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は
じ
め
に

『古
事
記
﹄
お
よ
び
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
垂
仁
天
皇
条
に
は
本
牟
智
和
気

命
も
し
く
は
誉
津
別
命
と
名
付
け
ら
れ
た
物
言
え
ぬ
皇
子
が
物
言
え
る
よ

う
に
な
る
伝
承
が
あ
る
︒
物
言
え
ぬ
こ
と
は
当
然
統
治
者
と
し
て
適
格
性

を
欠
き
︑
必
然
的
に
体
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
で
は
父
垂
仁

天
皇
が
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
手
を
尽
く
し
て
物
言
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
努
め

た
の
は
統
治
者
と
し
て
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
︑
そ

う
で
も
な
く
︑
物
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
皇
子
の
そ
の
後
に
つ
い
て
語
る

と
こ
ろ
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
記
・
紀
は
政
治
的
な
必
要
か
ら
ホ
ム
チ

ワ
ケ
伝
承
を
取
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
翻
っ
て
垂
仁
天
皇

像
の
形
象
︑
施
策
と
の
関
わ
り
を
み
る
と
︑
そ
れ
な
り
に
意
味
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は
で
き
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
こ
の
伝
承
の
垂
仁
記
・
紀
の
な
か
で
担
う
意
味
︑

役
割
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
い
︒
も
と
よ
り
︑
記
・
紀
の
伝
承
構
成
要
素

は
異
な
り
︑
当
然
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
担
う
意
味
も
役
割
も
異
な
る
︒

そ
れ
を
明
確
に
示
す
の
は
︑
垂
仁
記
・
紀
で
皇
子
が
物
い
え
る
よ
う
に

な
る
契
機
の
設
定
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
紀
は
白
鳥
を
み
て
﹁
あ
ぎ

と
﹂
い
︑
鳥
取
部
の
祖
天
湯
河
板
挙
に
白
鳥
を
追
跡
さ
せ
︑
彼
が
出
雲
で

捕
ら
え
た
鳥
を
献
上
し
た
の
を
み
せ
る
と
物
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
︒
記
は
白
鳥
を
み
て
﹁
あ
ぎ
と
う
﹂
た
の
で
︑
大
鶙
に
こ
の
鳥
を
追
跡

さ
せ
︑
越
の
国
で
捕
ら
え
て
献
上
し
た
鳥
を
皇
子
に
み
せ
た
も
の
の
︑
物

言
え
る
ま
で
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
し
︑
さ
ら
に
︑
皇
子
が
物
言
え
ぬ
状

態
に
な
っ
た
原
因
は
出
雲
の
大
神
の
神
殿
修
復
が
な
さ
れ
な
い
た
め
で
あ

る
と
す
る
託
宣
を
設
定
し
︑
神
の
求
め
に
応
え
る
た
め
本
人
を
出
雲
大
神

に
参
詣
さ
せ
る
と
物
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
上
で
奉
賽
と
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し
て
天
皇
が
神
の
求
め
に
応
じ
て
社
殿
を
修
復
さ
せ
た
伝
承
を
加
え
る
︒

出
雲
大
神
の
祟
の
有
無
は
当
然
︑
垂
仁
記
・
紀
に
お
け
る
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝

承
の
意
味
合
の
異
な
る
こ
と
を
示
す
︒

ま
た
︑
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
の
垂
仁
記
・
紀
に
お
け
る
比
重
は
こ
れ
ら
を

構
成
す
る
話
数
と
も
か
か
わ
る
︒
垂
仁
紀
に
は
誉
津
別
命
伝
承
の
他
に
︑

①
都
怒
我
阿
羅
斯
等
の
渡
来
伝
承

(二
年
)︑
②
天
日
槍
の
渡
来
伝
承

(三
年
)︑
③
狭
穂
彦
王
・
狭
穂
姫
の
反
逆
伝
承

(四
年
)︑
④
当
麻
蹶
速

と
野
見
宿
禰
の
相
撲
伝
承

(七
年
)︑
⑤
日
葉
酢
媛
命
立
后
伝
承

(十
五

年
)︑
⑥
神
祇
祭
祀
尊
重
伝
承

(二
十
五
年
)︑
⑦
倭
姫
命
に
よ
る
伊
勢

神
宮
創
祀
伝
承

(二
十
五
年
)︑
⑧
大
倭
国
魂
神
祭
祀
伝
承

(二
十
五

年
)︑
⑨
物
部
十
千
根
に
よ
る
出
雲
の
神
宝
管
掌
伝
承

(二
十
六
年
)︑

⑩
倭
彦
命
薨
去
を
契
機
と
す
る
埴
輪
創
出
伝
承

(二
十
八
・
三
十
二
年
)︑

⑪
石
上
神
宮
創
祀
伝
承

(三
十
九
・
八
十
七
年
)︑
⑫
天
日
槍
の
神
宝
管

掌
伝
承

(八
十
八
年
)︑
⑬
田
道
間
守
の
常
世
か
ら
の
橘
将
来
伝
承

(九

十
年
)
な
ど
数
多
く
の
伝
承
が
あ
る
︒
中
で
も
⑩
の
相
撲
伝
承
の
後
を

受
け
た
野
見
宿
禰
に
よ
る
埴
輪
創
出
伝
承
で
は
殉
死
の
習
俗
を
止
め
︑
代

り
に
人
形
埴
輪
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
由
来
を
説
き
︑
奈
良
時
代
後
期
に

天
皇
が
﹁
垂
仁
﹂
な
る
諡
を
贈
ら
れ
る
重
要
な
話
で
あ
っ
た
と
み
え
る(1

)
︒

こ
れ
を
も
た
な
い
記
は
有
徳
の
垂
仁
天
皇
像
形
象
に
お
い
て
重
要
な
伝
承

を
欠
く
と
い
え
る
︒
垂
仁
記
の
主
要
構
成
話
は
本
牟
智
和
気
命
養
育
伝
承

の
他
は
︑
①
沙
本
毘
古
王
・
沙
本
比
売
の
反
逆
伝
承
︑
②
比
婆
須
比
売

の
立
后
伝
承
︑
③
多
遲
摩
毛
理
の
常
世
か
ら
の
橘
将
来
伝
承
で
あ
る
︒

当
然
本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
比
重
は
紀
に
比
べ
て
重
い
︒
し
か
も
︑
記
の

場
合
︑
崇
神
記
の
大
物
主
神
の
祟
の
伝
承
に
比
較
す
る
と
祟
の
規
模
・
内

容
は
異
な
る
が
︑
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
大
国
主
神
の
祟
の
話
を

配
し
︑
こ
の
神
を
祭
り
鎮
め
る
神
祇
伝
承
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ(2

)
︒

紀
で
は
誉
津
別
命
が
白
鳥
を
み
て
言
葉
を
発
し
た
と
し
て
完
結
さ
せ
祟

に
ふ
れ
な
い
か
ら
︑
当
然
︑
記
の
出
雲
大
神
の
祟
の
話
は
後
次
的
に
付
加

さ
れ
た
要
素
の
よ
う
に
み
え
る
︒
た
だ
︑
垂
仁
記
の
構
想
と
︑
伝
承
形
成

時
の
問
題
は
分
け
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
︒
白
鳥
に
か
か
わ
る
鳥
取
部
等

の
設
置
の
由
来
を
説
く
要
素(3

)
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
伝
承
の
形
成
過
程
で

は
後
次
的
要
素
に
な
ろ
う
が
︑
記
あ
る
い
は
垂
仁
記
の
編
纂
過
程
で
考
え

る
と
崇
は
構
想
の
最
初
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒
編
者
た

る
天
武
天
皇
の
意
図
で
あ
っ
た
の
か
︑
記
は
鳥
取
部
の
氏
族
の
起
源
伝
承

を
中
心
テ
ー
マ
か
ら
外
し
︑
起
源
を
語
る
物
語
の
方
法(4

)
に
従
っ
て
隅
に
追

い
や
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
紀
の
誉
津
別
命
伝
承
が
出
雲
大
神
の
祟
を

説
か
な
く
て
も
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
︑
伝
承
自
体
は
も
の

い
え
ぬ
皇
子
が
白
鳥
を
み
て
も
の
が
い
え
る
よ
う
に
な
っ
た
話
と
し
て
お
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そ
ら
く
は
鳥
取
部
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
︑
記
が
こ
れ
を
垂
仁
記
に
定
着
す

る
際
に
︑
天
皇
も
し
く
は
朝
廷
が
出
雲
大
神
祭
祀
開
始
の
契
機
と
し
て
出

雲
大
神
の
祟
の
要
素
を
加
え
た
と
し
て
よ
い
︒
本
稿
で
は
物
言
え
ぬ
皇
子

の
伝
承
に
出
雲
大
神
の
社
殿
修
復
伝
承
を
加
え
た
意
図
に
つ
い
て
も
触
れ

な
が
ら
︑
本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
記
・
紀
に
お
け
る
意
味
・
役
割
を
考
え

て
み
た
い
︒(

一
)

記
の
沙
本
毘
古
叛
逆
伝
承

ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
の
う
ち
︑
出
雲
の
神
の
祟
の
話
を
除
い
た
︑
記
と
紀

の
伝
承
が
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
み
る
と
︑
結
末
部
の
導
き
方
に
違
い
は

あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
共
通
す
る
︒
共
通
部
分
は
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の

か
確
認
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
ま
ず
は
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
に
先
行
す
る
沙
本

毘
古
王
の
反
逆
と
沙
本
毘
売
の
荷
担
の
伝
承
の
要
点
お
よ
び
ホ
ム
チ
ワ
ケ

と
の
関
係
を
み
て
お
き
た
い
︒
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
か
ら
み
る
と
︑
前
置
的

性
格
を
も
ち
︑
密
接
な
関
係
に
あ
る
︒
沙
本
毘
古
王
反
逆
伝
承
の
梗
概
は
︑

①

沙
本
毘
売
が
垂
仁
天
皇
の
后
と
な
っ
た
時
︑
后
の
兄
沙
本
毘
古
王
は

后
に
自
分
と
天
皇
と
ど
ち
ら
が
愛
お
し
い
か
と
問
う
︒
兄
と
答
え
た
妹

の
言
葉
尻
を
と
ら
え
︑
王
は
﹁
二
人
で
天
下
を
治
め
よ
う
﹂
と
誘
い
︑

紐
小
刀
を
渡
し
て
天
皇
を
殺
す
よ
う
唆
す
︒

②

后
沙
本
毘
売
は
断
り
切
れ
ず
︑
兄
の
指
示
ど
お
り
︑
自
ら
の
膝
枕
で

寝
入
っ
た
天
皇
の
頸
を
紐
小
刀
で
刺
そ
う
と
す
る
が
哀
し
く
て
で
き
ず
︑

天
皇
の
顔
に
涕
を
落
と
す
︒

③

天
皇
は
目
覚
め
︑
佐
保
の
方
か
ら
暴
雨
が
降
っ
て
来
て
面
を
濡
ら
し
︑

錦
の
小
蛇
が
頸
に
纏
わ
り
つ
く
夢
を
見
た
が
︑
何
の
前
兆
か
と
問
う
︒

隠
し
お
お
せ
な
い
と
思
っ
た
后
は
事
情
を
告
げ
て
し
ま
う
︒

④

天
皇
は
す
ぐ
沙
本
毘
古
の
も
と
に
兵
を
向
け
る
が
︑
王
は
稲
城
を
構

え
て
抵
抗
し
︑
后
も
宮
を
出
︑
稲
城
に
入
る
︒
天
皇
は
三
歳
慈
し
ん
で

き
た
后
が
既
に
妊
娠
ん
で
い
た
の
で
急
に
は
攻
め
ら
れ
な
い
︒

⑤

稲
城
で
出
産
し
た
后
は
子
を
外
に
出
し
︑
﹁
こ
の
子
を
天
皇
の
子
と

認
知
さ
れ
る
な
ら
︑
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
︒
后
に
執
着
が

あ
っ
た
天
皇
は
︑
力
士
を
向
け
︑
子
を
受
け
取
る
時
に
后
も
捕
ら
え
よ

と
指
示
す
る
︒
天
皇
の
心
を
読
ん
だ
后
は
細
工
を
し
て
逃
げ
お
お
す
︒

⑥

子
を
受
け
取
っ
た
も
の
の
︑
后
を
取
り
戻
せ
な
か
っ
た
天
皇
は
︑
后

に
子
の
名
づ
け
︑
養
育
方
法
︑
次
の
后
に
す
べ
き
女
性
に
つ
い
て
問
う
︒

后
は
子
の
名
を
本
牟
智
和
気
命
と
し
︑
乳
母
を
と
り
︑
湯
坐
を
定
め
て

養
う
よ
う
に
求
め
︑
次
の
后
に
は
日
子
坐
王
の
子
孫
丹
波
の
比
婆
須
比

売
命
を
推
薦
す
る
︒
天
皇
が
そ
の
後
沙
本
毘
古
を
攻
め
る
と
︑
后
は
兄
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に
殉
じ
て
死
ぬ
︒

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
長
々
と
梗
概
を
示
し
た
の
は
沙
本
毘
古
王

の
反
逆
お
よ
び
施
策
は
崇
神
天
皇
の
施
策
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
で
あ
る
︒

①
の
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
は
︑
崇
神
朝
の
大
物
主
神
の
祟
を
契
機
と

し
て
整
備
さ
れ
た
神
祇
制
度
が
︑
神
祇
祭
祀
の
中
心
部
分
か
ら
女
性
を
排

除
し
︑
男
性
神
主
中
心
の
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
︑
つ
ま
り
姫
彦

制
か
ら
男
性
中
心
の
政
治
主
導
型
の
神
祇
祭
祀
制
度
に
移
し
た
こ
と
へ
の

揺
り
戻
し
と
し
て
企
ら
れ
た
と
す
る
︒
そ
の
新
制
度
に
批
判
的
な
勢
力
を

代
表
す
る
の
が
沙
本
毘
古
王
と
し
︑
姫
彦
制
を
復
活
し
よ
う
と
す
る
意
味

を
担
う
反
逆
と
性
格
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
描
き
方
は
紀
の
方
が

