
︑
鯛
女
は
神
に
仕
え
る

巫
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
鯛
女
が
︑
男
性
と
交
渉
を
持
た
ず
山

に
入
っ
て
菜
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
︑
神
の
嫁
と
し
て
人
間

の
男
性
と
は
交
渉
を
せ
ず
︑
神
に
捧
げ
る
菜
を
採
る
古
代
以
来
の

巫
女
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

前
代
で
は
︑
一
族
の
始
祖
と
な
る
優
れ
た
子
を
な
す
神
聖
な
婚
姻

と
さ
れ
た
蛇
神
と
の
結
び
付
き
は
︑
こ
の
話
に
お
い
て
は
︑
お
ぞ

ま
し
く
避
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
鯛
女
は
敬
虔
な
仏
教

信
者
で
あ
り
︑
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
に
基
づ
き
蛙
を
助
け
よ
う
と

し
て
蛇
と
の
結
婚
を
約
束
し
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
蛇
と
の
結
婚

は
︑
鯛
女
に
と
っ
て
は
避
け
る
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
鯛

女
は
三
帰
五
戒
を
受
持
し
︑
慈
悲
の
精
神
を
貫
い
て
蟹
を
救
う
︒

鯛
女
が
放
生
し
て
助
け
た
蟹
が
蛇
を
切
り
殺
し
た
こ
と
で
︑
鯛
女

は
蛇
と
の
結
婚
を
免
れ
る
︒

　

こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
鯛
女
に
対
す
る
蟹
の
報
恩
と
同
時

に
︑﹁
戒
を
受
く
る
力
﹂で
あ
る
︒
行
基
か
ら
戒
を
受
け
た
こ
と
は
︑

仏
教
信
者
と
し
て
の
志
を
改
め
て
固
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑

そ
れ
故
に
鯛
女
は
︑
蛙
の
命
を
救
っ
た
た
め
に
窮
地
に
立
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
蟹
の
命
を
も
救
っ
て
放
生
を
行
い
︑
結
果

的
に
蟹
が
蛇
を
切
り
殺
し
︑
蛇
と
の
結
婚
を
免
れ
る
︒
仏
教
的
文

脈
で
語
ら
れ
る
こ
の
話
に
お
い
て
は
︑
蛇
は
も
は
や
神
で
は
な
く

て
︑
畜
生
道
の
邪
淫
の
生
き
物
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
説
明
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
話
に
お
い
て
は
︑
異
類
婚
姻

譚
の
影
響
下
に
あ
り
つ
つ
も
︑
異
類
婚
自
体
は
厭
わ
し
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
︒
同
様
に
中
巻
第
一
二
で
も
蟹
を
放
生
し
蛇
に
飲
ま

れ
そ
う
に
な
っ
た
蛙
を
蛇
と
結
婚
し
て
や
る
か
ら
と
言
っ
て
救
っ

た
女
性
が
︑
蟹
の
報
恩
に
よ
っ
て
蛇
と
の
結
婚
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
た
と
語
ら
れ
︑
中
巻
第
四
一
で
は
︑
蛇
に
魅
入
ら
れ
て
蛇
の

子
を
宿
し
た
女
性
が
薬
師
の
処
置
に
よ
っ
て
蛇
の
子
を
体
外
に
出

し
た
と
い
う
話
が
語
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
蛇
と
の
婚
姻
も
蛇
の

五
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子
を
宿
す
こ
と
も
︑
避
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
中
巻

三
三
の
︑
万よ

ろ
ずの
子こ

と
い
う
裕
福
な
家
の
美
し
い
女
性
が
鬼
に
食
べ

ら
れ
て
し
ま
う
話
で
は
︑
万
の
子
は
ど
ん
な
に
立
派
な
求
婚
者
で

も
断
り
続
け
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
人
間
の
男
性
と
は
交

渉
を
持
た
な
い
神
の
嫁
で
あ
る
巫
女
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
︒
そ

こ
に
通
っ
て
く
る
の
は
︑
本
来
で
あ
れ
ば
神
で
あ
る
は
ず
だ
が
︑

こ
こ
で
は
︑
数
々
の
宝
を
贈
り
物
と
し
て
携
え
た
す
ば
ら
し
い
美

男
に
見
え
た
男
の
正
体
は
人
食
い
鬼
で
あ
り
︑
万
の
子
は
食
べ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
︒

　

仏
法
を
第
一
義
と
す
る﹃
日
本
霊
異
記
﹄に
お
い
て
は
︑も
は
や
︑

原
自
然
の
無
制
約
的
な
力
は
必
要
な
い
︒
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら

す
の
は
︑
仏
法
僧
の
力
に
他
な
ら
な
い
︒
仏
法
に
基
づ
く
限
り
︑

自
然
の
力
を
神
格
化
し
た
神
の
存
在
は
︑
必
然
と
し
て
要
請
は
さ

れ
な
い
︒下
巻
第
二
四
で
は
︑多
賀
大
社
の
神
が
仏
教
の
力
に
よ
っ

て
神
身
離
脱
し
救
わ
れ
た
い
と
︑
僧
に
﹃
法
華
経
﹄
読
誦
を
依
頼

す
る
︒
こ
の
話
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
世
界

に
お
い
て
は
︑
神
も
悩
み
苦
し
む
衆
生
の
一
員
に
過
ぎ
な
い
と
位

置
付
け
ら
れ
る
︒
ま
た
神
話
世
界
に
お
い
て
は
豊
穣
を
司
る
神
で

あ
っ
た
蛇
も
︑
も
は
や
そ
の
神
性
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
34
︒

　

こ
の
よ
う
な
異
類
婚
姻
譚
型
は
︑
日
本
各
地
の
昔
話
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
︒﹃
日
本
昔
話
大
成
﹄︵
関
敬
吾
︑
角
川
書
店
︑
一

