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天つ神と国つ神（広畑）

　
天
つ
神
と
国
つ
神
は
、
日
本
神
話
を
貫
く
、
神
々
の
二
大
分
類
で
あ
る
。

本
居
宣
長
は
、
　
「
高
天
原
は
、
す
な
は
ち
天
な
り
」
　
「
天
は
虚
空
に
在
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

天
ッ
神
た
ち
の
坐
ま
す
御
国
な
り
」
と
し
、
天
つ
神
は
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
の
神

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
国
ッ
神
と
は
、
高
天
ノ
原
に
坐
ス
神
を
天
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

神
と
申
す
に
対
て
、
此
国
な
る
神
を
云
な
り
」
と
述
べ
、
国
つ
神
は
日
本
古

来
の
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
天
つ
神
と
国
つ
神
の
意
義
に
つ
い
て
の
妥
当

な
説
明
で
あ
ろ
う
。
神
話
に
お
け
る
天
つ
神
・
国
つ
神
と
い
う
分
類
は
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
の
知
識
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
称
呼
に
も
中
国
流
の
天
神
・
地
祇

の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
天
つ
神
と
国
つ
神
と
の
関
係
は
、
国
ゆ

ず
り
神
話
の
中
に
典
型
的
に
語
ら
れ
て
い
て
、
原
典
た
る
『
記
紀
』
に
つ
い

て
忠
実
な
分
析
を
試
み
、
そ
れ
に
基
づ
き
こ
の
二
種
類
の
神
の
交
渉
の
意
味

や
背
景
を
考
え
て
い
く
時
、
従
来
気
づ
か
れ
て
い
な
い
、
重
要
な
日
本
神
話

の
主
張
に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
β
本
神
話
を
古
代

史
の
具
体
的
な
流
れ
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
も
、
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。
神
話
中
の
他
の
関
逮
部
分
か
ら
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、

察
を
試
み
た
い
。

闘

そ
の
考

　
オ
ホ
ナ
ム
チ
ノ
命
が
天
孫
に
国
土
を
献
上
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
国
ゆ

ず
り
神
話
は
、
天
つ
神
と
国
つ
神
と
の
接
触
交
渉
を
通
し
て
、
両
者
の
関
係

を
最
も
よ
く
表
わ
し
た
部
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
物
語
の
意
味
や
、

物
語
に
お
け
る
天
つ
神
と
国
つ
神
と
の
関
係
や
、
天
神
の
繋
駕
り
等
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
国
ゆ
ず
り
神
話
の
性
格
に
対
す
る
先
人
の
見
解

を
見
て
、
そ
れ
を
『
記
紀
』
の
記
述
に
照
ら
し
、
当
否
を
考
え
る
こ
と
か
ら

始
め
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
神
話
に
つ
い
て
、
そ
の
史
実
性
を
問
題
と
す
る
時
、
大
き
く
分
け
て

二
つ
の
解
釈
が
生
ず
る
。
史
実
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
見
方
と
、
史
実
に

関
係
な
い
空
想
の
産
物
と
す
る
見
方
と
で
あ
る
。
大
勢
と
し
て
前
者
が
圧
倒
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的
に
優
勢
で
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
大
和
朝
廷
と
出
雲
勢
力
の
対
立
を
反

映
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
若
干
の
説
を
あ
げ
て
み
る
と
、
二
品
左

右
吉
氏
は
、
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
の
神
も
出
雲
の
神
も
、
と
も
に
皇
祖
時
代
の
政

治
的
君
主
た
ち
の
こ
と
で
、
国
ゆ
ず
り
と
は
つ
ま
り
、
そ
の
政
治
勢
力
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
の
の
抗
争
の
物
語
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
松
村
武
雄
氏
は
こ
れ
を
神
と
神

と
の
争
い
と
し
な
が
ら
、
神
と
神
と
の
争
い
は
、
そ
れ
を
支
持
す
る
民
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

争
い
を
表
わ
す
と
見
て
い
る
。
井
上
光
貞
氏
は
、
大
和
側
の
勢
力
た
る
意
宇

の
出
雲
氏
が
、
出
雲
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
杵
築
の
勢
力
を
減
ぼ
し
て
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

造
と
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
説
の
内
容
は

違
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
政
治
的
な
史
実
の
反
映
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い

る
。
三
品
彰
英
氏
な
ど
も
、
こ
の
神
話
を
政
治
史
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

向
は
動
か
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
こ
の
神
話
の
記
述
そ
の
も
の
が
、
出
雲
平
定
を
語
っ
た
も

の
か
ど
う
か
と
い
う
、
最
も
基
本
的
な
点
か
ら
、
　
『
記
紀
』
の
記
述
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
つ
い
て
は
、
津
田
左
右
吉
氏
に
そ
の
本
文
批
判
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
い
き
た
い
。
　
『
記
紀
』
の
国
ゆ
ず
り
神
話
は
、

天
孫
が
こ
の
国
土
に
降
臨
す
る
準
備
の
、
一
段
階
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
津
田
氏
は
こ
の
部
分
を
分
析
し
た
結
果
、
そ
れ
が
、
　
（
1
）
邪

神
平
定
と
い
う
宗
教
的
な
話
に
始
ま
り
、
　
（
2
）
終
り
は
、
政
治
的
君
主
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

国
ゆ
ず
り
と
い
う
、
政
治
的
な
話
に
終
る
と
し
て
い
る
。
史
実
反
映
説
の
す

べ
て
が
、
こ
の
津
田
琉
と
全
く
同
じ
分
析
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い

が
、
こ
の
説
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、
史
実
反
映
説
の
基
本
問
題
に
つ
な

が
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
上
述
の
二
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。　

（
1
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
降
臨
の
は
じ
め
は
『
記
紀
』
の
諸
説
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
故
皇
祖
高
皇
産
霊
尊
、
特
鍾
同
音
愛
班
点
崇
養
焉
、
遂
欲
下
立
二
皇
孫
天
津
彦
彦
火