明
確
で
︑
狭
穂
彦
に
﹁
吾
鴻
祚
登
ら
さ
ば
︑
必
ず
汝
と
天
下
に
照
臨
ま

む
﹂
と
い
わ
せ
て
い
る
︒
す
で
に
崇
神
紀
に
お
い
て
宮
廷
で
祭
ら
れ
て
い

た
天
照
大
御
神
と
大
倭
国
魂
神
を
宮
中
の
外
に
出
し
た
と
し
て
お
り
︑
垂

仁
紀
で
は
こ
れ
を
受
け
て
天
照
大
御
神
を
倭
姫
命
に
付
け
て
伊
勢
に
移
し

た
と
す
る
︒
こ
れ
ら
は
神
祇
祭
祀
制
度
の
改
革
に
対
応
し
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
に
み
る
と
︑
崇
神
垂
仁
記
・
紀
に
神
祇
祭
祀
関
係
の
記
事
が
多
く
見

え
る
の
は
︑
両
天
皇
の
時
代
は
そ
の
整
備
の
時
期
で
あ
る
と
共
に
揺
れ
を

見
せ
た
時
期
で
も
あ
る
と
設
定
し
た
も
の
で
︑
出
雲
大
神
の
祟
と
社
殿
修

築
も
そ
う
し
た
時
代
の
一
事
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

も
と
よ
り
狭
穂
彦
王
の
反
逆
の
失
敗
も
︑
伊
勢
神
宮
の
創
建
と
と
も
に
︑

崇
神
朝
に
始
め
ら
れ
た
姫
彦
制
的
政
治
体
制
の
終
焉
︑
新
制
度
の
確
立
が

確
定
し
た
と
す
る
伝
承
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
明
確
な
認
識

を
も
た
な
か
っ
た
沙
本
毘
売
命
は
天
皇
に
対
す
る
自
ら
の
個
人
的
情
愛
に

動
か
さ
れ
︑
結
局
兄
の
企
て
を
失
敗
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
反
逆
者
と
な
っ
た
沙
本
毘
売
命
は
︑
天
皇
の
個
別
的
情
愛
に
甘
え

き
れ
ず
兄
に
従
っ
て
死
な
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︒
こ
う
し
て
記
の
皇
子
本

牟
智
和
気
命
は
誕
生
の
時
か
ら
兄
の
反
逆
に
与
し
た
后
の
生
ん
だ
子
と
い

う
重
い
烙
印
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
牟
智
和
気
命

は
兄
と
母
と
の
企
て
の
被
害
者
で
あ
っ
た
が
︑
垂
仁
天
皇
の
広
い
心
と
慈

し
び
の
心
と
に
よ
っ
て
︑
反
逆
者
一
般
に
対
す
る
処
置
と
異
な
り
︑
深
い

愛
情
を
も
っ
て
養
育
さ
れ
た
と
す
る
︒

こ
の
垂
仁
天
皇
の
描
き
方
は
憶
良
が
万
葉
集
巻
五
︑
八
〇
二
番
歌
︑

﹁
子
等
を
思
ふ
歌
一
首

序
を
并
せ
た
り
﹂
の
序
で
︑

釈
迦
如
来
︑
金
口
に
正
に
説
き
た
ま
は
く
︑
等
し
く
衆
生
を
思
ふ
こ

と
︑
羅
睺
羅
の
如
し
と
の
た
ま
へ
り
︒
又
説
き
た
ま
は
く
︑
愛
は
子
に

過
ぎ
た
り
と
い
ふ
こ
と
無
し
と
の
た
ま
へ
り
︒
至
極
の
大
聖
す
ら
尚
し

子
を
愛
し
ぶ
る
心
あ
り
︒
況
む
や
世
間
の
蒼
生
の
︑
誰
か
は
子
を
愛
し

本
牟
智
和
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命
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び
ず
あ
ら
め
や
︒

と
︑
親
の
子
を
思
う
心
の
深
さ
と
釈
迦
の
慈
悲
と
を
重
ね
て
述
べ
た
の
と

二
重
映
し
に
な
る
︒
こ
こ
に
は
情
愛
が
深
く
︑
広
い
心
を
も
っ
た
垂
仁
天

皇
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒

こ
れ
は
政
治
体
制
の
頂
点
に
立
つ
天
皇
も
我
が
子
に
対
す
る
ご
と
き
個
別

的
愛
情
に
支
え
ら
れ
た
仁
を
国
民
に
遍
く
及
ぼ
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
す

る
理
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
︒
す
く
な
く
と
も
天
皇

の
心
の
広
さ
は
④
・
⑤
・
⑥
の
后
に
対
す
る
執
着
を
支
え
て
い
る
情
愛

を
も
包
摂
し
て
い
よ
う
︒
特
に
⑥
の
反
逆
者
に
与
し
た
后
の
言
葉
を
容

れ
て
︑
后
の
同
族
の
和
迩
系
の
流
れ
を
汲
む
日
子
坐
王
の
裔
で
あ
る
比
婆

須
比
売
命
を
次
の
后
に
迎
え
る
と
こ
ろ
に
は
そ
う
し
た
心
の
広
さ
が
み
え

る
︒
さ
ら
に
え
ば
︑
こ
れ
は
現
実
に
は
や
や
ず
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑

天
皇
に
な
る
こ
と
を
辞
し
て
吉
野
に
隠
栖
し
た
古
人
大
兄
の
女
︑
倭
姫
命

を
后
に
据
え
︑
蘇
我
山
田
石
川
麻
呂
の
女
︑
越
智
娘
や
姪
娘
を
妃
に
据
え

た
天
智
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
︒

個
人
の
情
が
天
皇
の
徳
へ
と
昇
華
さ
れ
る
こ
と
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
の

で
あ
ろ
う
︒

と
も
あ
れ
︑
垂
仁
天
皇
は
反
逆
者
に
与
し
た
后
︑
そ
の
后
の
生
ん
だ
皇

子
に
も
愛
情
を
懸
け
る
心
の
広
い
天
皇
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
︒
記
は

こ
の
二
つ
の
伝
承
に
よ
っ
て
垂
仁
天
皇
の
心
の
広
さ
深
さ
を
描
き
出
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
︒
本
牟
智
和
気
命
は
そ
の
心
に
支
え
ら
れ
て
言
葉
が
話

せ
る
よ
う
に
な
り
︑
成
長
を
遂
げ
た
と
す
る
の
で
あ
る
︒

(

二
)

記
・
紀
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承

ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
は
︑
記
で
は
沙
本
毘
古
王
叛
逆
伝
承
に
続
け
て
︑
紀

で
は
五
年
の
狭
穂
彦
叛
逆
伝
承
か
ら
十
五
年
経
た
二
十
三
年
条
に
据
え
る
︒

と
も
に
︑
八
拳
鬚
が
生
え
る
ま
で
物
言
え
な
か
っ
た
王
が
た
ま
た
ま
空
行

く
白
鳥
を
み
て
﹁
あ
ぎ
と
う
﹂
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
︑
御
子
の
そ
の
状

態
か
ら
の
回
復
を
試
み
る
伝
承
と
し
て
始
ま
る
︒
記
の
概
要
を
み
る
と
︑

①

天
皇
は
尾
張
の
相
津
の
二
俣
杉
で
作
っ
た
二
俣
小
舟
を
市
師
の
池
や

軽
の
池
に
浮
か
べ
︑
ホ
ム
チ
ワ
ケ
を
乗
せ
て
遊
ば
せ
た
が
︑
皇
子
は
八

拳
鬚
が
胸
前
に
伸
び
る
ま
で
物
が
言
え
な
か
っ
た
︒

②

本
牟
智
和
気
命
は
空
高
く
飛
び
行
く
白
鳥
の
声
を
聞
い
て
片
言
を

い
っ
た
︒

③

天
皇
は
白
鳥
を
よ
く
見
せ
れ
ば
物
言
う
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
︑

山
辺
大
鶙
に
白
鳥
を
捉
え
て
く
る
よ
う
命
じ
る
︒
大
鶙
は
白
鳥
を
追
っ

て
諸
国
を
廻
り
︑
高
志
の
和
那
美
の
水
門
で
捕
ら
え
て
献
る
︒
皇
子
に

見
せ
た
も
の
の
︑
も
の
言
う
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
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④

天
皇
が
憂
え
て
休
ん
だ
夜
の
夢
に
︑﹁
私
の
宮
を
天
皇
の
御
舍
の
よ

う
に
修
理
な
さ
れ
ば
︑
御
子
は
言
葉
を
話
さ
れ
よ
う
︒﹂
と
告
げ
る
神

が
あ
っ
た
︒
占
う
と
出
雲
大
神
の
御
心
で
あ
る
と
判
明
し
た
︒

⑤

天
皇
は
付
添
に
曙
立
王
を
選
び
︑
出
雲
参
拝
に
よ
っ
て
神
の
效
験
が

あ
る
か
否
か
繰
り
返
し
誓
約
さ
せ
て
確
か
め
︑
効
験
が
あ
る
と
確
認
で

き
た
の
で
︑
弟
菟
上
王
も
付
添
い
に
し
て
︑
本
牟
智
和
気
命
に
出
雲
大

神
参
拝
に
赴
か
せ
る
︒
一
行
は
道
す
が
ら
品
遅
部
を
定
め
な
が
ら
出
雲

大
神
に
参
拝
す
る
︒

⑥

出
雲
大
神
に
参
拝
し
て
帰
る
途
中
︑
出
雲
国
造
の
祖
岐
比
佐
都
美
が

肥
河
の
河
下
に
仮
宮
を
作
り
︑
青
葉
の
山
を
飾
っ
て
食
事
を
献
っ
た
時
︑

本
牟
智
和
気
命
は
青
葉
の
山
を
み
︑﹁
葦
原
色
許
男
大
神
を
祀
る
祝
の

大
庭
か
﹂
と
尋
ね
た
︒
王
達
は
喜
び
︑
檳
榔
の
宮
に
坐
せ
て
天
皇
に
報

告
の
使
い
を
出
す
︒

⑦

本
牟
智
和
気
命
は
一
夜
妻
に
肥
長
比
売
を
召
し
︑
様
子
を
窺
う
と
蛇

身
で
あ
っ
た
︒
驚
い
て
逃
げ
る
と
︑
海
を
光
し
て
後
を
追
っ
て
来
た
の

で
︑
山
の
鞍
部
か
ら
船
を
引
き
越
し
て
逃
げ
る
︒

⑧

大
和
に
帰
っ
て
天
皇
に
﹁
出
雲
参
拝
の
お
蔭
で
本
牟
智
和
気
命
が
物

言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
報
告
し
た
の
で
︑
天
皇
は
菟
上
王
を
返
し

て
神
の
宮
を
修
理
し
た
︒

⑨

天
皇
は
本
牟
智
和
気
命
に
因
み
︑
鳥
取
部
︑
鳥
甘
部
︑
品
遅
部
︑
大

湯
坐
︑
若
湯
坐
を
定
め
た
︒

記
の
本
牟
智
和
気
命
伝
承
は
︑
①
の
皇
子
を
舟
で
遊
ば
せ
る
話
と
②

③
の
物
言
え
ぬ
皇
子
が
白
鳥
を
み
て
﹁
あ
ぎ
と
う
﹂
た
の
で
︑
白
鳥
を

見
せ
れ
ば
物
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
捕
ら
え

さ
せ
︑
こ
れ
を
見
せ
る
話
と
︑
物
が
言
え
な
い
の
は
出
雲
大
神
の
祟
で
あ

る
と
の
夢
中
の
託
宣
が
あ
り
︑
祟
を
解
く
た
め
に
出
雲
に
参
詣
し
奉
賽
さ

せ
て
效
験
を
得
る
④
～
⑧
の
話
︑
⑨
の
品
部
の
由
来
を
説
く
話
と
で
構

成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
紀
は
③
の
段
階
で
物
が
言
え
る
よ
う

に
な
っ
た
と
し
︑
①
②
③
⑨
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
︒

こ
の
う
ち
②
③
の
本
牟
智
和
気
命
の
状
態
は
土
橋
寛
氏
の
説
か
れ
た

よ
う
に
︑
魂
の
萎
え
た
状
態
︑
白
鳥
を
み
る
こ
と
は
そ
れ
を
活
性
化
す
る

タ
マ
フ
リ
で
あ
っ
た(5

)
︒
②
は
無
意
識
の
う
ち
に
欠
け
た
魂
の
一
部
が
活

力
を
取
り
戻
し
︑
③
は
意
識
的
な
呪
術
的
行
為
と
し
て
の
﹁
見
る
タ
マ

フ
リ
﹂
の
結
果
で
あ
る
が
︑
記
は
こ
の
効
果
が
無
か
っ
た
と
す
る
の
に
対

し
︑
紀
は
効
果
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
記
が
効
果
が
な
か
っ
た

と
す
る
の
は
︑
後
段
に
さ
ら
に
別
の
理
由
と
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
を
説

く
た
め
︑
つ
ま
り
物
言
え
ぬ
の
は
出
雲
大
神
の
祟
で
あ
り
︑
参
拝
と
宮
殿

修
厳
に
よ
っ
て
物
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
た
め
の
改
変
で
あ
っ
た
︒

本
牟
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命
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こ
こ
に
い
う
白
鳥
を
み
る
の
と
同
じ
性
格
を
も
つ
水
鳥
や
白
馬
を
見
る

呪
術
的
行
為
は
人
麻
呂
の
日
並
皇
子
挽
歌

(二
-
一
七
〇
)
や
大
津
皇
子

の
自
傷
歌

(三
-四
一
六
)︑
白
馬
を
見
て
の
效
験
を
詠
む
家
持
の
白
馬
節

会
の
為
に
用
意
し
た
歌

(二
〇
-
四
四
九
四
)
に
み
え
る
︒
紀
も
こ
う
し

た
信
仰
を
背
景
と
し
て
物
語
を
展
開
し
た
の
は
鳥
取
部
の
伝
承
を
重
視
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
記
が
こ
れ
は
効
果
を
発