九
七
八
~
一
九
八
〇
︶
に
よ
れ
ば
︑
本
格
昔
話
│
婚
姻
・
異
類
婿

│
蛇
婿
入
に
分
類
さ
れ
る
説
話
は
︑
苧お

だ
ま
き環
型
︵
一
〇
一
Ａ
︶︑
水

乞
型
︵
一
〇
一
Ｂ
︶︑
蛙
報
恩
型
︵
一
〇
四
Ａ
︶
を
軸
と
し
て
︑

さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し
な
が
ら
︑
全
国
に
分
布

し
て
い
る
︒
苧
環
型
で
は
通
っ
て
く
る
男
の
正
体
を
針
に
通
し
た

糸
を
辿
っ
て
突
き
止
め
︑
金
気
を
嫌
う
蛇
が
死
ん
で
し
ま
い
︑
水

乞
型
で
は
家
の
田
に
水
を
引
く
こ
と
と
引
き
換
え
に
蛇
と
結
婚
す

る
こ
と
に
な
っ
た
娘
は
︑
千
本
の
針
を
蛇
の
住
む
沼
に
投
げ
入
れ

蛇
を
退
治
す
る
︒
蛙
報
恩
型
で
は
︑
蛇
に
飲
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た

蛙
を
助
け
る
か
わ
り
に
娘
は
蛇
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
蛙

が
変
身
し
て
蛇
を
退
治
し
た
と
語
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
話
で
は
︑

古
代
に
あ
っ
て
は
神
の
子
を
授
か
る
営
為
で
あ
っ
た
異
類
婚
は
︑

忌
避
さ
れ
︑
蛇
は
も
は
や
神
で
は
な
く
︑
邪
悪
な
存
在
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
異
類
婚
に
対
す
る
人
々
の
見
方
が
︑

単
線
的
に
変
遷
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
︑

﹃
平
家
物
語
﹄
巻
八
﹁
緒お

環だ
ま
き﹂
な
ど
の
記
述
を
と
っ
て
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
︒﹁
苧
環
﹂
の
段
で
は
︑
九
州
に
都
落
ち
し
て
き
た

平
家
一
門
を
迎
え
撃
つ
土
豪
︑
緒
方
三
郎
維こ

れ
よ
し栄
の
先
祖
が
︑
大
蛇

が
人
間
の
女
性
に
通
っ
て
き
て
生
ま
れ
た
︑
人
並
優
れ
た
武
勇
の

者
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
︒
そ
の
大
蛇
は
︑
女
性
が
正
体
を
知
る

た
め
に
刺
し
た
針
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
う
が
︑
そ
の
本
来
の
姿

五
六



は
日
向
国
高
知
尾
の
明
神
の
神
体
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
中
世
に

な
っ
て
も
︑
異
類
婚
の
原
型
に
近
い
語
り
が
人
々
の
間
で
共
有
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
︒

お
わ
り
に
─
─
比
較
思
想
的
考
察

　

以
上
︑
古
代
日
本
の
人
々
の
世
界
観
や
人
間
観
を
︑
三
輪
山
聖

婚
説
話
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
し
て
き
た
︒
そ
こ
で
は
︑
人
間

に
恵
み
と
災
い
を
与
え
る
自
然
を
神
格
化
し
︑
そ
れ
を
祭
祀
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
然
か
ら
な
る
べ
く
多
く
の
恵
み
を
引
き
出
す

と
同
時
に
︑
災
い
を
で
き
る
限
り
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
共
同

体
を
維
持
︑
発
展
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
︑
生
が
営
ま

れ
て
い
た
︒
自
然
を
神
格
化
し
た
神
々
の
中
で
も
有
力
で
あ
っ
た

の
が
︑
村
落
共
同
体
の
生
産
活
動
と
密
接
に
関
わ
る
豊
穣
を
司
る

蛇
神
で
あ
り
︑
水
の
神
︑
田
の
神
と
も
さ
れ
た
︒
蛇
神
祭
祀
と
し

て
は
︑
類
感
呪
術
と
し
て
共
同
体
の
女
性
と
の
聖
婚
な
ど
も
祭
祀

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
35
︑
三
輪
山
聖

婚
説
話
な
ど
に
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

　

さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
古
代
人
の
世
界
観
︑
人
間
観
は
︑
一
体
私

た
ち
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
単

な
る
未
開
の
原
始
的
な
︑
す
で
に
克
服
さ
れ
た
も
の
の
見
方
と
い

う
に
留
ま
ら
ず
︑
自
然
や
共
同
体
を
考
え
る
上
で
有
意
義
な
手
が

か
り
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
︑
視
野
を
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
自
然
観
に
広
げ
て
み
よ
う
36
︒
キ
リ
ス
ト
教
と
並
ん
で
西
洋
の

思
想
・
文
化
の
二
大
源
流
と
言
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
い
て
︑

自
然
と
は
﹁
生
け
る
自
然
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
自
然
﹂
を
表
す
ギ
リ

シ
ア
語
は physis ︵
ピ
ュ
シ
ス
︶
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
生
ま
れ

る
﹂
を
意
味
す
る phyom

ai ︵
ピ
ュ
オ
マ
イ
︶
に
由
来
す
る
︒
古

代
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
自
然
と
は
︑
ま
ず
︑
生
成
発
展
の
契
機

を
内
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
者
で
あ

る
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
自
然
に
関
す
る
定
義
︑﹁
万
物
が
そ

こ
か
ら
生
成
し
︑そ
こ
へ
と
消
滅
す
る
万
物
の
根
源
︵
ア
ル
ケ
ー
︑

archē  

︶﹂
や
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
︑﹁
自
己
自
身
の
内
に

運
動
と
静
止
の
原
理
︵
ア
ル
ケ
ー
︑archē  

︶
を
持
つ
も
の
﹂
は
︑

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
︒

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
︑
自
然
は
︑
本
質
と
目
的
を
持
つ
も

の
と
し
て
有
機
体
論
的
︑
目
的
論
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
た
と

え
ば
︑
生
物
が
成
長
す
る
と
は
︑
そ
の
生
物
の
本
来
あ
る
べ
き
姿

︵
本
質
︶
の
実
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
水
が
流
れ
た

り
煙
が
上
昇
し
た
り
す
る
こ
と
す
ら
も
︑
本
来
あ
る
べ
き
あ
り
方

の
実
現
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒

　

こ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
に
お
い
て
は
︑
自
然
と
人
間
は

決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
も
︑
支
配
│
被
支
配
の
関
係
に
あ
る
も