　
覆
慶
杵
尊
↓
以
口
中
葦
原
中
蟹
之
主
上
、
然
彼
地
多
有
一
螢
火
光
神
、
及
三
豊
邪
神
↓

　
復
有
二
草
木
成
二
言
菰
賊
故
高
皇
産
霊
尊
、
召
二
集
八
十
諸
神
｛
而
間
之
日
、
吾
欲

　
ノ
令
ノ
擾
一
一
平
葦
原
中
国
之
邪
鬼
｛
当
遣
レ
誰
者
宜
也
、
　
（
『
書
紀
』
本
文
）

　
　
天
照
大
神
、
勅
二
天
稚
彦
一
日
、
豊
葦
原
中
国
、
金
堂
児
可
ソ
王
之
地
響
、
然
慮
、

　
有
二
残
賊
強
暴
横
悪
戯
聾
者
哨
故
汝
先
往
平
之
、
　
（
第
一
の
一
書
）

　
　
及
ソ
至
ノ
奉
レ
降
心
皇
孫
火
環
顎
杵
尊
、
於
葦
原
中
国
一
也
、
高
皇
産
霊
尊
、
勅
二
八
十

　
諸
神
一
日
、
葦
原
中
国
者
、
磐
根
木
株
草
葉
、
猶
能
言
語
、
夜
者
若
二
煙
火
一
而
喧
響

　
之
、
三
者
如
二
五
月
蝿
一
二
沸
騰
之
、
云
云
、
　
（
第
六
の
一
書
）

　
　
此
葦
原
中
国
者
、
我
御
子
之
所
レ
知
国
、
言
依
所
レ
賜
之
国
益
、
故
、
以
下
為
二
二
此

　
国
一
道
速
瀬
国
神
文
之
多
在
上
、
密
使
二
何
神
島
而
、
将
三
島
趣
納
　
（
『
古
淫
奔
』
）

こ
こ
に
あ
げ
た
『
書
紀
』
本
文
、
第
一
の
一
書
、
第
六
の
一
書
、
『
古
事
記
』

の
四
説
が
、
天
孫
降
臨
の
発
端
を
述
べ
た
説
の
す
べ
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

す
べ
て
の
説
に
お
い
て
、
葦
原
中
国
の
邪
神
や
国
つ
神
を
平
定
す
る
た
め
、

天
神
が
遣
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
邪
神
を
平

定
す
る
こ
と
で
こ
の
神
話
は
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
津
田
氏
の
指
摘
の
第
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天つ神と国つ神（広畑）

一
点
は
誤
り
で
は
な
い
。
た
だ
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
平
定
さ
れ
る

神
々
が
出
雲
の
神
と
は
さ
れ
な
い
で
、
葦
原
中
国
全
体
の
邪
神
あ
る
い
は
国

事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
（
2
）
の
検
討
に
移
る
。
こ
の
物
語
が
葦
原
中
国
の
邪
神
平
定
か
ら
、

出
雲
の
政
治
的
君
主
の
国
ゆ
ず
り
の
物
語
に
変
化
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
を
み
て
み
た
い
。
ま
ず
平
定
の
対
象
が
出
雲
に
変
化
し
て
い
る
の
か
ど

う
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
『
書
紀
』
本
文
で
は
、
ア
メ
ワ
カ
ビ
コ
の
死
後
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
神
は
葦
原
中
国
に
遣
わ
す
べ
き
者
を
改
め
て
選
び
、
タ
ケ

ミ
カ
ヅ
チ
ノ
神
を
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
神
に
そ
え
て
遣
わ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
際
の
平
定
の
対
象
は
や
は
り
葦
原
中
国
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
最
後
、
高
皇
産
霊
尊
、
更
会
二
諸
神
↓
選
下
多
レ
二
二
於
葦
原
中
園
一
目
上
、
…
…
故
以

　
即
配
二
経
津
主
神
↓
令
レ
平
二
葦
原
中
国
↓
　
（
『
君
紀
』
本
文
）

と
あ
る
。
ま
た
そ
の
説
に
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
天
神
の
使
を
通
じ
て
、
平
国

の
矛
を
献
上
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
三
国
の
矛
と
は
葦
原
中
国
を
平
げ
た
矛

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
国
土
と
と
も
に
そ
の
矛
を
も
献
上
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
第
一
の
一
コ
口
、
こ
の
二
神
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
国
土
献
上
の
交
渉
を
終

え
た
後
、
　
「
葦
原
中
国
、
皆
已
平
寛
」
と
復
命
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

第
二
の
一
書
に
も
、
「
天
神
遣
昌
経
津
主
神
・
三
三
鎚
一
炬
使
レ
平
晶
定
藁
原
中

国
ご
と
あ
る
。
第
六
の
一
書
に
は
、

　
　
時
高
皇
産
霊
立
込
田
、
昔
遣
二
天
稚
彦
於
藁
原
中
国
｛
至
レ
今
三
二
以
久
不
レ
来
一
者
、

　
蓋
是
国
神
、
有
二
強
禦
之
者
納
乃
遣
一
…
無
名
雄
雑
一
往
候
之
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
平
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
依
然
と

し
て
、
す
べ
て
葦
原
中
国
で
あ
る
。
　
『
古
事
記
』
で
は
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
と
ア

メ
ノ
ト
リ
フ
ネ
の
二
神
が
、
ナ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
葦
原
中
国
の
献
上
を
迫
り
、

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
も
、
　
「
此
葦
原
中
国
者
、
意
中
天
神
御
子
之
命
一
献
」
と
答
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
故
、
建
御
雷
神
、
返
参
上
、
筆
下
奏
雷
晶
向
和
平
葦
原

中
国
一
之
状
並
、
」
と
そ
の
結
末
を
記
し
て
い
る
。
平
定
の
対
象
は
最
後
ま
で
、

葦
原
中
国
な
の
で
あ
る
。
ど
の
説
に
お
い
て
も
、
出
雲
と
い
う
一
地
方
が
平

定
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
一
貫
し
て
、
大
和
政
権
の
統
治

下
に
入
る
べ
き
全
領
土
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
三
つ
神
の
支
配
下
に
あ
っ
た

日
本
全
土
が
、
新
し
く
降
臨
す
る
天
孫
に
、
そ
っ
く
り
譲
り
渡
さ
れ
る
と
い

う
の
が
、
神
話
の
構
想
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
（
2
）
の
中
で
、
そ
れ
が
政
治
的
君
主
の
話
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど

う
か
を
見
る
に
、
物
語
に
出
て
く
る
神
は
ほ
と
ん
ど
信
仰
上
の
神
々
で
あ
る
。

平
定
を
命
ず
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
神
や
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
は
朝
廷
の
祭
る
神

で
あ
る
。
ア
メ
ワ
カ
ビ
コ
の
死
を
呪
う
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ビ
コ
ネ
ノ
神
は
葛
城

の
鴨
の
神
で
あ
る
。
最
大
の
交
渉
相
手
た
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
）

は
杵
築
の
神
で
あ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
子
と
し
て
交
渉
の
際
の
決
定
権
を
も

っ
た
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
、
大
和
の
神
で
あ
る
。
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
諏
訪
の
神

で
、
ま
た
「
帰
順
乳
首
渠
」
　
（
第
二
の
一
書
）
と
さ
れ
た
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は