揮
し
な
か
っ
た
と
し
た
の
は
︑
伝
承
の
展
開
に
必
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑

歌
の
表
現
や
儀
礼
は
と
も
か
く
︑
現
実
に
は
伝
統
的
呪
術
に
対
す
る
信
頼

が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
た
こ
と
を
も
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
あ
と
④
～
⑧
に
︑
記
は
白
鳥
を
み
せ
て
も
や
は
り
物
言
え
ぬ
状

態
が
回
復
し
な
か
っ
た
理
由
を
出
雲
大
神
の
祟
の
た
め
と
す
る
︒
こ
れ
は

後
に
み
る
よ
う
に
︑
大
国
主
神
の
国
譲
の
時
の
︑
社
殿
を
立
派
に
造
る
と

い
う
約
束
と
関
係
づ
け
て
祟
の
理
由
が
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
紀
の
誉
津
別
命
伝
承
は
記
と
少
々
異
な
る
展
開
を
み

せ
る
︒
何
よ
り
も
出
雲
大
神
の
祟
の
話
が
な
い
︒
つ
ま
り
︑
白
鳥
を
見
せ

る
と
物
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
終
わ
る
︒
紀
第
九
段
の
一
書
第

二
の
伝
承
は
と
も
か
く
︑
紀
第
九
段
本
文
の
国
譲
の
条
で
は
︑
高
天
原
側

は
記
の
よ
う
に
出
雲
大
社
の
社
殿
の
維
持
を
約
束
し
て
い
な
い
︒
国
譲
の

時
の
約
束
は
天
皇
に
継
承
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
す
る
の
が
出
雲
大
神
の

祟
の
根
拠
と
す
る
と
︑
紀
で
は
記
と
異
な
り
︑
天
皇
は
大
国
主
神
に
対
し

て
何
の
義
務
も
負
っ
て
い
な
い
と
の
判
断
で
紀
は
出
雲
大
神
の
祟
を
設
定

す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒

そ
の
意
味
で
両
書
の
設
定
は
神
代
と
呼
応
し
て
い
る
︒

記
に
お
け
る
出
雲
大
神
の
祟
の
設
定
が
神
代
に
お
け
る
国
譲
伝
承
と
関

係
し
て
の
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
崇
神
記
の
大
物
主
神
の
祟
を
意
識
し
た
設

定
で
あ
る
と
す
る
と
︑
こ
の
こ
と
は
記
・
紀
の
構
想
の
違
い
と
か
か
わ
る

も
の
で
︑
本
来
本
牟
智
和
気
命
伝
承
自
体
は
︑
出
雲
大
神
の
祟
の
話
を
必

要
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
︑
こ
の
伝
承
の
原
形
を
窺
わ
せ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
本
牟
智
和
気
命
伝
承
は
︑
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
伝
承
の
後

日
譚
で
あ
る
が
︑
そ
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

沙
本
毘
古
王
の
叛
逆
伝
承
は
沙
本
毘
売
へ
の
︑
天
皇
殺
害
の
唆
し
か
ら

始
ま
る
が
︑
崇
神
朝
に
方
向
が
示
さ
れ
︑
垂
仁
朝
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た

姫
彦
制
廃
止
に
抵
抗
し
︑
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
︑
紀
の
場
合
︑
記

よ
り
も
︑
明
確
に
も
っ
て
い
た
と
の
設
定
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
紀
で

も
狭
穂
姫
の
姫
彦
制
回
復
へ
の
意
識
は
低
い
︒
狭
穂
姫
に
よ
る
天
皇
殺
害

の
唆
し
は
垂
仁
天
皇
四
年
九
月
︑
天
皇
殺
害
の
試
み
は
一
年
経
過
し
た
五

年
十
月
の
こ
と
と
す
る
︒
問
題
は
狭
穂
姫
が
稲
城
に
逃
げ
込
む
時
期
で
あ

る
︒
記
は
后
の
出
産
前
と
し
︑
問
題
は
な
い
︒
し
か
し
︑
紀
は
立
后
の

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味
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三



あ
っ
た
垂
仁
二
年
条
に
︑
系
譜
に
と
も
な
う
記
述
と
み
る
べ
き
か
︑
誉
津

別
命
の
誕
生
に
ふ
れ
る
︒
そ
う
し
て
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
の
意
思
が
明
ら

か
に
な
っ
た
五
年
十
月
条
に
︑

是
に
︑
皇
后
悲
び
て
曰
は
く
︑﹁
吾
︑
皇
后
な
り
と
雖
も
︑
既
に
兄

王
を
亡
ひ
て
ば
︑
何
の
面
目
以
り
て
か
︑
天
下
に
莅
ま
む
﹂
と
い
ひ
て
︑

則
ち
王
子
誉
津
別
命
を
抱
き
て
︑
兄
の
王
の
稲
城
に
入
り
ま
し
ぬ
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
皇
子
は
こ
の
時
以
前
に
誕
生
し
て
お
り
︑
そ
の
時
期
は

二
十
三
年
条
の
天
皇
の
言
葉
︑

誉
津
別
王
は
︑
是
︑
生
年
既
に
三
十
︑
八
掬
髯
鬚
む
す
ま
で
に
︑
猶

泣
き
つ
る
こ
と
児
の
如
し
︒
常
に
言
は
ざ
る
こ
と
︑
何
由
ぞ
︒
因
り
て

有
司
せ
て
議
れ
︒

に
照
ら
し
て
計
算
す
る
と
︑
即
位
よ
り
六
︑
七
年
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
垂

仁
天
皇
五
年
に
は
十
二
歳
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
当
然
︑
五
年
の

こ
と
と
し
て
﹁
王
子
誉
津
別
命
を
抱
き
て
﹂
と
い
う
表
現
に
は
無
理
が
あ

ろ
う
︒
こ
れ
は
ま
た
︑﹁
皇
后
︑
皇
子
を
懐
抱
し
て
︑
城
の
上
を
踰
え
て

出
で
た
ま
へ
り
︒﹂
と
い
う
︑
皇
子
を
城
の
外
に
出
す
話
に
つ
い
て
も
い

え
る
︒
后
は
天
皇
の
﹁
急
に
皇
后
と
皇
子
と
を
出
で
ま
せ
﹂
と
呼
び
か
け

た
時
に
は
応
じ
な
い
で
︑
将
軍
八
綱
田
が
稲
城
に
火
を
放
っ
て
焚
い
た
時

に
な
っ
て
︑
抱
い
て
出
た
と
い
う
︒
皇
子
に
物
言
え
な
い
こ
と
以
外
に
も

身
体
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
は
触
れ
な
い
︒
も
と
よ
り
︑
后

が
皇
子
を
抱
い
て
稲
城
に
入
っ
た
の
は
兄
狭
穂
彦
を
救
い
た
い
と
の
思
い

か
ら
で
あ
り
︑
皇
子
を
抱
い
て
城
を
出
た
の
も
自
ら
の
命
を
長
ら
え
る
た

め
で
は
な
く
︑
危
険
に
さ
ら
し
た
皇
子
を
救
う
た
め
の
︑
一
時
的
駆
引
的

な
行
為
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
個
人
の
情
の
深
さ
も
反
逆
者
と
こ
れ
に
組

す
る
者
に
は
及
ば
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
后
は
︑

今
免
さ
る
る
こ
と
得
ず
は
︑
乃
ち
知
り
ぬ
︑
妾
が
罪
有
る
こ
と
を
︒

何
ぞ
面
ら
縛
る
る
こ
と
得
む
︒
自
経
き
て
死
ら
く
の
み
︒
唯
し
妾
死
る

と
雖
も
︑
敢
へ
て
天
皇
の
恩
を
の
み
忘
れ
じ
︒

と
そ
の
不
成
功
を
嘆
き
︑
紀
も
焼
け
る
城
の
中
で
兄
と
共
に
死
ん
だ
と
し
︑

記
と
同
じ
く
兄
に
殉
じ
た
と
す
る
︒

紀
は
天
皇
が
誉
津
別
命
を
受
け
取
る
場
面
に
触
れ
な
い
が
︑
天
皇
の
元

に
届
け
ら
れ
助
か
っ
た
こ
と
は
後
の
展
開
で
知
ら
れ
る
︒
た
だ
先
に
み
た

二
十
三
年
条
の
勅
に
﹁
生
年
三
十
﹂
と
し
た
時
間
に
は
伝
承
展
開
上
の
無

理
が
生
じ
て
い
た
︒
誉
津
別
命
は
天
皇
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
︑
そ
の
後

十
八
年
間
養
育
さ
れ
︑
三
十
に
し
て
な
お
物
言
え
な
か
っ
た
と
し
て
い
た
︒

で
は
十
二
歳
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
︑
す
で
に
物
言
え
な
か
っ
た
の

ど
う
か
に
つ
い
て
も
触
れ
な
い
︒
こ
の
事
件
後
に
物
言
え
な
く
な
っ
た
と

す
れ
ば
成
人
前
の
時
期
に
母
が
伯
父
の
謀
反
に
荷
担
し
て
死
ん
だ
が
ゆ
え

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味
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の
心
理
的
な
葛
藤
が
あ
っ
て
物
が
い
え
な
く
な
っ
た
の
か
と
も
想
像
さ
れ

る
が
︑
紀
は
一
切
触
れ
な
い
︒

誉
津
別
命
が
物
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
記
と
異
な
り
︑
偶
然
白

鳥
を
み
て
﹁
こ
れ
は
何
物
だ
﹂
と
尋
ね
た
こ
と
を
契
機
と
し
︑
湯
河
板
挙

に
追
わ
せ
︑
出
雲
で
捕
ら
え
て
き
て
献
っ
た
白
鳥
を
︑
天
皇
が
皇
子
の
弄

び
物
に
さ
せ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
紀
は
記
③
の
最
後
の
時

点
を
﹁
垂
仁
天
皇
二
十
三
年
十
一
月
乙
未
﹂
の
こ
と
と
し
︑

湯
河
板
挙
︑
鵠
を
献
る
︒
誉
津
別
命
︑
是
の
鵠
を
弄
び
て
︑
遂
に
言

語
ふ
こ
と
得
つ
︒

と
結
ぶ
︒
さ
ら
に
こ
れ
を
記
⑨
に
相
当
す
る
部
分
に
繋
ぎ
︑

是
に
由
り
て
︑
敦
く
湯
河
板
挙
に
賞
す
︒
則
ち
姓
を
賜
ひ
て
鳥
取
造

と
曰
ふ
︒
因
り
て
亦
鳥
取
部
・
鳥
養
部
・
誉
津
部
を
定
む
︒

と
し
て
終
え
︑
出
雲
大
神
の
祟
を
原
因
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
︑
本
牟
智
和
気
命
が
物
言
え
る
よ
う
に
な
る

原
伝
承
は
︑
紀
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
鳥
取
部
鳥
甘
部
の
形
成

し
て
い
た
部
起
源
伝
承
を
ほ
ぼ
利
用
し
た
と
み
て
よ
い
︒

本
牟
智
和
気
命
伝
承
を
皇
子
の
養
育
部
民
と
し
て
の
品
遅
部
設
定
の
伝

承
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
白
鳥
を
捕
ら
え
さ
せ
て
見
せ
る
﹂︑﹁
出
雲
大

神
に
参
詣
さ
せ
る
﹂
と
い
う
二
つ
の
話
素
と
の
不
可
分
の
決
定
的
な
結
び

つ
き
は
な
い
︒
記
で
は
出
雲
大
神
参
拝
の
途
中
で
品
遅
部
を
定
め
た
と
す

る
け
れ
ど
も
︑
品
遅
部
と
地
域
と
の
必
然
的
関
係
は
示
さ
れ
な
い
︒
こ
れ

は
﹁
品
遅
部
﹂
の
言
葉
は
な
い
が
︑
后
が
亡
く
な
る
と
き
の
﹁
御
母
を
取

り
︑
大
湯
坐
・
若
湯
坐
を
定
め
て
養
育
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
遺

言
に
対
応
し
た
処
置
を
説
き
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
を
鳥
取
部
鳥
甘
部
設
定
の
伝
承
で
あ
っ
た(6

)
と
み

る
と
︑
白
鳥
を
捕
ら
え
︑
こ
れ
を
み
せ
る
と
︑
物
言
え
ぬ
皇
子
が
も
の
い

え
る
よ
う
に
な
っ
た
話
素
は
必
須
で
あ
る
︒
他
方
︑
出
雲
参
詣
の
話
素
は

必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
︒
す
る
と
︑
物
言
え
ぬ
皇
子
本
牟
智
和
気
命
が

白
鳥
を
見
て
あ
ぎ
と
い
︑
そ
れ
を
契
機
に
鳥
取
部
・
鳥
甘
部
の
祖
が
こ
れ

を
捕
ら
え
る
よ
う
命
じ
ら
れ
︑
追
跡
し
て
捕
ら
え
︑
献
っ
て
見
せ
る
と
︑

皇
子
は
物
が
い
え
る
よ
う
に
な
り
︑
褒
賞
に
よ
っ
て
部
が
定
め
ら
れ
た
と

い
う
の
が
︑
鳥
取
部
・
鳥
甘
部
の
形
成
し
た
部
の
起
源
伝
承
の
姿
で
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
︒
も
と
よ
り
︑
こ
の
場
合
︑
皇
子
の
名
は
本
牟
智
和
気
命

で
あ
る
こ
と
も
︑
母
が
反
逆
者
で
あ
る
沙
本
毘
売
で
あ
る
必
要
も
な
く
︑

た
だ
天
皇
の
慈
し
む
皇
子
が
物
言
え
な
い
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
本
牟
智
和
気
命
と
鳥
取
部
の
起
源
伝
承
の
結
合