の
で
も
な
く
︑あ
え
て
言
う
な
ら
ば
︑自
然
に
よ
っ
て
人
間
も
神
々

五
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も
︑
そ
し
て
共
同
体
の
秩
序
︵
ノ
モ
ス
︑nom

os 

︶
も
包
み
込
ま

れ
て
お
り
︑
自
然
︑
神
︑
共
同
体
︑
人
間
は
︑
調
和
的
に
一
体
化

し
て
お
り
︑
そ
の
根
源
を
原
理
と
し
て
探
究
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
出
発
点
た
る
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
の
目
指
す

所
で
あ
っ
た
37
︒
彼
ら
︑
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
者
た
ち
は
︑
物

活
論
的
一
元
論
の
も
と
で
︑
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
︑
生
命
や
魂
や
心

を
有
す
る
と
考
え
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
か
ら
成
り
立
つ
﹁
生
け
る
自

然
﹂
を
探
究
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
38
︒

　

ギ
リ
シ
ア
語
で
自
然
を
意
味
す
る physis ︵
ピ
ュ
シ
ス
︶
は
︑

ラ
テ
ン
語
で
は natura ︵
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
︶
と
翻
訳
さ
れ
た
が
︑
こ

の
言
葉
も physis 

と
同
様
に
﹁
生
ま
れ
る
﹂︵ nascor 

︶
と
い
う

動
詞
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑physis 

と
同
様
に
︑ 

natura 

も
︑
人
間
と
神
々
を
も
包
み
込
み
つ
つ
︑
自
己
自
身
を
生

み
出
し
続
け
る
﹁
生
け
る
自
然
﹂
で
あ
っ
た
︒

　

こ
れ
に
対
し
て
︑
中
世
に
支
配
的
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
は
︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
は
異
質
な
自
然
観
が
見
ら
れ
る
︒
同
じ

ラ
テ
ン
語
の natura 

を
使
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
ギ
リ
シ
ア

の physis 

の
系
譜
を
引
く
ロ
ー
マ
世
界
の natura 

と
︑
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の natura 

と
の
間
に
は
越
え
が
た
い
懸
隔
が
あ
る
︒
キ

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
然
と
は
︑
神
が
﹁
無
﹂
か
ら
創
造
し
支
配

す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑﹃
創
世
記
﹄
第
一
章
で

明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
神
の
似
姿
﹂
で
あ
る
人
間
は
︑
神

の
付
託
を
受
け
︑神
の
代
理
と
し
て
自
然
を
支
配
す
べ
き
で
あ
り
︑

そ
れ
故
に
人
間
は
︑
被
造
物
の
中
で
も
特
別
な
地
位
を
占
め
る
と

さ
れ
た
︒
人
間
は
被
造
物
と
し
て
神
に
支
配
さ
れ
る
と
と
も
に
︑

特
別
な
地
位
故
に
︑
自
然
を
含
め
他
の
す
べ
て
の
被
造
物
を
支
配

す
る
と
考
え
ら
れ
︑
ま
た
人
間
の
共
同
体
も
神
が
与
え
た
神
聖
な

秩
序
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒

　

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
﹁
神
│
人
間

│
自
然
﹂
の
階
層
的
関
係
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
が
薄
れ
た

近
代
に
な
る
と
︑
人
間
が
神
や
神
聖
な
秩
序
に
よ
っ
て
掣
肘
さ
れ

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
部
分
が
抜
け
落
ち
て
︑
自
然
を
支
配
す
る

と
い
う
側
面
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︵
同

様
に
︑
人
間
は
神
聖
な
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
︑
た
と
え
ば
社
会
契

約
論
の
よ
う
に
︑
主
体
的
に
共
同
社
会
を
構
成
し
得
る
と
い
う
見

方
が
台
頭
し
て
く
る
︶︒

　

そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
自
然
支
配
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
が
︑

デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
機
械
論
的
自
然
観
で
あ

る
︒
そ
こ
で
は
︑
自
然
は
︑
有
機
体
的
生
命
と
し
て
で
は
な
く
て

機
械
時
計
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
下
で
理
解
さ
れ
︑
質
で
は
な
く
て
量

や
延
長
に
還
元
さ
れ
︑
そ
の
法
則
性
が
探
求
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
お

い
て
︑
自
然
は
︑
も
は
や
生
命
的
原
理
と
は
無
縁
の
﹁
死
せ
る
自

然
﹂
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ベ
ー
コ
ン
に
よ
っ
て
︑
人
間
が
自
然

を
支
配
す
る
と
い
う
理
念
が
確
立
さ
れ
︑
近
代
に
お
け
る
自
然
観

五
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の
主
流
を
な
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

二
〇
世
紀
に
入
る
と
︑
機
械
論
的
自
然
観
を
批
判
す
る
相
対
性

理
論
や
量
子
力
学
が
大
き
な
力
を
持
つ
に
至
っ
た
︒
ま
た
︑
機
械

的
法
則
的
な
決
定
論
︑
結
果
を
一
意
的
に
特
定
可
能
と
す
る
因
果

論
を
覆
す
︑
散
逸
構
造
に
お
け
る
自
己
組
織
化
論
︑
オ
ー
ト
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
理
論
な
ど
︑
自
然
を
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム

と
し
て
捉
え
る
見
方
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
︑
デ
カ
ル
ト
や

ニ
ュ
ー
ト
ン
︑
ベ
ー
コ
ン
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
近
代
的
自

然
観
を
批
判
す
る
視
点
を
提
供
し
て
い
る
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑

現
代
社
会
に
お
い
て
最
も
優
勢
で
あ
る
の
は
︑
依
然
と
し
て
︑
デ

カ
ル
ト
│
ニ
ュ
ー
ト
ン
│
ベ
ー
コ
ン
的
な
自
然
観
で
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
人
間
の
生
活
に
飛
躍
的
な
利
便
性
を
供
与
す
る
一
方
で
︑
生

態
系
の
破
壊
や
地
球
温
暖
化
な
ど
の
多
く
の
深
刻
な
問
題
を
今
な

お
生
み
出
し
続
け
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
自
然
観
を
相
対
化
し
つ