大
和
の
神
で
あ
る
。
そ
の
他
物
語
上
に
だ
け
出
て
く
る
神
々
も
、
信
仰
上
の
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神
々
と
互
に
交
渉
を
持
ち
、
同
じ
次
元
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
神
々
で
あ
る
。

要
す
る
に
国
ゆ
ず
り
は
、
神
々
の
世
界
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

　
日
本
古
代
に
関
す
る
説
話
は
、
神
武
天
皇
に
至
っ
て
は
じ
め
て
人
代
と
さ

れ
、
現
実
の
政
治
や
軍
事
を
対
象
と
す
る
内
容
に
移
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
前
は
、
　
『
書
紀
』
が
い
み
じ
く
も
名
づ
け
て
「
神
代
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、

そ
れ
は
神
々
の
世
界
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
代
作
者
が
神
々
を
語

る
姿
勢
は
、
崇
神
か
ら
仲
哀
・
神
功
の
聞
の
無
類
が
神
々
を
語
る
と
き
、
神

々
を
支
持
し
た
現
実
の
政
治
勢
力
を
離
れ
て
、
神
々
そ
の
も
の
の
威
力
を
語

っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
氏
族
や
豪
族
の
政
治
勢
力
か
ら
一
応
切
り
離
さ
れ

た
、
神
々
そ
の
も
の
を
語
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
神
話
に
出
て
く
る
信
仰

上
の
神
々
に
つ
い
て
み
て
み
る
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
勢
力
が
匂
っ
て

く
る
と
い
う
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
国
ゆ
ず
り
神
話
の
場
合
も
同
じ
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
神
話
は
人
の
世
の
政
治
勢
力
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
人

代
以
前
の
神
々
の
世
界
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
皇
祖
の
神

々
の
支
配
が
、
す
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
征
服
し
た
と
さ
れ
る
も
の
は
、
葦
原
中
国
の
神
々
で
あ
っ

た
。
　
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
大
祓
・
遷
却
崇
神
祭
・
大
殿
祭
等
の
祝
詞
に
お

い
て
は
水
穂
の
国
の
荒
ぶ
る
神
々
を
服
従
さ
せ
て
天
孫
が
降
っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
　
『
書
紀
』
の
大
蛇
退
治
第
六
の
一
書
に
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ

ノ
神
の
言
を
、
「
夫
葦
原
中
国
、
本
密
荒
鷲
、
釜
呂
及
磐
石
草
木
嚇
威
能
強
暴
、

鹿
追
巳
擢
伏
、
莫
レ
不
二
和
順
↓
」
と
記
し
「
今
理
品
此
国
嚇
唯
吾
一
身
而
己
、
」

と
述
べ
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
葦
原
中
国
の
荒
ぶ
る
神
々
を
平
定
統
治
し

た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
に
は
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
が
必
要

で
あ
っ
た
の
で
、
祝
詞
も
神
話
も
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
神
話

は
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
第
一
次
の
平
定
者
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
降
臨
に
は
オ

ホ
ナ
ム
チ
の
服
従
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
の

は
、
背
後
に
政
治
的
勢
力
を
匂
わ
せ
て
い
る
神
々
で
は
な
く
、
純
粋
に
宗
教

的
性
格
の
も
の
と
し
て
の
神
々
で
あ
る
。
こ
れ
が
重
要
な
点
で
あ
る
。

　
国
ゆ
ず
り
神
話
を
政
治
史
の
反
映
と
見
る
説
を
屠
標
と
し
て
考
察
を
進
め

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
神
話
に
は
そ
れ
に
関
連
し
て
鋼
に
、
そ
の
中
に

幽
雲
の
伝
承
を
見
、
そ
の
国
土
性
を
重
視
す
る
と
い
う
伝
統
が
根
強
い
。
た

と
え
ば
一
二
品
彰
英
氏
は
、
「
（
出
雲
神
話
が
）
出
雲
社
会
に
伝
承
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
今
日
ま
で
色
々
の
角
度
か
ら
論
証
さ
れ
、
学
界
の
定
説
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

常
識
と
も
な
っ
て
い
る
。
」
と
し
、
上
田
正
昭
氏
は
、
　
「
国
ゆ
ず
り
神
話
は

…
…
出
雲
に
現
に
あ
る
土
地
と
結
び
つ
い
て
展
開
さ
れ
、
国
土
性
を
お
び
た

神
話
と
し
て
結
実
す
る
。
大
和
と
出
雲
の
あ
い
だ
に
ひ
そ
む
な
が
い
歴
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

蟻
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
見
解
を

縮
判
事
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
国
ゆ
ず
り
神
話
に
お
い
て
、
そ
の
中
に
お
け
る
国
土
性
を
ど
の
程
度
に
重

視
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
神
話
全
体
の
構
造
か
ら
国
ゆ
ず
り
神
話
の
位
覆
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天つ神と国つ神（広畑）

を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
天
つ
神
と
国
つ
神
の
設
定

は
、
議
本
神
話
を
貫
く
基
本
構
想
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
つ
神
の
国

つ
神
支
配
は
、
神
話
に
初
め
か
ら
内
在
し
た
構
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
特
定
地
域
に
偶
然
に
存
在
し
た
伝
承
を
媒
介
と
し
て
蒲
芽
す
る
と
い

う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
神
話
の
内
部
に
本
来
存
在
し
て
い
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
成
因
は
、
国
ゆ
ず
り
神

話
の
一
局
部
に
向
っ
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
天
つ
神
と
国
つ
神
の

構
想
の
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
根
本
の
と
こ
ろ
に
向
っ
て
、
求
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
ゆ
ず
り
神
話
に
出
雲
が
出
て
く
る
か
ら
に
は
、
神

話
が
出
雲
の
国
土
性
を
帯
び
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
重
視
す
る
説

の
多
い
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
を
国
ゆ
ず
り
神
話
の
第
一

次
的
成
因
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
本
末
を
顛
倒
し
た
も
の
と
の
感
が
深
い
。

『
風
土
記
』
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
「
所
造
天
下
大
神
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
考
え
る
と
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
土
平
定
の
説
話
は
出
雲
の
も
の
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
大
筋
か
ら
雷
っ
て
、
出
雲
の
伝
承
は
そ
こ
ま
で
で
、

そ
れ
以
後
の
段
階
は
、
大
和
朝
廷
側
の
案
出
し
た
、
天
つ
神
と
国
つ
神
の
構

想
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

国
ゆ
ず
り
神
話
本
来
の
趣
旨
は
、
地
盛
全
体
の
服
従
を
語
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
話
を
現
在
あ
る
ご
と
き
形
に
お
い
て