も
氏
族
伝
承
と
み
る
と
︑
後
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
鳥
取

部
が
部
の
起
源
を
も
と
も
と
垂
仁
朝
に
設
定
し
て
お
り
︑
天
武
天
皇
は
こ

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味

二
五



の
鳥
取
部
等
の
起
源
伝
承
を
伝
え
る
た
め
に
垂
仁
記
に
本
牟
智
和
気
命
伝

承
を
据
え
た
の
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
も
あ
る
ま
い
︒
か
つ
て
︑

記
・
紀
が
氏
族
伝
承
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
︑
そ
こ
に
氏
族
の
消
長
や
意
向

が
直
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
議
論
も
あ
っ
た
が
︑
記
は
天

武
天
皇
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
︑
天
皇
の
意
向
を
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し

て
濾
過
さ
れ
た
伝
承
が
︑
そ
の
構
想
に
従
っ
て
配
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

天
武
天
皇
が
鳥
取
部
等
の
伝
承
を
取
り
上
げ
た
の
は
︑
こ
れ
が
垂
仁
天

皇
像
の
形
象
に
利
用
す
る
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
︑
物
言
え
ぬ
皇
子
へ

の
天
皇
の
愛
情
が
基
底
に
据
え
ら
れ
て
伝
承
は
成
り
た
っ
て
い
る
︒
周
知

の
よ
う
に
︑
古
代
伝
承
の
世
界
に
は
︑
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
通
常
の
物
言

が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
子
は
他
に
も
み
え
る
︒
記
・
紀
第
五
段
一
書
第
六

の
三
貴
子
分
治
条
に
み
え
る
須
佐
之
男
命
と
出
雲
国
風
土
記
仁
多
郡
三
沢

郷
に
み
え
る
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
で
あ
る
︒
彼
ら
は
﹁
八
拳
須
心
前
に
至

る
ま
で
︑
啼
き
い
さ
ち
き
︒﹂
(記
)︑﹁
八
握
鬚
髯
生
ひ
た
り
︒﹂
(紀
第
五

段
一
書
第
六
)︑﹁
御
須
髪
八
握
に
生
ふ
る
ま
で
︑
夜
昼
哭
き
ま
し
て
︑
み

辞
通
は
ざ
り
き
︒﹂
(風
)
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
御
祖
の
命
︑
御
子
を
船

に
乘
せ
て
︑
八
十
嶋
を
率
て
巡
り
て
う
ら
が
し
給
へ
ど
も
︑
猶
哭
き
止
み

ま
さ
ざ
り
き
︒
﹂
(風
)
と
し
︑
御
子
の
泣
き
止
ま
な
い
理
由
を
知
り
た
い

と
願
っ
た
夜
の
夢
で
︑
御
子
が
も
の
い
う
と
見
︑
次
の
日
物
を
言
い
始
め

た
と
す
る
︒
記
の
本
牟
智
和
気
命
は
﹁
八
拳
鬚
心
前
に
至
る
ま
で
真
事
と

は
ず
﹂
と
す
る
が
︑
泣
い
て
い
た
と
は
し
な
い
︒
一
方
︑
紀
は
﹁
生
年
既

に
三
十
︑
八
掬
髯
鬚
む
す
ま
で
に
︑
猶
泣
き
い
さ
つ
る
こ
と
児
の
如
し
︒﹂

と
し
︑
前
者
と
共
通
す
る
︒
こ
れ
ら
の
表
現
の
共
通
性
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
の
原
因
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
︒
垂
仁
紀
と
出
雲
風
土
記
は
原

因
を
語
ら
ず
︑
神
代
記
・
紀
は
妣
の
へ
の
思
慕
︑
垂
仁
記
は
出
雲
大
神
の

祟
と
す
る
︒
須
佐
之
男
命
伝
承
で
は
物
言
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
親

の
慈
し
び
も
そ
の
た
め
の
手
立
も
説
か
れ
な
い
︒
伊
耶
那
岐
命
は
須
佐
之

男
命
の
泣
く
理
由
が
妣
を
慕
い
︑
妣
国
に
い
く
の
が
叶
わ
な
い
た
め
だ
と

知
っ
た
と
き
︑
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
も
と
か
ら
追
放
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対

し
︑
垂
仁
記
・
紀
と
く
に
前
者
は
本
牟
智
和
気
命
の
物
言
わ
ぬ
理
由
を
出

雲
大
神
の
祟
で
あ
る
と
示
し
︑
物
言
え
ぬ
状
態
を
直
す
こ
と
に
意
を
尽
く

し
た
と
す
る
︒
こ
の
点
が
︑
垂
仁
記
の
本
牟
智
和
気
命
に
か
か
わ
る
表
現

と
須
佐
之
男
命
の
伝
承
の
表
現
の
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
出
雲

風
土
記
は
そ
の
中
間
に
な
る
︒
記
は
垂
仁
天
皇
の
人
柄
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
︑
こ
れ
は
垂
仁
天
皇
の
人
間
像
を
慈
愛
に
み

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味
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ち
た
も
の
に
形
象
す
る
た
め
に
天
武
天
皇
の
意
向
に
沿
っ
て
新
た
に
設
定

さ
れ
た
部
分
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
︒

先
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
れ
は
崇
神
記
に
み
え
た
大
物
主
神
の
祟
の
伝
承

に
対
応
さ
せ
て
︑
そ
の
本
体
と
さ
れ
る
大
国
主
神
の
祟
を
説
い
た
だ
け
で

な
く
︑
出
雲
大
神
の
願
い
は
国
譲
神
話
で
の
大
国
主
神
の
言
葉
と
響
き

合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
︑
さ
ら
に
は
本
牟
智
和
気
命
の
母
が
兄
沙
本
毘
古
王

の
姫
彦
制
の
回
復
を
目
指
し
て
企
て
た
反
逆
事
件
に
荷
担
し
亡
く
な
っ
た

と
す
る
と
こ
ろ
に
も
︑
崇
神
記
か
ら
の
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
︑
本

牟
智
和
気
命
伝
承
に
は
記
全
体
の
構
想
の
な
か
で
設
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
︒
こ
の
伝
承
に
は
︑
ま
た
先
に
触
れ
た
よ
う
な
垂
仁
天
皇
を
理
想

化
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
諡
垂
仁
天
皇
の

﹁
仁
﹂
に
つ
い
て
は
仁
徳
天
皇
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
︑

注
目
し
て
よ
い(7

)
︒
も
ち
ろ
ん
活
目
入
彦
五
十
狭
茅
天
皇
へ
の
﹁
垂
仁
﹂
の

諡
に
儒
教
的
徳
目
の
﹁
仁
﹂
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
︑
紀
の
埴
輪
作
成
に
よ

る
殉
死
の
風
の
停
止
し
た
伝
承
が
注
目
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
記
が
取

り
上
げ
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
な
が
ら
︑
少
な
く
と
も
︑
そ
の
最
も
重
要

な
埴
輪
起
源
伝
承
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
そ
の
意
味
で
埴
輪
伝
承
を
も

た
な
い
記
は
紀
ほ
ど
明
確
に
伊
久
米
伊
理
毘
古
伊
佐
知
命
を
仁
の
徳
を
そ

な
え
た
天
皇
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
確
か
で

あ
る
︒
埴
輪
起
源
伝
承
を
も
つ
紀
に
お
い
て
も
謀
反
人
で
あ
る
狭
穂
姫
皇

后
を
許
そ
う
と
し
︑
そ
の
産
ん
だ
子
を
心
を
砕
い
て
養
育
し
︑
ま
た
そ
の

遺
言
に
よ
っ
て
氷
羽
州
比
売
命
を
后
に
し
た
心
の
広
さ
と
愛
情
の
深
さ
も

描
い
て
お
り
︑
こ
れ
も
評
価
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
︒
記
は
こ
れ
ら
も
と
り

あ
げ
︑
本
牟
智
和
気
命
養
育
伝
承
で
は
白
鳥
を
捕
ら
え
さ
せ
て
み
せ
た
だ

け
で
な
く
︑
出
雲
大
神
の
祟
を
和
め
る
た
め
に
参
拝
さ
せ
た
り
し
て
︑
そ

の
物
言
え
ぬ
状
態
を
回
復
さ
せ
る
べ
く
紀
よ
り
も
心
を
尽
く
し
た
と
描
い

て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
垂
仁
天
皇
像
を
慈
し
み
に
満
ち
た
天
皇
と
し
て

形
象
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
︒
も
と
よ
り
︑﹁
垂
仁
﹂
の
諡
は
奈
良
時

代
後
期
の
も
の
で
︑
記
・
紀
の
編
者
の
預
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
し
︑

紀
の
記
述
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
︑
す
ぐ
さ
ま
記
に
か
か
わ
ら

せ
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
紀
に
先
立
ち
︑
記
に

お
い
て
も
沙
本
毘
売
や
本
牟
智
和
気
命
へ
の
対
応
を
通
し
て
垂
仁
天
皇
の

仁
の
徳
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

物
言
え
ぬ
子
と
し
て
は
須
佐
之
男
命
︑
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
が
い
た
こ

と
は
先
に
み
た
が
︑
物
言
え
ぬ
こ
と
は
︑
当
然
統
治
者
と
し
て
重
要
な
話

す
能
力
を
欠
く
こ
と
に
な
り
︑
政
治
的
統
治
体
制
の
中
か
ら
は
外
さ
れ
る
︒

妣
国
を
思
っ
て
泣
き
い
さ
ち
︑
妣
国
を
慕
っ
た
須
佐
之
男
命
は
伊
耶
那
岐

命
に
よ
っ
て
神
夜
良
比
さ
れ
た
︒
し
か
し
垂
仁
天
皇
は
︑
統
治
能
力
と
は

本
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無
関
係
に
本
牟
智
和
気
命
に
愛
情
を
か
け
て
養
育
し
︑
そ
の
物
言
え
ぬ
状

態
の
解
消
に
心
を
尽
し
た
と
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
︑
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
紀
に
今
一
人
み

え
る
物
言
え
ぬ
皇
子
建
王
の
こ
と
で
あ
る
︒
天
武
天
皇
の
母
で
あ
る
斉
明

天
皇
は
︑
孫
す
な
わ
ち
天
智
天
皇
の
皇
子
建
王
︑
天
武
に
と
っ
て
は
甥
︑

持
統
に
と
っ
て
は
兄
弟
で
あ
っ
た
物
言
え
ぬ
王
に
深
い
愛
情
を
注
い
だ
と

い
う
︒
こ
の
こ
と
は
︑
こ
の
本
牟
智
和
気
命
伝
承
と
か
か
わ
る
と
み
て
よ

か
ろ
う(8

)
︒
こ
の
皇
子
は
少
年
の
ま
ま
若
く
し
て
亡
く
な
る
が
︑
皇
子
の
誕

生
は
︑蘇

我
山
田
石
川
麻
呂
大
臣
の
女
有
り
︑
遠
智
娘
と
曰
ふ
︒
︿
或
本
に
云

は
く
︑
美
濃
津
子
娘
と
い
ふ
︒﹀
︒
一
の
男
︑
二
の
女
を
生
め
り
︒
其
の
一

を
大
田
皇
女
と
曰
す
︒
其
の
二
を
鸕
野
皇
女
と
曰
す
︒
天
下
を
有
む
る

に
及
り
て
︑
飛
鳥
淨
御
原
宮
に
居
し
ま
す
︒
後
に
宮
を
藤
原
に
移
す
︒

其
の
三
を
建
皇
子
と
曰
す
︒
唖
に
し
て
語
と
ふ
こ
と
能
は
ず
︒

(天
智
天
皇
七
年
二
月
戊
寅
条
)

と
天
智
紀
の
后
妃
皇
子
の
記
事
に
記
す
︒
紀
は
こ
れ
よ
り
先
︑
斉
明
紀
に

天
皇
が
建
王
を
慈
し
ん
だ
こ
と
を
記
す
︒
皇
子
は
斉
明
天
皇
の
四
年
五
月

に
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
と
き
斉
明
天
皇
は
︑

天
皇
︑
本
よ
り
皇
孫
の
有
順
な
る
を
以
て
︑
器
重
め
た
ま
ふ
︒
故
︑

不
忍
哀
し
た
ま
ひ
︑
傷
み
慟
ひ
た
ま
ふ
こ
と
極
め
て
甚
な
り
︒
群
臣
に

詔
し
て
曰
は
く
︑
﹁
万
歳
千
秋
の
後
に
︑
要
ず
朕
が
陵
に
合
せ
葬
れ
︒﹂

と
の
た
ま
ふ
︒
廼
ち
作
歌
し
て
曰
は
く
︑

今
城
な
る

小
丘
が
上
に

雲
だ
に
も

著
く
し
立
た
ば

何
か
歎

か
む

其
一
つ
︒

射
ゆ
鹿
猪
を

認
ぐ
川
上
の

若
草
の

若
く
あ
り
き
と

吾
が
思

は
な
く
に

其
二
つ
︒

飛
鳥
川

漲
ひ
つ
つ

行
く
水
の

間
も
無
く
も

思
ほ
ゆ
る
か
も

其
三
つ
︒

天
皇
︑
時
時
に
唱
ひ
た
ま
ひ
て
悲
哭
す
︒

(斉
明
紀
四
年
五
月
条
)

と
記
す
︒
建
皇
子
の
性
格
が
よ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
物
言
え
ぬ
こ

と
を
悲
し
み
︑
大
切
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
十
月

の
牟
婁
湯
行
幸
の
と
き
も
︑
﹁
天
皇
︑
皇
孫
建
王
を
憶
で
て
︑
愴
爾
み
悲

泣
び
た
ま
﹂
い
︑
や
は
り
三
首
の
歌
を
詠
ん
で
︑
秦
大
蔵
造
万
里
に
詔
し

て
︑﹁
斯
の
歌
を
伝
へ
て
︑
世
に
忘
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ
︒﹂
と
命
じ
た
と