つ
︑
自
然
観
の
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
く
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い

る
︒

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
本
稿
で
扱
っ
た
古
代
日
本
の
自
然

観
は
︑
人
間
や
共
同
体
を
常
に
︑
生
け
る
自
然
と
い
う
意
味
で
の

﹁
ピ
ュ
シ
ス
﹂と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
て
い
る
と
と
も
に
︑﹁
ピ
ュ

シ
ス
﹂
と
し
て
の
自
然
に
原
理
を
見
て
取
る
と
い
う
ロ
ゴ
ス
化
の

方
向
で
は
な
く
て
︑
自
然
を
祟
り
神
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
︑
人
間

を
超
え
た
暴
威
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
︒
そ
の

よ
う
な
あ
り
方
は
︑
自
然
に
働
き
か
け
つ
つ
も
︑
人
間
の
働
き
か

け
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
自
然
へ
の
畏
怖
を
忘
れ
な
い
態
度
と

言
え
よ
う
︒
こ
れ
は
︑
例
え
ば
︑
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
や
神
話
を

援
用
し
つ
つ
︑
自
然
を
︑
到
来
す
る
恵
み
︑
立
ち
現
れ
る
聖
な
る

も
の
の
非
覆
蔵
と
解
釈
し
た
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ピ
ュ
シ
ス
に
関

す
る
議
論
と
も
重
な
り
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

　

最
後
に
︑本
稿
の
要
旨
を
図
式
的
に
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
ま
ず
︑

最
も
原
型
的
な
村
落
共
同
体
に
お
け
る
自
然
︑
神
︑
人
間
︑
共
同

体
の
関
係
と
し
て
は
︑
自
然
を
神
格
化
し
た
も
の
が
神
で
あ
り
︑

神
も
自
然
も
人
間
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
︒
互
酬
的

村
落
共
同
体
に
お
い
て
は
︑
成
員
の
す
べ
て
が
潜
在
的
に
祭
祀
者

で
あ
る
︵
神
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
︑
神
霊
が
依
り
憑
い
た
人

が
祭
祀
者
と
な
る
︒
祭
祀
者
が
女
性
の
場
合
︑
神
と
巫
女
と
の
聖

婚
の
形
態
を
と
る
︶︒
た
だ
し
︑
文
字
に
よ
る
記
録
が
残
さ
れ
る

の
は
こ
の
後
の
段
階
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
段
階
に
つ
い
て
は
あ
く

ま
で
も
仮
説
に
留
ま
る
︒

　

そ
し
て
︑
次
が
︑
朝
廷
に
よ
る
中
央
集
権
化
が
進
み
︑
神
々
の

体
系
が
皇
祖
神
を
中
心
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
︒
そ

こ
で
は
︑
皇
祖
神
に
直
接
的
に
又
は
間
接
的
に
従
属
す
る
祭
祀
者

に
よ
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
︑
自
然
︑
そ
し
て
そ
れ
を
神
格
化
し
た

神
々
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
︒そ
の
場
合
︑

祭
祀
者
と
祭
祀
さ
れ
る
神
は
血
縁
で
つ
な
が
れ
︑
そ
の
つ
な
が
り

五
九



故
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
血
の

つ
な
が
り
は
︑た
と
え
ば
︑﹁
皇
統
﹂や
氏
族
の
系
譜
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
︑
特
別
な
も
の
と
さ
れ
︑
共
同
体
の
中
で
権
威
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
神
話
は

主
に
こ
の
段
階
を
中
心
と
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹃
常
陸
国
風
土

記
﹄
の
注
記
の
よ
う
に
︑
原
型
的
祭
祀
が
垣
間
見
え
る
こ
と
も
あ

る
︒
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
も
の
と
見
な
し
が
ち
な
わ
れ

わ
れ
現
代
人
に
と
っ
て
︑
原
型
的
共
同
体
に
お
け
る
自
然
や
共
同

体
の
あ
り
方
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
少
な
く
な
い
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

【
付
記
】

　

本
稿
は
︑二
〇
二
四
年
六
月
二
九
日
︑天
理
大
学
︵
杣
之
内
キ
ャ

ン
パ
ス
︶
で
開
催
さ
れ
た
比
較
思
想
学
会
第
五
一
回
大
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム﹁
宗
教
文
化
と
比
較
思
想
﹂に
お
け
る
パ
ネ
ル
発
表﹁
三

輪
山
神
婚
譚
を
め
ぐ
る
比
較
思
想
的
考
察
﹂
の
た
め
に
準
備
し
︑

時
間
の
制
約
の
た
め
に
そ
の
三
割
弱
の
み
を
発
表
し
た
元
原
稿
で

あ
る
︒
な
お
︑
パ
ネ
ル
発
表
時
に
配
布
︑
読
み
上
げ
た
原
稿
に
若

干
の
修
正
を
加
え
た
同
名
の
原
稿
は
︑﹃
比
較
思
想
研
究
﹄
第
五

一
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
︒

注

�

１　
﹁
神
奈
備
﹂
の
語
源
は
﹁
神
の
辺
﹂
だ
と
推
定
さ
れ
て
お
り
︑

神
霊
の
宿
る
依
り
代
の
あ
る
場
所
を
指
す
︒
野
や
滝
︑
岩
石
な
ど

が
神
奈
備
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
圧
倒
的
に
多
い
の
は
山
で

あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
や
﹃
風
土
記
﹄
な
ど
の
用
例
で
も
︑
神
奈
備

の
多
く
は
山
や
そ
れ
と
関
係
す
る
神
社
を
指
す
︒
神
奈
備
山
は
︑

笠
の
形
を
し
た
整
っ
た
山
容
を
持
つ
独
立
峰
で
あ
り
︑
里
に
近
く

比
較
的
低
山
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
森
で
覆
わ
れ
︑
山
中
に
は
神

の
依
り
代
で
あ
る
神
聖
な
磐
座
が
見
ら
れ
る
︒
神
奈
備
山
は
︑
山

そ
の
も
の
が
神
で
あ
る
神
体
山
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
︑
ま