考
察
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
本
来
の
趣
旨
に
添
っ
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
葦
原
中
国
の
神
々
の
服
従
を
説
く
目
的
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
皇
室
神
話
体
系
中
の
こ
の
神

話
を
研
究
す
る
、
一
つ
の
大
眼
目
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
神
話

の
そ
の
呂
的
や
意
図
は
、
神
話
が
こ
の
国
の
現
実
と
か
か
わ
り
を
持
つ
部
分

に
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
々
の
祭
祀
の
問
題
で
あ
る
。
降

服
し
た
神
々
の
祭
祀
に
関
す
る
記
述
こ
そ
、
神
話
と
現
実
と
の
接
点
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
降
服
し
た
神
々
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
説
開
は
、
　
『
書
紀
』
で

は
第
二
の
一
書
だ
け
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
書
に
お
い
て
タ
カ
、
ミ
ム

ス
ビ
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
対
し
て
天
日
三
宮
を
造
っ
て
こ
れ
を
祭
る
こ
と
を

約
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
汝
の
祭
祀
を
主
ら
む
は
天
穂
臼
命
、
是
な
り
。
」

と
し
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
を
司
ど
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
と
は
、
さ
き
に

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
天
上
に
お
け
る
ウ
ケ
ヒ
（
誓
約
）
に
よ
っ
て

生
じ
た
神
で
、
　
『
書
紀
』
本
文
や
第
三
の
一
書
や
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
身
に
つ
け
て
い
た
珠
か
ら
生
じ
た
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子

と
さ
れ
、
あ
る
い
は
子
と
し
て
天
原
を
治
め
さ
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
神
で
あ

る
。
そ
の
神
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
を
司
ど
る
と
さ
れ
て
い
る
。
降
服
し
た

国
つ
神
は
天
神
の
祭
祀
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
ゆ
ず
り
神
話
は
、
古
来
国
つ
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
来
た
国
土
が
、
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新
し
く
天
つ
神
の
支
配
下
に
入
っ
た
こ
と
の
由
来
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

天
つ
神
と
は
神
話
に
よ
っ
て
天
皇
の
祖
神
と
さ
れ
た
神
々
の
一
団
で
あ
っ
た
。

ま
た
幾
つ
神
と
は
古
来
の
豪
族
や
地
域
集
団
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
支
持
さ
れ

て
来
た
神
々
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
撃
つ
神
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
率
い
ら
れ
て
天

つ
神
に
降
服
し
た
と
い
う
物
語
は
、
重
大
な
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
語
ら
れ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
国
つ
神
に
つ
い
て
信
ぜ
ら

れ
た
絶
大
な
威
力
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
『
古
老
記
』
崇
神
朝
の
記

墓
に
は
、
「
此
天
皇
之
御
世
、
立
偏
多
起
、
人
民
為
レ
尽
」
と
疫
病
に
よ
る
人

民
絶
滅
の
危
機
を
述
べ
、
そ
し
て
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
神
の
告
げ
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
こ
の
神
の
崇
り
で
あ
る
と
知
ら
れ
た
の
で
、
三
輪
氏
の
祖
業
ホ
タ
タ

ネ
コ
に
祭
ら
せ
、
最
悪
の
事
態
を
ま
ぬ
が
れ
え
た
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
垂
遺
嘱
の
記
事
に
は
、
皇
子
ホ
ム
チ
ワ
ケ
王
が
出
雲
大
神
の
崇
り
の
た

め
唖
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
神
の
心
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
治
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
仲
哀
天
皇
は
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
神
功
皇
盾
は
そ
れ

ら
伊
勢
・
住
吉
等
の
神
を
祭
っ
て
そ
の
教
え
に
よ
り
、
新
羅
を
討
つ
こ
と
に

成
功
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
治
・
外
征
こ
と
ご
と
く
神
の

助
け
を
受
け
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
と
さ
れ
た
世
の
中
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
ら
の
神
は
国
つ
神
で
あ
っ
て
、
神
代
の
物
語
が
作
ら
れ
る
ま
で
は
、
タ

カ
マ
ノ
ハ
ラ
の
神
は
ま
だ
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
『
万
葉
集
隠
巻
一

に
は
、

　
　
さ
さ
な
み
の
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
び
て
荒
れ
た
る
京
見
れ
ば
悲
し
も
（
三
三
）

と
あ
り
、
国
土
の
興
廃
に
も
、
人
力
を
も
っ
て
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
神

の
力
が
働
く
と
考
え
ら
れ
た
。
人
事
に
対
し
て
も
自
然
に
対
し
て
も
、
国
つ

神
の
力
は
絶
対
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
神
々
が
氏
族
や
地
域
集
団
に
よ
っ
て

祭
ら
れ
る
こ
と
を
大
き
な
支
障
と
感
じ
た
も
の
は
、
強
力
な
国
家
体
制
の
実

現
を
昌
ざ
す
勢
力
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
つ
神
服
従
の
神
話

を
最
も
欲
し
た
も
の
も
彼
ら
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
国
土
の
支
配
権
を
ゆ
ず
っ
た
国
つ
神
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
処
遇
に
つ
い
て

『
下
路
』
第
二
の
一
書
は
、

　
　
時
高
皇
産
霊
尊
、
勅
二
大
物
主
神
触
汝
若
盛
二
国
神
一
為
レ
妻
、
吾
寒
土
三
汝
有
二
感
心
嚇

　
故
今
以
二
狂
女
三
穂
津
姫
↓
配
レ
汝
為
レ
妻
、
宜
領
二
八
十
万
神
↓
永
為
一
湘
皇
孫
一
奉
レ
護
、

　
乃
使
二
還
降
一
之
、
即
以
二
紀
園
忌
部
遠
祖
手
掌
帆
負
神
圃
定
為
二
字
目
者
嚇
彦
高
知
神

　
為
二
作
盾
者
嚇
天
目
一
箇
神
為
二
作
金
者
｛
天
罠
鷲
神
為
二
作
木
綿
者
桝
櫛
明
玉
神
為

　
二
作
玉
者
納
乃
使
二
太
玉
命
桝
以
弱
隅
被
二
太
手
工
↓
而
代
二
御
手
↓
以
三
二
此
神
一
者
、

　
始
起
二
於
此
一
夷
、
且
天
蓋
屋
命
、
ま
湘
神
事
一
之
宗
源
者
也
、
故
碑
下
等
二
太
占
之
ト
審
叫

　
面
心
参
仕
焉
、

と
述
べ
て
い
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
女
を
婆
っ
て
そ
の
姻
戚
と
な
り
、
朝
廷