い
う
︒
吉
井
氏
は
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
伝
承
の
形
成
と
こ
の
秦
大
蔵
造
へ
の
勅

と
の
関
わ
り
を
重
視
さ
れ
た
が(9

)
︑
そ
の
こ
と
も
含
め
て
︑
兄
弟
︑
甥
と
叔

父
︑
従
兄
弟
の
間
に
お
い
て
も
命
懸
け
の
政
争
も
あ
っ
た
こ
の
時
代
︑
建

王
の
妹
持
統
天
皇
は
も
と
よ
り
︑
叔
父
の
天
武
天
皇
も
祖
母
あ
る
い
は
母
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の
そ
の
様
子
を
目
に
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
き
︑
よ
り
直
接
的
な
感
化

を
受
け
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
説
く

物
言
え
ぬ
皇
子
へ
の
深
い
慈
し
み
を
も
っ
て
養
育
に
努
め
た
と
す
る
話
が

仁
の
徳
を
も
つ
垂
仁
天
皇
像
を
支
え
て
い
る
と
み
る
と
き
︑
こ
の
形
象
は

斉
明
天
皇
の
建
皇
子
へ
の
深
い
愛
情
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒

改
め
て
い
え
ば
天
武
天
皇
は
母
︑
斉
明
天
皇
が
建
王
に
み
せ
た
深
い
愛
情

を
汲
み
つ
つ
︑
物
言
え
ぬ
子
へ
の
慈
し
み
の
心
に
満
ち
た
垂
仁
天
皇
の
人

間
像
に
反
映
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
い
う
と
き
︑
今
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
︑
斉
明
天
皇
が
出

雲
国
造
に
命
じ
て
出
雲
の
神
の
宮
を
修
厳
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ

ぎ
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
み
て
お
こ
う
︒

(

三
)

出
雲
大
神
の
祭
祀

大
穴
牟
遅
神
は
日
本
各
地
で
︑
温
泉
を
出
す
な
ど
の
営
み
を
通
じ
て
国

土
を
作
り
変
え
た
国
作
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
︑

記
・
紀
の
な
か
で
は
政
治
的
存
在
と
し
て
の
大
国
主
神
と
さ
れ(10

)
︑
葦
原
中

国
を
政
治
的
な
世
界
と
し
て
統
合
し
︑
統
治
し
た
上
で
︑
高
天
原
の
神
の

要
求
に
し
た
が
っ
て
国
譲
し
た
神
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
国
譲
の
と
き

の
条
件
が
︑

唯
僕
が
住
所
を
ば
︑
天
つ
神
の
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
し
め
す
と
だ

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

に
氷
木
た
か
し
り
て
治
め
賜
は
ば
︑

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
こ
れ
が
︑
か
な
え
ら
れ
れ
ば
︑

僕
は
百
足
ら
ず
八
十
垧
手
に
隠
り
て
侍
ひ
な
む
︒

と
い
っ
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
続
き
に
は
︑

如
此
白
し
て
︑
出
雲
国
の
多
芸
志
の
小
浜
に
︑
天
の
御
舍
を
造
り
て
︑

水
戸
神
の
孫
︑
櫛
八
玉
神
︑
膳
夫
と
為
り
て
︑
天
の
御
饗
を
献
り
し
時

に
︑
云
々

と
あ
る
︒
こ
の
﹁
天
の
御
舎
﹂
は
杵
築
大
社
と
解
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
れ

は
大
国
主
神
が
建
御
雷
神
に
服
属
の
饗
を
す
る
た
め
の
御
殿
で
あ
る
と
解

す
べ
き
で
あ
る(
11
)

︒
つ
ま
り
︑
大
国
主
神
の
指
示
で
︑
櫛
八
玉
神
が
﹁
天
の

八
十
毘
良
迦
﹂
に
﹁
海
布
の
柄
﹂
で
作
っ
た
燧
杵
で
火
を
鑚
り
だ
し
て
調

え
た
﹁
天
の
御
饗

(
天
の
真
魚
)﹂
を
祝
言
と
と
も
に
献
る
の
を
受
け
た

の
ち
︑
建
御
雷
神
は
高
天
原
に
﹁
返
り
参
上
り
︑
復
奏
﹂
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
天
の
御
巣
の
如
﹂
き
大
国
主
神
の
住
所
は
こ

の
あ
と
造
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
︒
も
ち
ろ
ん
約
束
は
果
た
さ
れ
な
い
こ
と

も
あ
り
︑
戦
い
で
は
だ
ま
し
討
ち
も
語
ら
れ
る
︒
こ
の
約
束
も
果
た
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
垂
仁
天
皇
の
時
代
ま
で
大
国
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主
神
の
不
満
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
は
︑
約
束
は
果
た
さ
れ
た
と
み

る
の
が
穏
当
で
あ
る(12

)
︒

本
牟
智
和
気
命
伝
承
で
は
︑
出
雲
大
神
が
垂
仁
天
皇
に
向
け
て
︑﹁
我

が
宮
を
天
皇
の
御
舍
の
如
︑
修
理
り
た
ま
は
ば
︑
御
子
必
ず
真
事
と
は

む
︒﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
天
皇
が
﹁
何
れ
の
神
の
心

ぞ
﹂
と
し
て
︑
布
斗
麻
邇
で
確
か
め
さ
せ
る
と
︑﹁
爾
の
祟
は
出
雲
の
大

神
の
御
心
な
り
き
︒﹂
と
出
た
と
い
う
︒
祟
を
単
に
災
い
と
と
ら
え
る
向

き
も
な
い
で
は
な
い
が
︑
祟
は
神
の
不
満
を
人
間
に
伝
え
る
手
段
の
一
つ

で
あ
り(13

)
︑
こ
こ
で
も
そ
れ
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
設
定
な
の

で
あ
る
︒
こ
れ
を
︑
沙
本
毘
売
の
反
乱
へ
の
荷
担
と
関
係
づ
け
る
説
も
み

え
る
が
︑
如
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
崇
神
記
の
大
物
主
神
の
祟
の
話
に

対
応
し
︑
出
雲
大
神
の
不
満
の
表
明
と
み
て
よ
い
︒

で
は
︑
出
雲
大
神
の
不
満
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
︑
な
ぜ
た
ま
っ
た
の

か
︒本

牟
智
和
気
命
伝
承
で
は
︑
先
に
み
た
よ
う
に
出
雲
大
神
は
垂
仁
天
皇

に
向
け
て
︑﹁
我
が
宮
を
天
皇
の
御
舍
の
如
︑
修
理
り
た
ま
は
ば
︑﹂
と

い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
出
雲
大
神
の
祟
は
歴
代
天
皇
が
出
雲
大

神
の
神
殿
修
築
を
含
む
祭
祀
を
怠
っ
た
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
り
︑
天
皇
の

皇
子
に
物
言
え
ぬ
祟
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
︒
祟
の
顕
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま

で
︑
崇
神
記
の
大
物
主
神
の
祟
の
よ
う
に
︑
集
団
の
長
の
対
応
に
対
す
る

不
満
が
集
団
の
構
成
員
全
体
へ
の
災
い
と
し
て
顕
れ
る
場
合
︑
逆
に
︑
空

海
が
東
寺
の
塔
の
用
材
と
し
て
東
山

(
稲
荷
山
か
)
の
木
を
伐
っ
た
た
め

に
淳
和
天
皇
が
病
に
罹
っ
た

(﹃
類
聚
国
史
﹄
帝
王
一
四
天
皇
不
予
)
よ

う
に
︑
集
団
の
構
成
員
へ
の
不
満
が
集
団
の
長
へ
の
災
い
と
な
っ
て
顕
れ

る
場
合
︑
崇
神
天
皇
の
祭
祀
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
に
大
物

主
神
の
祟
と
し
て
の
災
い
が
国
民
に
及
ん
だ
よ
う
に
︑
集
団
の
長
へ
の
不

満
が
そ
の
構
成
員
の
一
部
に
顕
れ
る
場
合
な
ど
が
あ
る
︒

紀
に
よ
れ
ば
︑
出
雲
大
社
の
場
合
︑
垂
仁
紀
六
十
年
条
に
記
す
よ
う
に
︑

祭
祀
は
高
天
原
系
の
天
菩
比
神
を
祖
神
と
す
る
出
雲
臣
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
と
い
う
︒
た
だ
︑
垂
仁
紀
六
十
年
条
が
明
か
す
よ
う
に
︑
出
雲
臣

と
朝
廷
の
関
係
は
意
思
疎
通
が
不
十
分
で
あ
り
︑
大
和
朝
廷
す
な
わ
ち
天

皇
統
治
の
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
て
の
︑
宮
の
維
持
を
含
む
祭
祀
は
未
整

備
か
つ
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
記
は
神
が
社
殿
の
修
理
を
求
め
︑

出
雲
臣
を
介
さ
ず
︑
本
牟
智
和
気
命
に
祟
っ
て
そ
れ
を
知
ら
せ
た
と
い
う

の
で
あ
る
︒

国
譲
の
時
以
後
︑
人
皇
代
に
入
っ
て
︑
大
国
主
神
の
社
殿
が
出
雲
大
神

の
宮
と
し
て
初
め
て
み
え
る
の
は
︑
記
で
は
こ
こ
に
扱
っ
て
い
る
本
牟
智

和
気
命
伝
承
で
あ
り
︑
紀
で
は
崇
神
紀
の
出
雲
の
神
宝
を
献
ら
せ
る
話

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味
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(六
十
年
)︑
さ
ら
に
は
斉
明
天
皇
の
神
宮
修
厳
記
事

(五
年
)
に
な
る
︒

武
夷
鳥
命
の
持
ち
下
っ
た
出
雲
の
神
宝
は
大
国
主
神
と
は
直
接
は
関
わ
ら

ず
︑
祭
祀
す
る
出
雲
国
造
が
︑﹁
出
雲
大
神
の
宮
に
蔵
﹂
め
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
︑
神
の
宮
に
あ
り
な
が
ら
も
︑
大
国
主
神
は
そ
れ
を
天
皇

が
召
し
て
も
不
満
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
垂
仁
紀
の
出
雲
国
の

神
宝
を
朝
廷
が
管
理
す
る
話

(二
十
六
年
)︑
景
行
記
の
出
雲
建
征
伐
の

伝
承
に
は
出
雲
大
神
の
宮
は
み
え
な
い
︒
た
だ
斉
明
紀
は
出
雲
大
神
の
宮

に
直
結
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
斉
明
紀
五
年
是
歳
条
に
は
︑

是
歳
︑
出
雲
国
造
︿
名
を
闕
せ
り
︒﹀
に
命
せ
て
︑
神
の
宮
を
修
厳
は

し
む
︒
狐
︑
於
友
郡
の
役
丁
の
執
れ
る
葛
の
末
を
噛
ひ
断
ち
て
去
ぬ
︒

又
︑
狗
︑
死
人
の
手
臂
を
言
屋
社
に
噛
ひ
置
け
り
︿
言
屋
︑
此
を
ば
伊
浮

僑
と
い
ふ
︒﹀
︒
天
子
の
崩
り
ま
さ
む
兆
な
り
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
﹄
(下

昭
和
四
〇
年
七
月
)
の
頭
注
が
︑

旧
説
で
は
出
雲
郡
の
杵
築
大
社

(出
雲
大
社
)
と
し
た
が
︑
す
ぐ
次

に
於
友
郡
が
あ
る
の
で
意
宇
郡
の
熊
野
大
社

(島
根
県
八
束
郡
八
雲
村

熊
野
の
熊
野
坐
神
社
)
の
こ
と
︒
な
お
神
之
宮
の
修
造
は
皇
孫
建
王
が

物
言
え
ぬ
子
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
垂
仁

記
・
垂
仁
紀
に
み
え
る
物
言
え
ぬ
皇
子
と
出
雲
と
の
関
係
や
出
雲
風
土

記
仁
多
郡
三
沢
郷
の
説
話
が
参
考
に
な
る
︒

と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
前
半
を
除
け
ば
︑
聞
く
べ
き
意
見
で
あ
る
︒

前
半
で
は
神
之
宮
を
熊
野
大
社
と
す
る
︒
こ
れ
に
は
検
討
の
要
が
あ
る
︒

意
宇
郡
に
関
す
る
伝
承
が
後
に
続
く
と
い
う
の
は
根
拠
と
し
て
は
弱
く
︑

従
い
え
な
い
︒

こ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
︑
ま
ず
︑
紀
が
﹁
神
宮
﹂
も
し
く
は
﹁
神
の

宮
﹂
を
用
い
る
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
︑
こ
こ
以
外
で
は
伊
勢
神
宮
︑
石

上
神
宮
︑
出
雲
大
社
の
三
社
に
限
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄
も
︑﹁
神

宮
﹂
も
し
く
は
﹁
神
の
宮
﹂
を
用
い
る
神
社
は
紀
と
同
じ
く
︑
伊
勢
︑
出

雲

(杵
築
)︑
石
上
の
三
社
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
出
雲
の
熊
野
神
社
は

こ
の
枠
か
ら
外
れ
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
︒
念
の
た
め
に
﹃
延
喜

式
﹄
を
み
る
と
︑
鹿
島
・
香
取
・
気
比
・
八
幡
も
神
宮
と
さ
れ
る
が
︑
杵

築
・
出
雲
熊
野
神
社
は
と
も
に
神
宮
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
﹃
出
雲
国

風
土
記
﹄
で
天
皇
の
宮
を
除
き
︑
神
社
を
宮
と
呼
ぶ
例
を
み
る
と
︑
秋
鹿

郡
の
恵
曇
の
郷
の
条
に
︑
﹁
須
作
能
乎
命
の
御
子
︑
磐
坂
日
子
命
︑
国
巡

り
行
で
ま
し
し
時
︑
此
処
に
至
り
ま
し
て
︑
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹃
此
処