た
山
中
他
界
説
に
よ
り
︑
そ
こ
に
は
神
仏
や
祖
霊
︑
妖
怪
な
ど
の

こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
が
住
む
と
さ
れ
た
︒

２　

三
輪
山
の
西
南
麓
台
地
︑
初は

せ瀬
川
右
岸
の
標
高
八
〇
メ
ー
ト
ル

前
後
に
広
が
る
三
輪
遺
跡
か
ら
は
縄
文
時
代
前
期
︑
晩
期
の
土
器

が
出
土
し
て
い
る
︵
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
﹄

平
凡
社
︑﹁
三
輪
遺
跡
﹂
の
項
参
照
︶︒

３　

三
輪
山
は
山
自
体
が
神
体
と
さ
れ
た
た
め
︑
本
殿
が
な
く
拝
殿

の
み
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
山
中
に
は
磐
座
群
が
あ

り
︑
現
在
で
も
信
仰
を
集
め
て
い
る
︒

４　
﹃
古
事
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
︶

一
八
三
~
一
八
五
頁
︒
な
お
︑
現
代
語
訳
は
諸
書
の
注
釈
を
参
考

六
〇



に
し
つ
つ
論
者
が
行
っ
た
︒
以
下
同
じ
︒

５　

前
掲
﹃
古
事
記
﹄
一
八
五
~
一
八
八
頁
︒

６　

西
郷
信
綱﹃
古
代
人
と
夢
﹄︵
平
凡
社
選
書
︑一
九
七
二
年
︶参
照
︒

７　
﹃
日
本
倫
理
思
想
史
﹄︵
一
︶
八
五
~
一
一
一
頁
︑
岩
波
文
庫
︑

二
〇
一
一
年
参
照
︒

８　

な
お
︑
折
口
信
夫
の
所
論
に
よ
れ
ば
︑
祟
り
と
は
本
来
は
︑
神

の
立
ち
現
れ
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
災
い
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
︵﹃
折
口
信
夫
全
集
﹄
第
二
巻
︑
二
一

三
頁
・
同
第
一
六
巻
︑
三
七
一
頁
︒
中
公
文
庫
︑
一
九
七
五
︑
一

九
七
六
︶︒
と
は
い
え
︑
神
の
出
現
が
災
い
の
か
た
ち
を
と
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
︑後
に
は
災
い
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

９　

第
一
段
︵
①
︶
の
最
後
の
段
落
で
は
︑
三
輪
の
大
物
主
神
の
祭

祀
が
確
定
し
た
こ
と
に
連
動
し
て
︑
伊
迦
賀
色
許
男
命
︵
朝
廷
の

神
事
や
軍
事
を
司
る
物
部
氏
の
祖
︶
も
︑
天
神
地
祇
を
祀
っ
た
と

さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
三
輪
の
神
を
軸
と
し
て
︑
諸
神
の
祭
祀
が
刷

新
︑
確
定
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
国
が
治
ま
っ
た
と
崇
神
記
は
語

る
︒
つ
ま
り
︑
祭
祀
の
体
制
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世
界

の
秩
序
も
ま
た
確
定
し
た
の
で
あ
る
︒

1０　
﹁
一
夜
孕
み
﹂
の
例
と
し
て
は
︑﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
那
賀
郡

茨
城
里
哺く

時れ

臥ふ
し

山や
ま

の
条
に
︑
努ぬ

賀か

毗ひ

古こ

︑
努ぬ

賀か

毗ひ

咩め

と
い
う
兄
妹

が
住
ん
で
お
り
︑
妹
の
と
こ
ろ
に
男
性
︵
神
︶
が
通
い
︑
妹
は
一

夜
で
妊
娠
し
︑蛇
を
生
ん
だ
と
い
う
神
婚
譚
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

11　

な
お
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑
疫
病
が
流
行
し
国
が
荒
廃
し
た
出

来
事
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
経
緯
を
伝
え
て
い
る
︒
従
来
︑
天
照

大
神
と
倭

や
ま
と
の

大お
ほ

国く
に

魂た
ま

の
二
柱
の
神
を
並
べ
て
天
皇
の
宮
殿
で
祀
っ

て
い
た
が
︑
二
柱
の
神
の
勢
い
が
強
す
ぎ
て
宮
殿
に
置
い
て
お
く

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
︒
そ
こ
で
天
照
大
神
を
豊と

よ

鍬す
き

入い
り

姫ひ
め
の

命み
こ
と

︵
崇
神
天
皇
の
娘
︶
に
付
け
て
倭
の
笠か
さ
ぬ
い
む
ら

縫
邑
に
祀
り
︑
日
本
︵
倭
︶

大
国
魂
神
は
渟ぬ

名な

城き
の

入い
り

姫ひ
め︵
崇
神
天
皇
の
娘
︶
に
付
け
て
祀
っ
た
︒

し
か
し
︑
渟
名
城
入
姫
は
髪
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
祭
祀
で
き
な

か
っ
た
︒
崇
神
紀
の
こ
の
一
段
は
︑
大
和
朝
廷
に
お
け
る
祭
祀
の

変
更
︑
す
な
わ
ち
︑
宮
中
で
そ
れ
ま
で
﹁
同
床
共
殿
﹂
で
祀
っ
て

い
た
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
神
を
宮
殿
の
外
で
祀
る
こ
と
と
し
︑

ま
た
新
た
に
大
物
主
神
祭
祀
が
宮
中
で
始
ま
っ
た
と
い
う
出
来
事

を
語
っ
て
お
り
︑
宮
廷
祭
祀
と
い
う
視
座
か
ら
は
重
要
な
出
来
事

で
は
あ
る
が
︑
本
稿
は
神
婚
譚
を
中
心
に
古
代
人
の
世
界
観
を
検

討
す
る
こ
と
を
目
的
す
る
こ
と
か
ら
︑
祭
祀
の
変
更
の
問
題
に
つ

い
て
は
改
め
て
別
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
︒

1２　
﹃
古
事
記
﹄
で
は
︑
意
富
多
々
泥
古
は
大
物
主
神
の
五
世
の
孫

と
な
っ
て
い
る
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄で
は
大
田
田
根
子
は
子
と
な
っ