の
祭
祀
官
の
祖
神
た
ち
の
祭
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
、

同
時
に
「
八
十
万
神
を
ひ
き
み
て
永
に
皇
孫
の
為
に
護
り
奉
れ
」
と
の
命
を

受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
に
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
上
だ
け
を
語
っ
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
全
国
の
国
つ
神
の
上
に
類
似
の
運
命
が
待
っ
て
い
る
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天つ神と国つ神（広畑）

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
天
神
地
祇
の
関
係
を
語
り

広
め
る
こ
と
が
、
天
皇
統
治
の
時
代
に
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
え

ば
、
全
国
の
神
々
が
天
孫
の
支
配
下
に
入
っ
て
そ
の
祭
り
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
と
語
る
こ
と
は
、
そ
の
祭
り
が
芙
孫
の
子
孫
な
る
天
皇
に
引
き
継
が

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
全
国
地
祇
の
祭
祀
権
が
天
皇
に

あ
る
こ
と
の
、
娩
曲
な
宣
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
光
貞
庚
は
初
め
に

述
べ
た
よ
う
に
、
国
ゆ
ず
り
神
話
を
、
出
雲
国
造
興
亡
の
歴
史
を
反
映
し
た

も
の
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
を
、
大
和
朝
廷
の
祭
祀
権
収
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
物
語
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
後
者
の
観
点
こ
そ
、
こ
の
神
話
の
真
意

に
迫
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
荒
ぶ
る
神
も
適
正
な
祭
り
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
崇
り
を
止
め
、

か
え
っ
て
守
護
の
神
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
　
『
記
紀
』
の
崇
神
言
か
ら
仲

哀
・
神
功
の
間
に
お
け
る
記
事
に
示
さ
れ
て
い
た
。
朝
廷
の
祭
り
を
受
け
る

こ
と
は
、
こ
れ
を
守
護
す
る
神
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
出
雲
国
造
神
賀
詞
で

は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
ノ
神
が
、
自
己
の
分
霊
を
大
愚
大
三
輪
の
神
と
し
、
ま
た

子
神
た
る
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
ノ
命
・
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
命
・
カ
ヤ
ナ
ル

ミ
ノ
命
を
、
そ
れ
ぞ
れ
蔦
城
・
雲
梯
・
飛
鳥
に
配
置
し
て
、
　
「
皇
孫
の
命
の

近
き
守
神
」
と
し
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
話
の
精
神
を
伝
え

　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
崇
神
か
ら
仲
哀
・
神
功
に
至
る
記
事
の
背
後
に
は
、

神
々
の
猛
威
に
つ
い
て
の
畏
れ
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
神
話
に
は
そ

の
解
決
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
国
ゆ
ず
り
神
話
の
意
義
を
、
そ
の
成
立
の
時
代
に
即
し
て
考
え
よ
う
と
す

る
に
は
、
そ
の
時
代
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
国
ゆ
ず
り
が
全
国
の
神

々
の
祭
祀
権
を
朝
廷
の
手
に
収
め
る
た
め
の
神
話
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
成
立
は
、
全
国
の
神
々
の
祭
祀
権
が
朝
廷
に
帰
す
る
に
至
っ
た
実
際
の
時

代
と
大
体
に
お
い
て
♂
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
大
化
前
代
に
は
一
般
に
中
央
の
各
氏
族
は
氏
の
長
が
一
族
を
率
い
て
神
を

祭
り
、
地
方
に
お
い
て
は
国
造
が
政
治
の
権
と
と
も
に
祭
紀
の
権
を
持
っ
て

神
を
祭
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
形
は
大
化
改
新
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
。

大
化
改
新
の
基
本
政
策
の
一
つ
は
公
地
公
民
で
、
そ
れ
は
従
来
貴
族
・
豪
族

の
私
有
し
て
い
た
全
国
の
土
地
人
民
を
、
国
家
の
直
接
の
管
理
に
移
す
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
祭
祀
権
の
帰
属
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
か
考
え
て
み
た
い
。

　
大
化
前
代
の
人
民
は
、
彼
等
を
支
配
す
る
貴
族
豪
族
の
祭
る
神
に
よ
っ
て

庇
護
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
は
そ
う
銘
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
神
を
祭
る
こ
と
は
人
民
を
治
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
改
新
後
人
民

が
国
家
の
管
理
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
、
人
民
の
信
仰
し
て
い
た
神
々
の
祭
祀

を
、
国
家
の
手
に
移
す
べ
き
条
件
を
生
じ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
神
々
の
祭

祀
権
は
、
そ
の
地
域
を
現
実
に
支
配
し
て
い
る
政
権
に
帰
す
る
場
合
が
多
い
。

改
新
後
は
貴
族
豪
族
そ
の
も
の
も
、
次
第
に
国
家
の
官
人
機
影
の
中
に
組
み
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こ
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
等
の
手
に
あ
っ
た
祭
祀
権
が
、
終
局
的
に
は

国
家
の
手
に
帰
す
る
と
い
う
条
件
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
公
地
公
民
制
や
、
律
令
国
家
の
宮
人
機
構
の
整
備
に
助
け
ら
れ
て
、

全
国
の
神
々
の
祭
祀
権
収
奪
は
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
貴
族
豪

族
が
土
地
人
民
を
領
有
し
て
い
た
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
祭
麗
権
を
取
上
げ

よ
う
と
し
た
な
ら
、
彼
等
の
一
斉
反
繋
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
の
歴
史
が
残
っ
て
い
な
い
の
は
、
土
地
人
昆
を
取

上
げ
た
後
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
わ
が
国
で
土
地
人
斑
の
国
家
管
理
と
い
う
方
式
が
歴
史
に
登
場
す
る
の
は

大
化
改
漸
以
後
で
あ
る
。
そ
の
土
地
人
昆
を
管
理
す
る
基
本
と
な
る
の
は
戸

籍
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際
に
作
ら
れ
た
の
は
、
天
智
九
年
の
庚
午
年
籍
で

あ
っ
た
。
井
上
光
貞
氏
は
、
こ
の
戸
籍
が
全
国
的
規
模
で
徹
底
し
て
行
な
わ

れ
て
い
る
と
い
う
史
実
に
基
づ
い
て
、
こ
の
時
期
に
は
律
令
地
方
政
治
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
り
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
土
地
人
民
の

国
家
管
理
は
、
具
体
的
に
は
戸
籍
や
地
方
政
治
体
制
の
整
備
に
よ
っ
て
実
現

し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
に
当
る
と
思
わ
れ
る
天
智
の
末
年
は
、

祭
祀
権
の
収
奪
に
つ
い
て
考
え
る
場
舎
に
も
、
注
目
す
べ
き
濁
点
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