は
国
稚
く
美
好
し
か
り
︒
国
形
︑
画
鞆
の
如
き
か
も
︒
吾
が
宮
は
是
処
に

造
ら
む
﹄
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒
﹂
と
あ
る
一
例
だ
け
で
︑
﹁
天
の
下
造
ら
し

し
大
神
﹂
の
神
社
し
か
宮

(楯
縫
郡
︑
出
雲
郡
杵
築
郷
︑
神
門
郡
吉
栗
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山
)
と
し
て
い
な
い
︒
出
雲
に
お
い
て
も
熊
野
神
社
に
つ
い
て
宮
と
い
う

こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

も
っ
と
も
︑
出
雲
大
社
を
﹁
神
の
宮
﹂
と
す
る
例
と
し
て
あ
げ
た
︑
崇

神
紀
六
〇
年
七
月
条
の
﹁
出
雲
大
神
の
宮
﹂
に
つ
い
て
も
︑
日
本
古
典
文

学
大
系
﹃
日
本
書
紀
﹄
頭
注
は
熊
野
大
社
と
解
す
る
︒
崇
神
天
皇
六
〇
年

条
の
記
述
は
︑
出
雲
臣
の
祖
︑
武
夷
鳥
命
が
天
か
ら
持
っ
て
き
た
神
宝
を

﹁
出
雲
大
神
の
宮
﹂
に
蔵
め
た
と
す
る
︒
こ
れ
を
出
雲
臣
の
本
貫
た
る
意

宇
郡
の
熊
野
神
社
と
み
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
解
す
れ
ば
︑
確
か
に
出
雲
の

熊
野
神
社
も
﹁
神
の
宮
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
先
の
主
張
に

問
題
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
も
も
う
す
こ
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
天
皇
が
神
宝
を
み
た
い
と
要
求
し
た
と
き
︑
神
宝
を
主
ど
っ

て
い
た
出
雲
振
根
は
留
守
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
弟
飯
入
根
命
が
独
断
で
天

皇
に
神
宝
を
献
る
︒
そ
の
後
で
帰
っ
て
き
た
兄
出
雲
振
根
は
事
情
を
知
っ

て
怒
り
︑
弟
を
騙
し
討
ち
に
す
る
︒
こ
の
場
面
は
景
行
記
の
倭
建
命
が
出

雲
建
を
討
つ
場
面
に
対
応
す
る
が
︑
紀
は
そ
の
場
所
を
﹁
止
屋
の
淵
﹂
と

特
定
す
る
︒﹁
止
屋
﹂
は
現
在
出
雲
市
内
の
塩
冶

(神
門
郡
塩
冶
郷
・
元

は
止
屋
)
と
み
て
よ
い
︒
斐
伊
川
あ
る
い
は
そ
の
分
流
の
淵
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
出
雲
振
根
が
東
部
の
意
宇
郡
の
意
宇
川
で
は
な

く
︑
西
部
の
神
門
郡
の
斐
伊
川
に
誘
っ
た
と
す
る
の
は
出
雲
振
根
︑
飯
入

根
の
二
人
は
意
宇
郡
で
は
な
く
出
雲
郡
も
し
く
は
神
門
郡
に
居
住
し
て
︑

出
雲
大
神
の
祭
祀
に
奉
仕
し
て
お
り
神
宝
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
の
設
定
を

前
提
と
し
て
い
よ
う
︒
熊
野
神
社
は
意
宇
郡
を
本
貫
と
す
る
出
雲
臣
に

と
っ
て
重
要
な
神
社
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
神
宝
は
自
分
た
ち
の
常
在

す
る
杵
築
神
社
の
蔵
に
収
め
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
出
雲
臣
の

本
貫
の
地
︑
意
宇
郡
の
神
社
と
し
て
の
熊
野
神
社
は
出
雲
で
は
重
要
な
神

社
で
あ
っ
た
こ
と
は
﹁
出
雲
国
造
神
賀
詞
﹂
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る(14

)
︒
し

か
し
出
雲
神
話
を
形
成
し
た
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
も
同
様
に
重
要
で
あ
っ

た
わ
け
で
な
い
︒
出
雲
臣
と
異
な
る
立
場
で
︑
記
が
神
賀
詞
の
国
譲
神
話

を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
も
︑
出
雲
臣
と
大
和
朝
廷
の
立
場
の
違
い
は
窺
え

る
︒
記
・
紀
は
大
国
主
神
に
多
く
触
れ
る
の
に
︑
明
確
に
熊
野
大
社
の
祭

神
と
さ
れ
︑
須
佐
之
男
命
と
も
重
ね
ら
れ
る
櫛
御
食
野
神
︿﹁
出
雲
国
造

神
賀
詞
﹂
﹀
に
は
触
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
出
雲
の
熊
野
大
神
は
記
・
紀

の
出
雲
神
話
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

大
和
朝
廷
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
﹁
出
雲
大
神
の
宮
﹂
も
熊
野
神
社
で
は

な
く
︑
杵
築
神
社
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と

も
視
野
に
入
れ
て
斉
明
紀
を
読
む
と
︑
出
雲
国
造
が
関
わ
り
︑
出
雲
大
神

の
宮
と
さ
れ
る
神
社
は
杵
築
大
社
と
判
断
し
て
よ
い
︒
出
雲
国
造
は
意
宇

郡
を
本
貫
と
す
る
が
ゆ
え
に
︑
出
雲
大
社
の
修
築
に
意
宇
郡
か
ら
も
役
民
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を
徴
用
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
︒
そ
の
意
宇
郡
で
は
郡
内
の

社
で
は
な
く
︑
西
部
の
杵
築
神
社
の
修
厳
に
徴
用
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
が

あ
っ
て
︑
妖
言
に
類
す
る
伝
承
が
形
成
さ
れ
︑
斉
明
紀
に
収
め
ら
れ
た
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
出
雲
大
神
の
宮
は
用
例
か
ら
し
て
も
杵
築
大

社
で
あ
る
と
み
て
よ
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
斉
明
天
皇
の
出
雲
国
造
を
介
し

た
出
雲
大
神
の
宮
の
修
厳
は
出
雲
大
社
の
修
築
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
る

ま
い
︒

も
と
よ
り
修
厳
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
す
で
に
出
雲
大
社
の
社
殿

は
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
に
す
る
︒
垂
仁
記
も
同
じ
く
社
殿
の
修
復
を

語
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
国
譲
神
話
の
大
国
主
神
の

言
葉
に
み
え
た
﹁
僕
が
住
所
を
ば
︑
天
つ
神
の
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
し

め
す
と
だ
る
天
の
御
巣
如
し
て
︑
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
︑
高
天
の

原
に
氷
木
た
か
し
り
て
治
め
賜
は
ば
﹂
と
い
う
条
件
が
建
御
雷
神
に
服
従

し
た
と
き
果
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
︒
こ
の
設
定
と
関

係
な
く
︑
垂
仁
記
の
出
雲
大
神
の
要
求
は
で
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
社
殿
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
平
安
時
代
の
﹃
口
遊
﹄

(源
為
憲

天
禄
元
年
︿
九
七
〇
﹀
年
十
二
月
)
に
﹁
雲
太
和
二
京
三
﹂

と
東
大
寺
よ
り
も
大
き
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
み
え
︑
九
七
〇
年
時
点

に
は
東
大
寺
よ
り
高
い
社
殿
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

国
譲
の
時
の
言
葉
に
よ
る
か
ぎ
り
︑
﹁
天
つ
神
の
御
子
の
天
津
日
継
知
ら

し
め
す
と
だ
る
天
の
御
巣
如
し
て
﹂
で
あ
り
︑
記
の
出
雲
大
神
の
要
求
も

﹁
我
が
宮
を
天
皇
の
御
舍
の
如
修
理
り
た
ま
は
ば
︑﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
出
雲
大
神
の
社
殿
は
上
代
に
お
い
て
は
天
皇
の
御

殿
と
同
じ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄

の
第
九
段
本
文
︑
お
よ
び
一
書
第
一
の
場
合
は
大
国
主
神
の
社
殿
の
要
求

に
は
触
れ
な
い
が
︑
神
代
紀
一
書
第
二
の
み
︑
高
皇
産
霊
尊
が
経
津
主

神
・
建
甕
槌
神
を
介
し
て
︑

汝
が
住
む
べ
き
天
日
隅
宮
は
︑
今
供
造
り
ま
つ
ら
む
こ
と
︑
即
ち
千

尋
の
栲
縄
を
以
て
︑
結
ひ
て
百
八
十
紐
に
せ
む
︒
其
の
宮
を
造
る
制
は
︑

柱
は
高
く
大
し
︒
板
は
広
く
厚
く
せ
む
︒

と
い
っ
た
約
束
を
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

作
る
側
の
答
え
に
は
ふ
れ
な
い
が
︑
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
楯
縫
の
起
源

伝
承
と
し
て
︑
紀
第
九
段
一
書
第
二
の
記
述
と
や
や
異
な
る
が
︑
杵
築
大

社
の
社
殿
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑

楯
縫
と
号
く
る
所
以
は
︑
神
魂
命
︑
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑
﹁
五
十
足

る
天
の
日
栖
の
宮
の
縱
横
の
御
量
は
︑
千
尋
の
栲
縄
持
ち
て
︑
百
結
び

結
び
︑
八
十
結
び
結
び
下
げ
て
︑
此
の
天
の
御
量
持
ち
て
︑
天
の
下
造

ら
し
し
大
神
の
宮
を
造
り
奉
れ
﹂
と
詔
り
た
ま
ひ
て
︑
御
子
︑
天
の
御
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鳥
命
を
楯
部
と
為
て
天
下
し
給
ひ
︑
云
々(﹃

出
雲
国
風
土
記
﹄
楯
縫
郡
条
)

と
い
う
︒
神
殿
の
建
築
に
あ
た
っ
て
︑
後
者
は
﹁
天
の
御
量
﹂
を
用
い
た

と
は
い
う
が
︑
と
も
に
材
を
縄
で
結
ぶ
工
法
を
用
い
た
こ
と
を
語
る
︒
こ

う
し
た
神
祭
の
建
物
を
縄
で
す
べ
て
結
ん
で
建
て
る
工
法
を
用
い
る
も
の

と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
︑
静
岡
県
牧
之
原
市
の
一
幡
神
社
の
氏
子
の
間

で
行
わ
れ
て
い
る
頭
屋
の
庭
に
社
殿
を
建
て
て
穀
霊
と
し
て
の
餅
を
祭
る

祭
祀
に
用
い
る
社
殿
の
建
築
法
で
あ
る
︒
こ
れ
は
十
一
世
紀
に
始
ま
る
と

伝
え
︑
高
床
式
で
は
な
く
小
さ
な
小
屋
状
の
社
殿
で
は
あ
る
が
︑
す
べ
て

綱
で
結
ん
で
建
て
て
い
る
︒
こ
う
し
た
も
の
を
視
野
に
い
れ
て
み
る
と
︑

出
雲
大
神
の
社
殿
も
後
に
金
輪
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
巨
大
化
し
た
に

し
て
も
︑
古
く
は
栲
縄
を
用
い
︑
百
八
十
結
び
で
建
て
て
い
た
︑
あ
る
い

は
多
少
﹁
ほ
ぞ
﹂
を
掘
っ
た
り
︑
高
さ
を
ず
ら
し
て
木
を
組
み
合
わ
せ
た

と
し
て
も
︑
あ
る
い
は
竹
の
箍
を
用
い
た
と
み
て
も
︑
あ
ま
り
高
い
建
物

を
建
て
る
こ
と
は
無
理
で
︑
出
雲
大
社
が
社
殿
の
高
さ
を
誇
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
︑
渡
来
の
宮
殿
建
築
や
寺
院
建
築
の
工
法
を
学
び
︑
鉄
の
箍

を
用
い
た
金
輪
の
造
営
の
よ
う
な
工
法
が
可
能
に
な
っ
た
時
点
以
後
で
あ

る
と
考
え
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
三
内
丸
山
遺
跡
の
よ
う

な
巨
木
の
立
柱
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
不
可
能
と
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
︑
こ
れ
ら
は
諏
訪
の
御
柱
の
よ
う
な
依
代
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
神

代
紀
一
書
第
二
や
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
楯
縫
の
起
源
伝
承
は
︑
古
来
の
宮

殿
建
築
が
如
何
な
る
工
法
で
建
て
ら
れ
て
き
た
の
か
︑
暗
示
す
る
の
で
あ

る
︒と

も
あ
れ
︑
出
雲
大
社
の
社
殿
の
建
立
に
大
和
朝
廷
が
現
実
に
か
か

わ
っ
た
の
は
︑
﹃
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
﹄
の
頭
注
が
︑
前
年
に
物
言

え
ぬ
建
皇
子
が
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
斉
明
天
皇
の
五
年
の
出
雲
大
社
の
修
厳
を
行
っ
た
の
が
最

初
か
も
し
れ
な
い
︒
垂
仁
紀
の
出
雲
大
神
の
祟
の
問
題
を
考
え
る
と
き
︑

記
に
お
い
て
は
こ
れ
を
国
譲
の
約
束
と
繋
げ
て
い
た
と
す
る
と
︑
そ
れ
は

歴
史
的
事
実
で
は
な
く
︑
国
譲
神
話
と
神
祇
制
度
を
整
備
し
た
時
代
に
構

想
さ
れ
た
伝
承
に
他
な
る
ま
い
︒
大
国
主
神
は
葦
原
中
国
の
支
配
者
で

あ
っ
た
が
︑
天
孫
降
臨
に
際
し
て
天
照
大
御
神
の
意
向
に
沿
っ
て
こ
れ
を

天
孫
に
譲
り
︑
立
派
な
神
殿
の
提
供
と
引
き
替
え
に
︑﹁
百
足
ら
ず
八
十

垧
手
に
隠
り
て
侍
ら
む
﹂
と
誓
っ
た
︒
神
殿
を
造
っ
て
も
ら
え
れ
ば
︑
天

孫
に
よ
る
葦
原
中
国
の
統
治
に
大
国
主
神
は
関
与
し
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
︒
記
は
国
譲
お
よ
び
天
孫
降
臨
の
際
に
大
国
主
神
の
祭
祀
を
天
菩
比
神