て
い
る
︒

13　
﹁
聡
明
叡
智
﹂
は
聖
人
の
徳
で
あ
り
︑
出
典
の
﹃
易
経
﹄
繫
辭

上
傳
第
一
一
章
で
は
︑
聖
人
は
易
占
に
よ
っ
て
︑﹁
天
下
の
志
を

通
じ
﹂﹁
天
下
の
業
を
定
め
﹂﹁
天
下
の
疑
い
を
断
ず
﹂
と
あ
る
︒

六
一



14　

た
と
え
ば
︑﹃
魏
志
倭
人
伝
﹄
に
﹁
鬼
道
に
事つ
か

へ
︑
能よ

く
衆
を

惑
は
す
﹂
と
あ
る
卑
弥
呼
は
︑
三
世
紀
前
半
に
︑
政
治
を
補
佐
す

る
男
弟
と
と
も
に
連
合
国
家
組
織
に
君
臨
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
巫
女
的
霊
能
を
持
つ
女
性
と
そ
の
兄
弟
が
︑
宗
教
と

政
治
を
分
掌
す
る
二
重
統
治
体
制
を
ヒ
メ
ヒ
コ
制
と
言
う
︒
こ
れ

は
︑血
縁
の
紐
帯
を
中
軸
と
す
る
氏
族
社
会
で
発
達
し
た
も
の
で
︑

現
代
の
沖
縄
の
お
な
り
信
仰
に
も
痕
跡
が
残
る
︒
な
お
︑
近
年
︑

古
墳
の
遺
物
や
神
話
の
分
析
を
通
じ
︑
日
本
古
代
に
は
軍
事
権
︑

生
産
権
︑
祭
祀
権
を
一
手
に
担
っ
た
女
性
首
長
や
男
性
シ
ャ
ー
マ

ン
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
︑
女
性
／
宗
教
︑

男
性
／
政
治
と
い
う
分
掌
が
必
然
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
︒

15　

詳
細
は
倉
塚
曄
子
﹃
巫
女
の
文
化
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
七
九
︶︑

義
江
明
子
﹃
日
本
古
代
の
祭
祀
と
女
性
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九

九
六
︶
参
照
︒

16　

な
お
︑﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
︑
も
う
一
つ
の
﹁
陰

突
き
﹂
の
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
古
事
記
﹄
神
武
記
に
よ
っ

て
概
略
を
説
明
す
る
と
以
下
に
な
る
︒
三み

し
ま
の
み
ぞ
く
ひ

島
湟
咋
の
娘
で
あ
る
勢せ

夜や

陀だ

多た

良ら

比ひ

売め

は
︑
そ
の
容
姿
が
﹁
麗う
る
わ美
し
﹂
か
っ
た
の
で
︑
美

和
の
大
物
主
神
は
心
惹
か
れ
︑
彼
女
が
厠
で
用
を
た
し
て
い
る
時

に
丹
塗
矢
に
化
身
し
て
︑
溝
か
ら
流
れ
下
り
て
︑
彼
女
の
陰
を
突

い
た
︒
彼
女
は
驚
き
騒
い
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
矢
を
床
の
傍
に
置

い
て
お
い
た
と
こ
ろ
︑
麗
し
い
男
性
に
変
身
し
︑
二
人
が
結
婚
し

て
生
ま
れ
た
娘
が
富ほ

登と

多た

多た

良ら

伊い

須す

須す

岐き

比ひ

売め
の

命み
こ
とで
あ
り
︑
そ

の
娘
は
後
に
初
代
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
︒
こ

の
説
話
で
は
﹁
陰
突
き
﹂
は
後
の
聖
婚
︑
出
産
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
︒
大
物
主
神
と
在
地
豪
族
の
娘
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
が
神
武

天
皇
の
皇
后
と
な
る
と
い
う
の
は
︑
大
和
の
在
地
勢
力
が
神
武
天

皇
に
服
属
し
た
こ
と
を
︑
結
婚
の
形
で
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

17　

前
掲
﹃
古
事
記
﹄
九
五
~
九
七
頁
︒

18　
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
二
︶︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑

一
九
九
七
︶
一
六
八
~
一
六
九
頁
︒
な
お
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上

巻
第
一
も
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
扱
っ
て
い
る
︒

19　

大
物
主
神
の
﹁
モ
ノ
﹂
か
ら
日
本
古
代
の
神
の
特
質
を
﹁
モ

ノ
神
﹂
と
と
ら
え
︑
祭
祀
を
司
る
﹁
タ
マ
神
﹂
と
対
照
さ
せ
︑
神

の
本
質
を
探
究
し
た
議
論
と
し
て
︑
佐
藤
正
英
﹃
増
補
改
訂
版　

日
本
倫
理
思
想
史
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
︶
が
あ
る
︒

佐
藤
の
所
論
を
受
け
て
︑
上
原
雅
文
﹁
古
代
日
本
の
神
と
自
然
環

境
:
自
然
観
の
再
検
討
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
総
合
人
間
科
学
:
東
亜

大
学
総
合
人
間
・
文
化
学
部
紀
要
﹄︑
二
〇
〇
四
︶
で
は
︑
モ
ノ

神
を
﹁
存
在
の
生
成
的
威
力
﹂
と
意
味
付
け
る
︒
こ
の
二
つ
の
論

か
ら
は
︑
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
︒
ま
た
︑
古
代
の
神
婚
説
話
の

幅
広
い
分
析
と
し
て
は
︑
青
柳
ま
や
﹃
古
代
日
本
文
学
が
物
語
る

六
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婚
姻
・
出
生
伝
承
﹄︵
花
鳥
社
︑
二
〇
二
〇
︶
参
照
︒

２０　

こ
の
海
は
出
雲
の
海
で
あ
り
︑
谷
川
健
一
﹁
海
を
照
ら
す
神

し
き
光
﹂︵﹃
神
・
人
間
・
動
物
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
五
︶
で
は
︑

海
を
照
ら
し
て
や
っ
て
き
た
の
は
蛇
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