三

　
次
に
国
ゆ
ず
り
神
話
と
そ
の
前
後
に
置
か
れ
た
天
岩
戸
・
天
孫
降
臨
の
二

つ
の
神
話
と
の
関
連
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
こ
の
神
話
の
意
義
や
成
立
時
代
を

考
え
て
み
た
い
。
天
岩
戸
神
話
と
天
孫
降
臨
神
話
と
は
、
も
と
一
連
の
神
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

だ
っ
た
こ
と
が
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
論
拠

と
し
て
は
、
両
神
話
に
出
て
く
る
神
名
の
一
致
や
神
器
の
照
芯
が
考
え
ら
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
説
に
お
い
て
は
、
国
ゆ
ず
り
は
、
そ

の
前
後
の
神
話
と
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
ぬ
も
の
と
見
ら
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ

⑮た
。
け
れ
ど
も
、
国
ゆ
ず
り
と
天
孫
降
臨
は
、
前
者
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
後
者
が
実
現
す
る
と
い
う
因
果
関
係
に
あ
る
こ
と
、
さ
き
に
見
た
通

り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
ゆ
ず
り
神
話
が
国
つ
神
に
対
す
る
朝
廷
の
祭
麗

権
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
新
し
い
解
釈
に
立
つ
と
、

こ
の
神
話
と
そ
の
前
後
に
あ
る
天
岩
戸
や
天
孫
降
臨
と
の
関
連
が
明
ら
か
に

な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
考
察
を
展
開
し
て
み
た
い
。

　
天
岩
戸
神
話
は
、
『
書
紀
』
本
文
や
第
二
の
一
書
お
よ
び
『
古
事
記
』
で

は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
行
な
う
新
嘗
あ
る
い
は
大
嘗
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
稼

し
た
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ス
サ
ノ
ヲ
は
高
天
原
か
ら
追

放
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
犯
し
た
と
さ
れ
る
罪
と
大
祓
の
祝
詞

に
お
け
る
天
つ
罪
と
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

話
は
大
祓
の
詞
の
起
原
神
話
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
岩
戸
に
こ
も
っ
た
後
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
が
『
書
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天つ神と国っ神（広畑）

紀
』
本
文
や
『
古
事
記
』
に
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
『
古
語
拾
遺
』

に
「
凡
鎮
魂
之
儀
者
、
天
釦
女
命
之
遺
跡
也
」
と
あ
り
、
『
新
撰
亀
掘
記
』

や
『
釈
日
本
紀
述
義
』
に
も
同
じ
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
今
で
は
多
く

の
人
が
そ
れ
ら
の
説
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
鎮
魂
祭
の
説
明
の
た
め
の
神
話
と

解
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
後
に
述
べ
る
よ
う
に
天
孫
降
臨
神
話
は
大
嘗
の
反
映
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

で
、
そ
れ
と
一
連
の
神
話
と
さ
れ
る
天
岩
戸
に
新
嘗
と
あ
る
の
は
、
実
は
大

嘗
で
あ
ろ
う
。
　
『
古
事
記
』
に
は
大
嘗
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
天

岩
戸
神
話
に
は
上
に
見
た
よ
う
に
大
嘗
・
大
祓
・
鎮
魂
の
三
つ
の
祭
祀
の
反

映
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
り
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
み

る
と
、
大
嘗
祭
は
十
一
月
の
中
の
卯
の
日
に
行
な
わ
れ
、
鎮
魂
祭
は
そ
の
前

日
に
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
古
く
は
こ
の
二
つ
の
祭
祀
は
一
連
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑰

つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
嘗
祭
の
行
な
わ
れ
る
年
に
は
、
そ
の
た
め
八

月
に
諸
国
に
大
祓
使
が
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
大
祭
嘗
と
大
祓

は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
天
岩
戸
神
謡
は
、
大
嘗

祭
お
よ
び
そ
の
闘
連
祭
祀
を
反
映
し
て
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た

天
岩
戸
神
話
に
お
け
る
中
臣
の
祖
の
太
祝
詞
奏
上
や
、
忌
部
の
祖
の
奉
幣
に

応
ず
る
形
が
、
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
松
前
健
茂
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
の
神
嘗
祭
は
宮
廷
の
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
と
そ

の
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
神
暴
発
も
大
嘗
祭
関
連

の
祭
祀
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
映
も
天
岩
戸
神
話
に
あ
る
わ
け
で

あ
る
。

　
天
岩
戸
の
物
語
展
開
の
順
序
と
、
反
映
祭
祀
の
暦
目
上
の
順
序
と
を
比
較

し
て
、
こ
の
神
話
と
祭
祀
と
の
関
係
を
確
め
て
み
た
い
。
物
語
で
は
ま
ず
、

大
嘗
を
薇
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

追
放
は
大
嘗
の
大
祓
に
照
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
祓

の
初
め
の
月
は
八
月
で
あ
る
。
次
に
岩
戸
の
前
の
中
臣
・
忌
部
の
役
割
に
伊

勢
の
神
嘗
祭
が
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
神
嘗
祭
は
九
月

で
あ
る
。
次
に
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
話
は
鎮
魂
祭
の
反
映
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ

た
が
、
鎮
魂
祭
は
十
一
月
で
大
嘗
祭
の
前
日
に
行
な
わ
れ
る
。
か
く
て
神
話

展
開
の
順
序
は
、
関
連
祭
祀
の
暦
日
上
の
順
序
と
ま
さ
に
一
致
す
る
の
で
あ

る
。
天
岩
戸
の
発
端
の
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
あ
る
い
は
そ
の
侍
女
の

神
衣
織
る
場
を
落
す
物
語
も
、
伊
勢
の
神
子
祭
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
神
衣
祭
は
天
皇
が
伊
勢
神
宮
に
黒
表
を
献
ず
る
神
事
で
あ
っ
て
、

『
令
』
に
孟
夏
お
よ
び
季
秋
の
祭
り
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
神
嘗
祭
と
の
関

係
を
見
て
み
る
と
、
神
嘗
祭
は
季
秋
神
衣
祭
に
つ
づ
く
祭
で
、
　
「
上
衣
祭
日

使
、
即
祭
之
」
　
（
神
祇
令
）
と
さ
れ
、
神
里
祭
に
派
遣
さ
れ
た
使
が
神
嘗
祭

を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
一
連
の
祭
薦
で
あ
る
。

神
嘗
祭
の
反
映
が
見
ら
れ
る
天
岩
戸
神
話
に
は
、
神
杉
祭
の
反
映
も
あ
っ
て

よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
夏
の
祭
が
反
映
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
神
話
の
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進
行
は
こ
の
場
合
も
祭
祀
の
順
序
と
一
致
す
る
。