の
子
神
︑
そ
の
子
孫
出
雲
臣
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
に
触
れ
な
い
が
︑
垂
仁
記

に
至
っ
て
﹁
葦
原
色
許
男
大
神
を
以
ち
伊
都
玖
祝
﹂
で
あ
る
﹁
出
雲
国
造

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味

三
四



の
祖
︑
名
は
岐
比
佐
都
美
﹂
が
い
た
と
す
る
︒
本
来
大
国
主
神
も
別
神
で

あ
っ
た
と
し
て
も
︑
記
は
葦
原
色
許
男
を
大
国
主
神
の
亦
の
名
と
す
る
か

ら
︑
古
く
か
ら
大
国
主
神
の
祭
祀
は
出
雲
臣
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た

と
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
社
殿
の
維
持
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
り
︑
垂
仁
朝
に
な
っ
て
大
国
主
神
か
ら
︑
大
物
主
神
と
同
じ
く
︑
規

模
は
異
な
る
と
は
い
え
︑
祟
と
い
う
方
法
で
出
雲
臣
を
介
さ
ず
に
直
接
天

皇
に
要
求
し
て
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
本
牟
智
和
気
命
伝
承
で

あ
っ
た
︒

そ
れ
は
大
物
主
神
の
顰
み
に
倣
っ
た
と
の
設
定
か
も
し
れ
な
い
︒
と
こ

ろ
が
︑
記
・
紀
と
も
に
︑
国
譲
神
話
で
は
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
︑

崇
神
天
皇
六
十
年
条
に
お
い
て
︑
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
︑
出
雲
臣

の
祖
︑
武
日
照
命

(武
夷
鳥
命
)
が
天
下
り
︑
出
雲
大
神
の
祭
祀
に
奉
仕

し
て
い
た
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
紀
は
武
日
照
命
の
系
譜
に
は
触
れ
な
い
︒

他
方
︑
記
は
神
宝
を
献
ら
せ
る
伝
承
に
は
触
れ
な
い
が
︑
天
之
真
名
井
の

宇
気
比
の
条
で
︑

天
菩
比
命
の
子
︑
建
比
良
鳥
命
︑
此
は
出
雲
国
造
︑
无
邪
志
国
造
︑

上
菟
上
国
造
︑
下
菟
上
国
造
︑
伊
自
牟
国
造
︑
津
島
縣
直
︑
遠
江
国
造

等
が
祖
な
り
︒

と
建
比
良
鳥
命
と
出
雲
臣
と
を
繋
ぐ
系
譜
を
示
す
︒
比
良
鳥
と
夷
鳥
は
表

記
が
異
な
る
が
︑
夷
鳥
は
後
に
触
れ
る
﹁
出
雲
国
造
神
賀
詞
﹂
に
も
み
え
︑

両
者
は
同
一
神
と
み
な
さ
れ
る
︒
そ
の
親
︑
天
菩
比
神
は
記
の
国
譲
条
で

は
︑
大
国
主
神
の
も
と
に
国
譲
の
交
渉
に
出
か
け
た
も
の
の
︑

天
菩
比
神
を
遣
は
し
つ
れ
ば
︑
乃
ち
大
国
主
神
に
媚
び
付
き
て
︑
三

年
に
至
る
ま
で
復
奏
さ
ざ
り
き
︒

(記
)

即
ち
天
穂
日
命
を
以
て
往
き
て
平
け
し
む
︒
然
れ
ど
も
此
の
神
︑
大

己
貴
神
に
佞
り
媚
び
て
︑
三
年
に
比
及
る
ま
で
︑
尚
し
報
聞
さ
ず
︒
故
︑

仍
り
て
其
の
子
大
背
飯
三
熊
之
大
人
︿
大
人
︑
此
を
ば
于
志
と
云
ふ
︒﹀
︑

亦
の
名
は
武
三
熊
之
大
人
を
遣
す
︒
此
亦
還
其
の
父
に
順
り
て
︑
遂
に

報
聞
さ
ず
︒

(紀
第
九
段
本
文
)

と
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
記
・
紀
と
も
に
武
日
照
命
に
は
触
れ
な
い
が
︑
武

日
照
命
も
こ
の
と
き
葦
原
中
国
に
降
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
す
く
な
く
と

も
こ
の
使
︑
天
菩
比
神
は
︑﹁
出
雲
国
造
神
賀
詞
﹂
を
除
く
と
︑
天
照
大

御
神
の
意
向
に
背
い
て
大
国
主
神
に
媚
び
付
い
て
高
天
原
あ
る
い
は
天
に

は
戻
ら
な
か
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
後
︑
建
御
雷
神
等
の
国
譲
交
渉
に
よ
っ

て
大
国
主
神
は
八
十
垧
手
に
隠
っ
た
と
す
る
も
の
の
︑
そ
の
祭
祀
が
武
日

照
命
も
し
く
は
出
雲
臣
に
委
ね
ら
れ
た
と
す
る
伝
承
は
な
い
︒
し
た
が
っ

て
出
雲
臣
の
大
国
主
神
祭
祀
に
ど
う
移
る
の
か
問
題
も
あ
る
︒
し
か
し
︑

国
譲
の
の
ち
︑
天
菩
比
神
の
子
孫
出
雲
臣
は
そ
の
祭
祀
に
し
た
が
っ
た
と
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す
る
の
で
あ
る
︒
崇
神
紀
に
み
え
る
出
雲
振
根
は
天
皇
の
意
向
に
従
わ
な

か
っ
た
と
す
る
が
︑
天
皇
が
見
よ
う
と
し
た
神
宝
は
武
夷
鳥
命
の
持
ち

降
っ
た
物
で
あ
っ
た
故
か
︑
出
雲
大
神
の
神
の
宮
に
蔵
め
ら
れ
て
い
た
と

は
い
え
︑
大
国
主
神
は
出
雲
振
根
に
同
調
し
て
祟
っ
た
と
は
し
な
い
︒
記

で
は
本
牟
智
和
気
命
伝
承
で
宮
の
修
理
の
願
い
か
ら
祟
っ
た
と
い
う
︒
こ

の
よ
う
に
記
・
紀
の
説
く
と
こ
ろ
は
異
な
る
が
︑
相
補
う
と
こ
ろ
も
あ
る
︒

垂
仁
記
は
本
牟
智
和
気
命
が
物
言
え
る
こ
と
を
切
に
望
ん
だ
天
皇
が
︑

皇
子
を
出
雲
大
神
に
参
拝
さ
せ
る
と
︑
願
い
は
叶
っ
て
物
言
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
︑
菟
上
王
を
遣
わ
し
て
神
の
要
求
に
応
え
て
神
の
宮
を
造
ら

せ
た
と
す
る
︒
こ
れ
は
本
牟
智
和
気
命
へ
の
配
慮
と
天
皇
と
し
て
な
す
べ

き
こ
と
を
履
行
す
る
態
度
の
表
れ
と
い
え
る
︒

こ
の
天
皇
に
よ
る
出
雲
大
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
︑
神
代
に
お
け
る
天

神
と
地
祇
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
︑
逆
転
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
解

す
る
説
が
み
え
る
︒
し
か
し
︑
繰
り
返
し
み
て
き
た
よ
う
に
︑
国
譲
の
時

に
す
で
に
大
国
主
神
は
条
件
と
し
て
︑
天
神
に
社
殿
を
造
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
た
︒
神
の
た
め
に
社
殿
を
造
る
こ
と
は
こ
こ
を
神
の
棲
と
し
︑
祭

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
か
る
に
︑
崇
神
記
で
は
出
雲
大
神
は
今
度

は
祟
に
よ
っ
て
社
殿
の
修
厳
を
要
求
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
ま
た
祭
る
こ
と

の
要
求
で
あ
る
︒
そ
れ
は
国
譲
の
と
き
︑﹁
百
足
ら
ず
八
十
垧
手
に
隠
﹂

れ
︑
子
神
た
ち
は
八
重
事
代
主
神
の
も
と
に
あ
っ
て
約
束
に
違
う
こ
と
は

な
い
と
い
い
な
が
ら
︑
今
ま
た
︑
大
神
が
祟
を
起
し
て
い
る
の
は
︑
そ
の

宮
殿
が
修
築
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
︑
そ
の
安
穏
が

保
証
さ
れ
れ
ば
も
と
の
状
態
に
戻
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
ら

は
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
︑
か
な
ら
ず
し
も
関

係
が
逆
転
し
た
と
は
い
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
大
国
主
神
を
祭
る
こ
と
は
︑

天
神
で
あ
れ
︑
そ
の
子
孫
の
天
皇
で
あ
れ
︑
神
々
が
荒
び
︑
葦
原
中
国
の

平
穏
を
乱
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︑
保
つ
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
る
︒

そ
の
意
味
で
注
意
さ
れ
る
の
は
︑
大
物
主
神
出
現
の
時
の
︑
寄
り
来
た
神

と
大
国
主
神
と
の
次
の
や
り
と
り
で
あ
る
︒

其
の
神
の
言
り
た
ま
ひ
し
く
︑
﹁
能
く
我
が
前
を
治
め
ば
︑
吾
能
く

共
与
に
相
作
り
成
さ
む
︒
若
し
然
ら
ず
ば
国
成
り
難
け
む
︒
﹂
と
の
り

た
ま
ひ
き
︒
爾
に
大
国
主
神
曰
し
し
く
︑﹁
然
ら
ば
治
め
奉
る
状
は
奈

何
に
ぞ
︒
﹂
と
ま
を
し
た
ま
へ
ば
︑﹁
吾
を
ば
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上

に
伊
都
岐
奉
れ
︒﹂
と
答
へ
言
り
た
ま
ひ
き
︒

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
﹁
治
﹂
と
﹁
伊
都
岐
奉
﹂
の
関
係
で
あ
る
︒

﹁
治
﹂
は
祭
る
と
同
義
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
治
天
下
﹂
と
も
用
い
ら
れ
る

﹁
治
﹂
は
神
に
荒
び
ず
安
定
し
た
状
態
を
保
た
せ
る
意
味
も
あ
り
︑
そ
れ

が
﹁
神
の
望
み
を
叶
え
て
祭
る
こ
と
﹂
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

本
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和
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命
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あ
る
︒
つ
ま
り
︑
得
体
の
し
れ
な
い
神
︑
災
い
を
為
し
か
ね
な
い
神
を
祭

る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
神
が
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
よ
う
に
保
つ
行
為

に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
れ
を
高
天
原
の
神
が
お
こ
な
う
か
︑
そ
の
神
の
子

孫
が
担
当
す
る
か
は
と
も
か
く
︑
葦
原
中
国
に
お
け
る
人
皇
代
に
な
っ
て

か
ら
の
祭
祀
に
お
い
て
も
︑
神
代
に
高
天
原
も
し
く
は
葦
原
中
国
に
お
い

て
指
示
も
し
く
は
そ
れ
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
祭
祀
が
継
承
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
︒
今
記
に
つ
い
て
︑
祭
・
拝
・
伊
都
玖
等
の
表
現
の
用
い
ら

れ
た
例
を
み
る
と
︑

①

爾
に
天
児
屋
命
︑
布
刀
玉
命
︑
天
宇
受
売
命
︑
伊
斯
許
理
度
売
命
︑

玉
祖
命
︑
并
せ
て
五
伴
緒
を
支
ち
加
へ
て
︑
天
降
し
た
ま
ひ
き
︒
是
に

其
の
遠
岐
斯
八
尺
の
勾
璁
︑
鏡
︑
及
草
那
芸
劒
︑
亦
常
世
思
金
神
︑
手

力
男
神
︑
天
石
門
別
神
を
副
へ
賜
ひ
て
︑
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
此
れ

の
鏡
は
︑
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
︑
吾
が
前
を
拝
く
が
如
伊
都
岐
奉
れ
︒

次
に
思
金
神
は
︑
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
︑
政
為
よ
︒﹂
と
の
り
た
ま

ひ
き
︒
此
の
二
柱
の
神
は
︑
佐
久
久
斯
侶
︑
伊
須
受
能
宮
に
拝
き
祭
る
︒

(天
孫
降
臨
)

②

此
の
三
柱
の
綿
津
見
神
は
︑
阿
曇
連
等
の
祖
神
と
以
ち
伊
都
久
神
な

り
︒
故
︑
阿
曇
連
等
は
︑
其
の
綿
津
見
神
の
子
︑
宇
都
志
日
金
拆
命
の

子
孫
な
り
︒

(神
生
)

③

故
︑
其
の
先
に
生
れ
し
神
︑
多
紀
理
毘
売
命
は
︑
胸
形
の
奧
津
宮
に

坐
す
︒
次
に
市
寸
島
比
売
命
は
︑
胸
形
の
中
津
宮
に
坐
す
︒
次
に
田
寸

津
比
売
命
は
︑
胸
形
の
辺
津
宮
に
坐
す
︒
此
の
三
柱
の
神
は
︑
胸
形
君

等
の
以
ち
伊
都
久
三
前
の
大
神
な
り
︒

(天
の
安
河
の
宇
気
比
)

④

又
近
淡
海
の
御
上
の
祝
が
以
ち
伊
都
玖
︑
天
之
御
影
神
の
女
︑

(開
化
記
日
子
坐
王
の
系
譜
)

⑤

其
の
御
子
詔
言
り
し
て
︑
﹁
是
の
河
下
に
青
葉
の
山
の
如
き
は
︑
山

と
見
え
て
山
に
非
ず
︒
若
し
出
雲
の
石
垧
の
曽
宮
に
坐
す
葦
原
色
許
男

大
神
を
以
ち
伊
都
玖
祝
の
大
廷
か
︒﹂
と
問
ひ
賜
ひ
き
︒

(
垂
仁
記
)