出
雲
で
は
︑
出
雲
大
社
・
佐
多
神
社
・
美
穂
神
社
・
日
御
碕
神
社

の
神か

み
あ
り在
祭ま
つ
りの
際
に
︑
沖
合
か
ら
海
岸
に
漂
着
し
た
セ
グ
ロ
ウ
ミ

ヘ
ビ
の
下
に
玉
藻
︵
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
︶
を
敷
い
て
神
殿
に
安
置
す
る

と
い
う
︒
和
田
萃﹁
三
輪
山
の
神
﹂︵
上
田
正
昭
他﹃
三
輪
の
神
々
﹄

学
生
社
︑
二
〇
〇
三
︶
参
照
︒

２1　

こ
の
説
話
に
お
い
て
は
︑
雄
略
天
皇
は
︑
雷
神
と
し
て
の
大

物
主
神
の
発
す
る
光
に
驚
き
隠
れ
た
が
︑
最
後
は
そ
の
神
を
丘
に

放
ち
︑
そ
の
丘
を
み
ず
か
ら
雷
の
丘
と
名
付
け
た
︒
そ
れ
は
︑
天

皇
が
最
終
的
に
は
大
物
主
神
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
︑
自
己
の
支
配

下
に
お
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
︒

２２　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
三
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
雷
が

授
け
た
︑
頭
に
蛇
を
巻
い
て
生
ま
れ
て
き
た
子
は
大
力
で
︑
元
興

寺
に
童
子
︵
寺
院
の
雑
用
を
つ
と
め
る
下
級
の
職
︶
と
し
て
入
っ

た
後
︑
鬼
退
治
を
し
た
り
︑
妨
害
者
の
王
を
退
け
元
興
寺
の
田
に

水
を
引
い
た
り
し
た
︒
童
子
は
出
家
し
て
道
場
法
師
と
な
っ
た
︒

こ
の
話
の
背
後
に
は
雷
神
=
蛇
神
=
水
神
=
田
の
神
と
い
う
観
念

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
神
の
子
が
出

家
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
力
を
仏
教
が
取
り
込
み
︑
仏
法
の

力
が
︑
雷
神
=
蛇
神
=
水
神
=
田
の
神
を
凌
ぎ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒

２3　

縄
文
時
代
中
期
の
藤
内
遺
跡
︵
長
野
県
諏
訪
郡
富
士
見
町
︶

か
ら
︑
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
蛇
を
頭
部
に
載
せ
た
土
偶
が
出
土
し
て

い
る
︵
井
戸
尻
考
古
館
所
蔵
︶︒

２4　

土
器
の
蛇
の
装
飾
に
関
し
て
は
︑
吉
本
洋
子
︑
渡
辺
誠
﹁
人

面
・
土
偶
装
飾
付
土
器
の
基
礎
的
研
究
﹂︵﹃
日
本
考
古
学
﹄
一
巻

一
号
︑
一
九
九
四
︶
参
照
︒
縄
文
人
の
蛇
神
信
仰
に
つ
い
て
は
︑

吉
野
裕
子
﹃
蛇
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
九
︶︑
鹿
熊
勤
﹁
自

然
と
神
と
縄
文
人
﹂︵﹃
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
／
精
神
医

学
﹄
一
九
巻
一
号
︑
二
〇
二
〇
︶
参
照
︒

２5　
﹃
風
土
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
︶

三
七
七
~
三
七
九
頁
︒

２6　

た
だ
し
︑
赤
塚
史
﹁
夜
刀
神
の
伝
承
に
つ
い
て
﹂︵﹃
国
文
学

研
究
﹄
一
五
六
巻
︑
二
〇
〇
八
︶
で
は
︑
夜
刀
神
は
︑﹁
討
伐
・

平
定
さ
れ
る
異
族
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄

の
こ
の
記
事
の
前
後
の
個
所
で
は
﹁
佐
伯
﹂﹁
国
巣
﹂
と
明
記
さ

れ
て
い
る
異
族
が
︑
な
ぜ
こ
こ
に
限
っ
て
﹁
夜
刀
神
﹂
と
表
記
さ

れ
て
い
る
の
か
が
分
か
り
に
く
い
︒
説
話
研
究
に
あ
た
っ
て
は
︑

歴
史
的
事
象
や
先
行
説
話
や
漢
籍
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
︑
説
話

内
部
の
構
造
と
意
味
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

六
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２7　

諸
家
の
研
究
で
は
︑
第
一
段
階
を
立
て
て
お
ら
ず
︑
第
二
段

階
と
第
三
段
階
を
も
っ
て
こ
の
話
を
理
解
し
て
い
る
︒
確
か
に
国

司
に
よ
る
報
告
と
し
て
は
︑
朝
廷
の
﹁
風
化
﹂
が
何
ら
か
の
か
た

ち
で
認
め
ら
れ
る
段
階
か
ら
の
説
明
に
な
る
が
︑
朝
廷
が
関
わ
る

以
前
の
土
着
の
祭
祀
の
段
階
が
原
型
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考

え
︑
第
一
段
階
を
立
て
た
︒

２8　

角
の
あ
る
蛇
に
つ
い
て
は
︑
茨
城
県
内
か
ら
角
の
あ
る
蛇
の

装
飾
を
も
っ
た
縄
文
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
︒
長
山
明
弘﹁
動
物
形
象
突
起
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
│
突
起
・

把
手
に
関
す
る
研
究
の
あ
ゆ
み
│
﹂︵
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社

会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
一
二
八
集
﹃
土
器

型
式
論
の
実
践
的
研
究
﹄︶
七
九
頁
︑
第
八
図
﹁﹁
角
の
あ
る
蛇
﹂

と
そ
の
類
例
﹂
参
照
︒

２9　

水
利
施
設
が
発
達
し
て
い
な
い
古
代
に
あ
っ
て
は
︑
丘
陵
に

囲
ま
れ
た
細
長
い
谷
で
︑
低
湿
地
で
あ
る
﹁
や
つ
﹂︵
や
と
︶
は
︑

多
量
の
水
を
使
用
す
る
稲
作
に
適
し
た
地
と
し
て
︑
田
が
作
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

3０　

武
士
に
お
け
る
宗
教
性
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
拙
著
﹃
さ
と