　
古
代
の
祭
祀
の
期
日
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年

十
一
月
の
条
に
は
、
　
「
癸
亥
、
遣
昌
使
諸
員
一
大
祓
、
戒
告
大
嘗
」
と
あ
る
。

十
一
月
七
藏
に
大
嘗
の
大
祓
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
後
世
の
八
月
諸
国
大
祓

と
は
か
な
り
違
う
。
神
話
が
作
ら
れ
た
頃
の
祭
祀
期
臼
は
、
後
世
の
よ
う
に

整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、

た
と
え
ば
鎮
魂
祭
の
文
献
上
の
初
見
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ

れ
は
『
書
紀
』
天
武
十
四
年
牽
一
月
丙
寅
（
二
十
四
日
）
の
招
魂
の
記
事
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
大
祓
・
鎮
魂
・
大
嘗
と
い
う
順

序
は
、
初
期
の
文
献
か
ら
考
え
て
も
、
祭
祀
内
容
か
ら
判
断
し
て
も
、
天
岩

戸
神
話
に
見
ら
れ
る
順
序
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
物
語
に
大
嘗
祭
が
関
連
し
て
き
た
わ
け
を
考
え
て
み
る
と
、

大
嘗
は
天
皇
が
祖
霊
と
合
一
す
る
た
め
の
祭
祀
で
あ
り
、
神
話
の
塁
祖
は
ア

マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
で
あ
る
か
ら
、
皇
祖
の
中
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
関

し
て
、
大
嘗
お
よ
び
そ
の
関
漣
祭
祀
の
由
来
を
語
る
筋
が
考
え
出
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
洞
窟
や
籍
の
中
に
か
く
れ
た
太
陽
に
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
見
せ

て
、
こ
れ
を
お
び
き
出
す
と
い
う
説
話
は
、
太
平
洋
を
は
さ
ん
で
広
く
分
布

し
て
い
る
と
さ
れ
、
中
国
南
部
や
南
ア
ジ
ア
の
そ
れ
が
特
に
日
本
の
神
話
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

類
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
元
来
そ
の
よ
う
な
民
間
説
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、

日
本
皇
室
の
神
話
に
転
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
に
至
っ
た
の

は
、
皇
室
の
祖
神
が
日
神
と
さ
れ
、
太
陽
に
関
す
る
説
話
が
皇
祖
神
々
話
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
や
、
隠
れ
た
太
陽
を
呼
び
出
す
と
い
う
筋

が
、
大
嘗
に
お
い
て
新
帝
が
日
神
の
神
霊
を
継
ぐ
と
い
う
趣
旨
に
合
す
る
等

の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
天
岩
戸
神
話
が
大
嘗
祭
関
連
祭
祀
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
天
孫
降
臨
神
話
も
大
嘗
祭
を
反
映
し
た
も
の
と
、
古

く
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
。
平
安
勝
代
の
『
新
撰
亀
相
記
』
な
ど
に
す
で
に

そ
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
後
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
神
話
に
お
け
る
斎
庭

の
穂
の
伝
授
・
真
床
追
裳
・
神
器
・
随
従
神
・
卜
定
田
等
に
関
す
る
記
述
が
、

大
嘗
祭
儀
の
反
映
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
神
謡
は
大
嘗
祭
の
縁
起
課
と
し
て

見
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
神
燈
に
お
け
る
最
も
重
要
な
主

張
は
、
皇
祖
神
の
血
統
が
一
＝
｝
ギ
ノ
尊
を
経
て
日
本
天
皇
に
継
承
さ
れ
る
と

い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
照
応
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
指

摘
し
た
人
が
無
い
が
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
部
分
的
な
祭
儀
の
多
く
が
神
話
に

反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
お
け
る
「
致
が
信
じ
ら
れ

て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
神
話
と
大
嘗
祭
は
、
上
述
の
最
も
重

要
な
点
に
お
い
て
、
必
ず
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
天
岩
戸
神
話
も
天
孫
降
臨
…
神
話
も
大
嘗
～
祭
を
反
映
し
た
神
話
で
あ
る
と
す

る
と
、
大
嘗
祭
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
点
が
、
両
神
誰
連
結
の
基
本
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
国
ゆ
ず
り
神
話
も
同
じ
共
通
の
連
結
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点
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
、
検
討
の
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
、
こ
の
神
話
が
天
岩
戸
と
天
孫
降
臨
と
い
う
大
嘗
祭
関
連
神
話
に

は
さ
ま
れ
て
置
か
れ
て
い
る
理
由
も
、
閣
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
る
に
つ
い
て
は
全
国
の

天
神
地
紙
が
祭
ら
れ
る
。
　
『
神
舐
令
』
に
は

　
　
凡
天
皇
即
位
、
総
祭
酒
天
神
地
竜
↓

と
あ
り
、
　
『
延
喜
式
』
の
神
祇
七
、
践
酢
大
嘗
祭
の
条
に
は
、
　
「
凡
大
祓
使

者
、
八
月
上
旬
卜
定
差
遣
、
左
右
京
一
人
、
五
畿
内
｝
人
、
七
道
各
一
人
、

下
旬
更
云
々
」
と
あ
る
の
に
つ
づ
い
て
、

　
　
凡
大
祓
使
発
詑
、
即
差
下
下
供
二
幣
吊
於
天
神
地
祇
一
二
上
、

と
あ
る
。
そ
の
天
神
地
祇
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
神
祇
九
、
神
名
上
に

　
　
天
神
地
紙
惣
三
千
一
百
量
二
座

と
あ
る
。
そ
し
て
『
三
代
実
録
』
に
は
、

　
　
元
慶
元
年
九
月
癸
亥
、
治
山
嚢
中
臣
・
斎
部
両
氏
人
於
五
畿
七
道
諸
国
↓
斑
二
幣
境

　
内
天
神
地
舐
三
千
一
冨
三
十
二
神
哨
縁
ソ
供
二
奉
大
嘗
会
一
也
、

と
あ
る
。
元
慶
の
大
嘗
祭
に
は
、
　
『
延
喜
式
』
の
記
す
全
国
三
千
一
百
三
十

二
座
と
同
じ
数
の
神
が
、
す
べ
て
祭
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
践
詐
大

嘗
祭
に
全
国
の
神
舐
を
祭
る
と
い
う
古
来
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、

大
嘗
祭
に
全
国
の
神
々
が
祭
ら
れ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
証
拠
と
思
わ
れ
る
。

大
嘗
祭
に
全
国
の
神
々
が
祭
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
由
来
を
述
べ
る

神
話
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
国
ゆ
ず
り
神
話
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
国
ゆ
ず
り
神
話
が
大
嘗
祭
関
連
神
話
の
間
に
は
さ