⑥

次
に
奧
津
比
売
命
︑
亦
の
名
は
大
戸
比
売
神
︒
此
は
諸
人
の
以
ち
拝

く
竃
神
ぞ
︒

(大
年
神
の
系
譜
)

⑦

妹
豊
鉏
比
売
命
は
︑
伊
勢
の
大
神
の
宮
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
︒

(
崇
神
記
)

⑧

即
ち
意
富
多
多
泥
古
命
を
以
ち
て
神
主
と
為
て
︑
御
諸
山
に
意
富
美

和
の
大
神
の
前
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
︒

(崇
神
記
)

⑨

次
に
佐
佐
宜
王
は
︑
伊
勢
神
宮
を
拝
き
た
ま
ひ
き
︒

(継
体
記
)

と
い
っ
た
も
の
が
み
え
る
︒
問
題
は
天
皇
が
こ
れ
ら
に
如
何
に
か
か
わ
る

か
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
き
ち
ん
と
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
氏
族
の
祭
祀
す
る

神
は
基
本
的
に
は
彼
等
の
祭
祀
を
朝
廷
の
祭
祀
体
制
の
中
に
組
み
込
ん
で
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そ
れ
を
認
知
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
語
る
︒
そ
れ
は
天
皇
が
神
を

上
位
者
と
し
て
直
接
祭
祀
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
先
に
み
た
よ
う
に
︑
神

が
荒
び
な
い
よ
う
に
治
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
大
物
主
神
の
祟
の
伝
承
で

は
︑
神
が
祟
と
夢
を
通
し
て
示
し
た
願
い
に
応
じ
て
意
富
多
々
泥
古
に
祭

ら
せ
︑
こ
れ
を
契
機
と
し
て
﹁
天
神
地
祇
の
社
を
定
め
﹂
た
と
あ
る
が
︑

こ
れ
は
神
祇
祭
祀
制
度
を
整
え
た
意
と
し
て
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
制
度
の
先

に
は
神
位

(神
階
)
制
度
や
神
名
帳
に
み
え
る
名
神
大
社
・
大
社
・
小
社

な
ど
の
格
付
け
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
が
︑
こ
こ
に
は
祭
祀
者
の
身
分
と

か
か
わ
る
面
も
み
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
神
々
は
天
皇
を
守
護
す
る
神

の
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
︑
記
の
語
る
方
向
も
こ

れ
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
大
国
主
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
み
え
る
﹁
出
雲
国
造
神

賀
詞
﹂
の
次
の
一
節
︑

高
天
の
神
王
高
御
魂
の
命
の
︑
皇
御
孫
の
命
に
天
の
下
大
八
島
国
を

事
避
さ
し
ま
つ
り
し
時
に
︑
出
雲
臣
等
が
遠
つ
神
天
の
ほ
ひ
の
命
を
︑

国
体
見
に
遣
は
し
し
時
に
︑
(中
略
)
己
命
の
児
天
の
夷
鳥
命
に
ふ
つ

ぬ
し
の
命
を
副
へ
て
︑
天
降
し
遣
は
し
て
︑
荒
ぶ
る
神
等
を
撥
ひ
平
け
︑

国
作
ら
し
し
大
神
を
も
媚
び
鎮
め
て
︑
大
八
島
国
の
現
つ
事
・
顕
し
事

事
避
さ
し
め
き
︒
す
な
は
ち
大
な
も
ち
の
命
の
申
し
た
ま
は
く
︑﹃
皇

御
孫
の
命
の
靜
ま
り
ま
さ
む
大
倭
の
国
﹄
と
申
し
て
︑
己
命
の
和
魂
を

八
咫
の
鏡
に
取
り
託
け
て
︑
倭
の
大
物
主
く
し
み
か
た
ま
の
命
と
名
を

稱
へ
て
︑
大
御
和
の
神
な
び
に
坐
せ
︑
己
命
の
御
子
あ
ぢ
す
き
高
ひ
こ

ね
の
命
の
御
魂
を
︑
葛
木
の
鴨
の
神
な
び
に
坐
せ
︑
事
代
主
の
命
の
御

魂
を
う
な
て
に
坐
せ
︑
か
や
な
る
み
の
命
の
御
魂
を
飛
鳥
の
神
な
び
に

坐
せ
て
︑
皇
孫
の
命
の
近
き
守
神
と
貢
り
置
き
て
︑
八
百
丹
杵
築
の
宮

に
静
ま
り
ま
し
き
︒

(﹃
延
喜
式
﹄
巻
九
)

も
注
意
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
天
菩
比
神
は
大
国
主
神
を
﹁
媚
び
鎮

め
て
﹂︑﹁
大
八
島
国
の
現
つ
事
・
顕
し
事
事
避
さ
﹂
せ
た
と
す
る
︒
さ
ら

に
大
国
主
神
は
︑
自
分
の
和
魂
︑
ま
た
児
神
三
神
を
飛
鳥
周
辺
の
神
奈
備

に
鎮
め
て
﹁
皇
孫
の
命
の
近
き
守
神
﹂
と
し
た
と
い
う
︒
こ
こ
に
み
え
る

発
想
も
天
皇
が
神
を
祭
る
発
想
と
向
か
い
合
う
も
の
で
︑
地
祇
系
の
神
々

も
荒
び
さ
せ
る
こ
と
な
く
︑
天
皇
の
守
護
神
と
し
て
治
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
地
祇
の
代
表
と
し
て
の
大
国
主
神
は
︑
国
譲
の
時
に
荒

び
︑
天
皇
の
統
治
を
乱
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
誓
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
が
︑
こ
の
垂
仁
記
に
お
い
て
本
牟
智
和
気
命
に
祟
っ
て
荒
び
の

片
鱗
を
み
せ
た
︒
そ
れ
は
︑
社
殿
を
天
皇
の
御
舎
と
同
じ
に
し
て
ほ
し
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
天
皇
は
皇
子
の
物
言
え
ぬ
状
態
が
解
消
し
た
こ

本
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と
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
そ
の
要
求
に
応
え
た
が
︑
そ
れ
は
人
皇
代
に
お

い
て
も
︑
大
国
主
神
が
社
殿
に
静
に
隠
棲
し
︑
荒
び
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
で
も
あ
っ
た
︒﹃
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
﹄
頭
注
が
指
摘
し
た
よ
う

に
︑
こ
こ
に
斉
明
天
皇
五
年
の
出
雲
大
神
の
宮
の
修
厳
を
響
か
せ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
︒
天
皇
の
大
国
主
神
祭
祀
は
天
皇
の
時
代
に
お
い
て
も
国

の
安
穏
を
守
る
上
で
は
重
要
な
こ
と
と
し
て
記
で
は
垂
仁
天
皇
の
時
代
に

神
祇
制
度
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
語
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
こ
の

対
応
を
含
め
て
︑
記
は
垂
仁
天
皇
が
皇
子
を
物
言
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
た

め
に
︑
な
み
な
み
な
ら
ぬ
慈
し
び
を
注
い
だ
と
語
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
も

仁
に
厚
い
天
皇
像
の
形
象
に
勤
め
た
と
い
え
る
︒

お
わ
り
に

以
上
に
み
た
よ
う
に
︑
記
の
本
牟
智
和
気
命
伝
承
は
︑
沙
本
毘
古
・
沙

本
毘
売
の
叛
逆
伝
承
と
の
か
か
わ
り
︑
物
言
え
ぬ
皇
子
が
白
鳥
を
み
て
の

魂
振
に
よ
っ
て
物
が
い
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
話
素
︑
記
の
他
の
時

代
の
伝
承
と
構
想
上
の
関
連
を
も
た
せ
︑
出
雲
大
神
の
祭
祀
を
天
皇
祭
祀

の
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
つ
つ
︑
そ
の
祟
を
解
い
て
物
言
え
る
よ
う
に
し

た
と
す
る
話
素
を
総
合
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
政
治
体

制
の
中
か
ら
は
弾
き
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
物
言
え
ぬ
皇
子
を
︑
そ
の
こ
と

と
関
係
な
く
物
言
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
垂

仁
天
皇
を
描
き
出
し
︑
深
い
慈
し
び
を
も
つ
天
皇
像
を
形
象
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
み
た
︒
も
っ
と
も
︑
垂
仁
天
皇
像
に
つ
い
て
は
︑
妻
か
ら
捨
て

ら
れ
た
夫
と
し
て
の
人
間
と
制
度
と
し
て
の
天
皇
の
相
克
を
妊
み
な
が
ら
︑

人
間
個
人
よ
り
は
制
度
と
し
て
の
天
皇
の
超
絶
性
を
説
く
と
す
る
優
れ
た

読
み
解
き
も
あ
る(15

)
が
︑﹃
古
事
記
﹄
が
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
目
指
し
た
も

の
か
ど
う
か
は
な
お
考
え
て
み
た
い
︒
こ
こ
で
は
個
人
的
な
情
と
し
て
の

慈
し
び
が
国
民
へ
の
仁
の
徳
に
繋
が
る
︑
つ
ま
り
個
人
の
情
は
制
度
と
し

て
の
天
皇
の
中
に
包
摂
さ
れ
︑
徳
と
し
て
昇
華
さ
れ
え
る
も
の
と
と
ら
え

る
視
点
か
ら
垂
仁
天
皇
像
を
描
こ
う
と
し
た
と
み
て
お
き
た
い
︒
も
と
よ

り
こ
れ
は
天
武
天
皇
の
意
図
を
汲
み
取
り
え
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑

記
の
編
者
で
あ
る
天
武
天
皇
の
営
み
と
み
る
と
︑
こ
こ
に
は
母
斉
明
天
皇

の
甥
建
王
に
寄
せ
た
深
い
愛
情
や
出
雲
大
社
修
厳
の
事
実
を
響
か
せ
て
い

た
と
考
え
え
る
こ
と
も
論
じ
た
︒

注
(1
)
拙
稿
﹁
野
見
宿
禰
の
埴
輪
創
出
伝
承
﹂
(﹁
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
﹂

第
七
号

平
成
二
一
年
三
月

(2
)
駒
木
敏
﹁
ホ
ム
チ
ワ
ケ
(
本
牟
智
和
気
)
御
子
の
物
語
︱
︱
﹃
古
事
記
﹄

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味
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に
お
け
る
天
皇
の
祭
祀
︱
︱
﹂
(﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
第
七
八
号
︿
駒

木
敏
教
授
退
職
記
念
号
﹀
二
〇
一
三
年
三
月
)

(3
)
阪
下
圭
八
﹁
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
物
語

(1
)
︱
︱
鳥
取
部
・
鳥
養
部
起

源
譚
︱
︱
﹂
(﹁
東
京
経
済
大
学
人
文

自
然
科
学
論
集
﹂
第
五
八
号

一
九
八
一
年
七
月
)

(4
)
土
橋
寛
﹁
歌
と
物
語
の
交
渉
﹂
(﹁
萬
葉
﹂
第
五
六
号

昭
和
四
〇
年
七

月
)

(5
)
土
橋
寛
﹁
見
る
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
﹂
(﹁
萬
葉
﹂
第
三
九
号

昭

和
三
六
年
五
月
)

阪
下
圭
八

前
掲
論
文

(6
)
阪
下
圭
八

前
掲
論
文

(7
)
矢
嶋
泉
﹁﹃
古
事
記
﹄
中
・
下
巻
の
反
乱
物
語
﹂
(﹃
稲
岡
耕
二
先
生
還

暦
記
念
日
本
上
代
文
学
論
集
﹄
一
九
九
〇
年
四
月
)

(8
)
上
田
正
昭
﹁
国
つ
神
群
像

言
霊
信
仰
﹂
(﹃
日
本
神
話
﹄
一
九
七
〇
年

四
月
)

(9
)
吉
井
巌
﹁
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
王
﹂﹃
天
皇
の
系
譜
と
神
話

(二
)﹄
昭
和
五
一

年
六
月

(10
)
拙
稿
﹁
大
国
主
神
の
国
作
の
性
格
と
大
国
主
神
の
形
成
﹂
(古
事
記
学

会
編
﹃
古
事
記
研
究
大
系
4

古
事
記
の
神
話
﹄
平
成
五
年
六
月

高

科
書
店
)

(11
)
矢
嶋
泉
﹁
﹃
古
事
記
﹄
︿
国
譲
り
神
話
﹀
の
一
問
題
﹂︿﹁
日
本
文
学
﹂
第

四
一
七
号

一
九
八
八
年
三
月
)

(12
)
松
本
弘
毅
﹁
垂
仁
木
の
祭
祀

︱
︱
出
雲
大
神
の
祟
︱
︱
﹂︿
﹃
古
事
記

と
歴
史
叙
述
﹄
平
成
二
三
年
三
月
)

(13
)
金
子
義
光
﹁
上
代
に
お
け
る
神
意
発
現
の
諸
様
式
に
つ
い
て

︱
︱
タ

タ
リ
の
研
究
・
前
編
︱
︱
﹂
︿﹁
神
道
宗
教
﹂
第
一
二
〇
号

一
九
八

五
年
九
月
﹀

拙
稿
﹁
祝
詞
﹃
遷
却
祟
神
﹄
を
奏
す
る
祭
儀
﹂︿
岡
田
精
司
編
﹃
古
代

祭
祀
の
歴
史
と
文
学
﹄
平
成
九
年
一
二
月
﹀

(14
)
上
田
正
昭
﹁
国
つ
神
群
像

言
霊
信
仰
﹂
(﹃
日
本
神
話
﹄
一
九
七
〇
年

四
月
)

(15
)
荻
原
千
鶴
﹁
沙
本
毘
売
命
・
本
牟
智
和
気
御
子
物
語
の
方
法
﹂
(﹃
日
本

古
代
の
神
話
と
文
学
﹄
一
九
九
八
年
一
月
)

本
牟
智
和
気
命
伝
承
の
意
味

四
〇