り
と
日
本
人
﹄
第
二
章
武
士
の
思
想
と
仏
教
︵
ぷ
ね
う
ま
舎
︑
二

〇
一
七
︶
を
参
照
︒

31　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
第
三
八
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
〇

第
二
四
話
参
照
︒

3２　

近
世
の
女
人
蛇
体
説
話
に
つ
い
て
は
︑
高
田
衛
﹃
女
と
蛇
│

表
徴
の
江
戸
文
学
誌
│
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
九
︶︑
堤
邦
彦

﹃
女
人
蛇
体
│
偏
愛
の
江
戸
怪
談
史
│
﹄︵
角
川
叢
書
︑角
川
書
店
︑

二
〇
〇
六
︶
参
照
︒

33　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一

九
九
五
︶
一
四
六
~
一
四
九
頁
︒

34　

同
じ
く
︑
異
類
婚
姻
譚
の
話
型
の
影
響
を
受
け
つ
つ
︑
そ
れ

が
本
来
あ
る
べ
き
人
並
外
れ
た
力
を
持
つ
氏
族
の
始
祖
の
誕
生
と

い
う
結
末
に
は
な
っ
て
い
な
い
︑
古
代
の
説
話
と
し
て
﹃
肥
前
国

風
土
記
﹄
松
浦
郡
褶ひ

れ
ふ
り
の振
峯み
ね

の
項
の
弟お
と

日ひ

姫ひ
め

子こ

の
説
話
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
︒
弟
日
姫
子
は
︑
夜
に
通
っ
て
く
る
男
性
の
正
体

を
見
極
め
よ
う
と
麻
糸
を
衣
の
裾
に
着
け
そ
れ
を
辿
っ
て
い
っ
た

と
こ
ろ
︑
沼
に
住
む
蛇
頭
人
身
の
妖
怪
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
︑

弟
日
姫
子
は
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
本
来
で
あ
れ
ば
語
ら
れ
る
べ

き
氏
族
の
始
祖
の
誕
生
の
代
わ
り
に
︑
女
性
の
死
と
い
う
結
末
に

終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

35　

類
感
呪
術
と
は
︑
Ｊ
.
Ｇ
.
フ
レ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
提
唱
さ

れ
た
考
え
方
で
︑
模
倣
呪
術
と
も
言
わ
れ
︑
類
似
は
類
似
を
生
む

と
い
う
原
理
に
基
づ
き
︑
求
め
る
結
果
を
模
倣
す
る
行
為
に
よ
っ

て
目
的
達
成
を
目
指
す
も
の
で
︑
た
と
え
ば
︑
豊
穣
を
達
成
す
る

た
め
に
儀
礼
的
な
性
的
交
渉
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
原
型
的
に
は
︑

祭
祀
は
共
同
体
の
成
員
全
員
の
任
務
で
あ
り
︑
交
代
で
行
わ
れ
て

六
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い
た
か
ら
︑
潜
在
的
に
は
共
同
体
の
女
性
全
員
が
神
を
迎
え
る
巫

女
で
あ
っ
た
︵
折
口
信
夫
﹁
最
古
日
本
の
女
性
生
活
の
根
底
﹂︵
前

掲
﹃
折
口
信
夫
全
集
﹄
第
二
巻
所
収
︶
参
照
︶︒

36　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
観
に
つ
い
て
は
︑Ｆ
.
ハ
イ
ニ
マ
ン
著
︑

広
川
洋
一
他
訳
﹃
ノ
モ
ス
と
ピ
ュ
シ
ス
│
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
け

る
そ
の
起
源
と
意
味
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
一
九
八
三
年
︶︑
青
山
昌

文
他
﹃
比
較
思
想
│
東
西
の
自
然
観
﹄︵
放
送
大
学
教
育
振
興
会
︑

一
九
九
五
年
︶︑
種
山
恭
子
﹁
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
自
然
哲
学
と

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
﹂︵
大
森
荘
蔵
他
﹃
自
然
と
コ
ス
モ
ス
﹄
新
・
岩

波
講
座
哲
学
︑
一
九
八
五
年
︶
参
照
︒

37　

な
お
︑
こ
の
後
現
れ
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
︑
ノ
モ

ス
は
単
な
る
拘
束
的
な
慣
習
︑
人
為
的
で
可
変
的
な
制
度
と
解
釈

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ピ
ュ
シ
ス
と
ノ
モ
ス
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
絶
対

的
真
理
と
誤
っ
た
仮
象
と
し
て
乖
離
し
た
︒
そ
れ
を
再
び
結
合
さ

せ
た
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︵
前
掲

﹃
ノ
モ
ス
と
ピ
ュ
シ
ス　

ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
け
る
そ
の
起
源
と

意
味
﹄︶︒

38　
﹁
自
然
│
神
│
共
同
体
│
人
間
﹂︵
自
然
と
神
と
共
同
体
と
人

間
と
が
調
和
的
に
一
体
化
︶
と
い
う
図
式
は
︑
日
本
の
原
型
的
村

落
共
同
体
と
重
な
る
が
︑
し
か
し
︑
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
が
哲

学
的
原
理
の
探
究
に
赴
き
︑
日
本
が
祭
祀
の
実
践
を
中
心
と
し
て

い
る
の
は
︑
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
は

規
則
的
で
︑
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
は
︑
自
然

の
力
が
横
溢
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
忍
従
す
る
し
か

な
い
と
説
い
た
和
辻
哲
郎
の
﹃
風
土
﹄
を
想
起
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
社
会
経
済
的
基
盤
も
大
き
く
違
う
こ
と
が
指

摘
で
き
る
︒
イ
オ
ニ
ア
は
植
民
都
市
で
あ
っ
て
伝
統
思
想
に
掣
肘

さ
れ
ず
︑
ま
た
貿
易
を
主
産
業
と
し
︑
そ
の
場
合
は
自
然
の
原
イ

メ
ー
ジ
は
航
海
の
時
に
観
察
す
る
天
体
の
規
則
正
し
い
動
き
に
な

る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
の
場
合
は
稲
作
を
共
同
で
行

い
︑
自
然
は
恵
み
を
与
え
る
と
同
時
に
突
発
的
で
不
規
則
な
災
い

を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
︒

六
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