ま
れ
て
い
る
理
由
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
全
国
の
転
転
を
祭
祀
す
る
と

い
う
体
制
が
考
え
出
さ
れ
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
る
う
ち
で
、
最
高
の
祭
祀
た

る
大
嘗
祭
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
は
、
中
で
も
最
も
顕
著
な
も
の
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
全
蟹
の
神
々
を
管
掌
す
る
に
至
っ
た
由
来
を
述
べ
た
神
話
を
、
大
嘗

祭
関
連
神
話
の
中
に
お
く
理
由
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
有
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
　
『
記
紀
』
の
神
話
が
体
系
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
前
提
に

立
つ
な
ら
ば
、
体
系
構
成
者
が
そ
の
構
成
に
当
っ
て
、
前
後
の
綿
密
な
連
繋

を
意
図
し
た
こ
と
は
、
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
か

ら
叙
上
の
考
察
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　
さ
き
に
、
全
蟹
の
国
つ
神
の
祭
千
古
を
朝
廷
に
収
め
た
時
期
が
、
国
ゆ
ず

り
神
話
の
成
立
蒔
代
に
当
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
国
ゆ
ず
り

神
話
と
天
岩
戸
神
話
や
天
孫
降
臨
神
話
が
内
的
関
連
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
神
話
形
成
の
根
底
に
在
っ
た
諸
祭
事
の
成
立

時
代
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
国
ゆ
ず
り
神
話
の
成
立
期
を
閉
ら
か
に
す
る

道
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
神
話
成

立
の
基
礎
に
あ
る
大
嘗
祭
の
成
立
時
代
を
考
え
、
ま
た
天
岩
戸
に
反
映
の
見
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ら
れ
る
大
嘗
関
連
諸
祭
祀
の
成
立
蒋
代
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
逆
に
国
ゆ
ず
り

神
話
の
成
立
時
代
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
つ
い
で
に
、
　
『
書
紀
』
国
ゆ

ず
り
第
二
の
一
書
の
内
容
か
ら
す
る
、
そ
の
成
立
碍
代
の
考
察
を
も
、
そ
の

後
に
加
え
て
お
き
た
い
。
神
祇
祭
祀
体
制
確
立
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
そ
の

後
で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
考
察
の
中
か
ら
、
天
つ
神
・
国
つ

神
の
体
系
が
形
成
さ
れ
る
時
代
的
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
大
嘗
祭
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
神
話
に
反
映
し
た
大
嘗
の
成
立
時

代
を
考
え
る
に
は
、
神
話
に
反
映
し
た
大
嘗
の
性
格
や
規
模
を
知
っ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
神
話
の
大
嘗
祭
は
、
そ
の
反
映
が
天
岩
戸
か
ら
天
孫

降
臨
に
ま
で
わ
た
る
、
長
い
物
語
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
象
微
さ
れ
る
よ
う

に
、
き
わ
め
て
大
規
模
な
大
鞍
祭
で
あ
る
。
大
嘗
を
犯
す
こ
と
が
タ
カ
マ
ノ

ハ
ラ
か
ら
葦
原
中
国
全
土
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
暗
澹
た
る
状
態
に
陥
れ

る
と
い
う
、
ま
た
、
堂
島
中
国
全
土
の
神
々
の
服
従
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
と
い
う
、
国
家
的
規
模
を
思
わ
せ
る
大
祭
祀
で
あ
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
華
麗
が
現
実
に
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

　
大
嘗
祭
が
大
規
模
な
形
態
を
も
つ
祭
縄
に
な
っ
た
時
代
を
考
え
て
み
る
と
、

『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
「
仁
和
書
日
、
国
家
大
嘗
会
、
起
レ
瑠
呂
天
武
天
皇
御

　
　
　
　
　
　
　
⑳

代
一
云
々
」
と
あ
り
、
横
田
健
一
氏
な
ど
も
、
天
皇
の
威
儀
を
張
る
『
延
喜

式
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
の
大
嘗
祭
は
、
天
前
朝
あ
た
り
か
ら
後
で
は
な

　
　
　
　
　
　
⑳

い
か
と
し
て
い
る
。
『
書
紀
』
の
皇
極
天
皇
発
年
十
一
月
紙
製
の
条
に
、
「
天

皇
御
山
新
嘗
嚇
忌
日
、
皇
子
・
大
臣
各
鐵
新
嘗
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時

代
の
即
位
新
嘗
が
、
天
皇
も
皇
子
も
大
臣
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
こ
れ
を
行

な
う
と
い
う
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
大
規
模
な

国
家
大
嘗
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
後
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
国
家
的
規
模
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
清
朝
は
、

そ
の
始
期
に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
話
は
、
そ
の
よ
う
な

規
模
の
大
嘗
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
か
、
早
く
と
も
、
そ
の
構
想

の
で
き
た
時
代
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
天
岩
戸
に
見
ら
れ
る
祭
祀
の
多
く
が
、
文
献
上
に
初
め
て
見
ら
れ
る
の
も

天
通
雨
で
あ
る
。
そ
の
五
年
八
月
の
詔
に
、
　
「
四
方
為
昌
大
解
除
外
用
樋
門

国
別
国
造
輸
、
祓
柱
、
馬
一
匹
・
布
一
議
、
以
外
郡
司
、
各
刀
一
口
．
鹿
皮

一
張
・
鑓
一
口
・
順
子
一
口
・
鎌
一
口
・
矢
一
具
・
稲
一
束
、
且
毎
レ
戸
、

麻
一
条
」
と
あ
る
。
四
方
の
大
解
除
と
は
つ
ま
り
大
祓
で
、
そ
れ
が
行
な
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
天
武
朝
に
は
こ
の
ほ
か
七
年
正
月
・
十
年
七
月
．
朱
鳥
元

年
七
月
等
に
大
祓
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
天
武
以
前
の
人
皇
の
世
に
は
、

『
古
事
記
』
神
滋
藤
索
条
に
大
祓
の
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
他
に
は
見
ら
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
大
祓
と
い
う
国
家
約
儀
式

が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天
武
の
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
天
底
心
の
大
祓
が
そ
の
年
の
新
嘗
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
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か
明
瞭
で
な
い
が
、
五
年
八
月
の
大
祓
は
後
世
の
大
嘗
祭
の
年
の
諸
国
大
祓

と
同
じ
月
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
九
月
に
は
童
戯
の
た
め
の
ユ
キ
・
ス

キ
の
国
郡
卜
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
十
月
に
は
相
新
嘗
の
た
め
諸
神
祇
に

三
頭
が
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
行
事
は
、
後
世
の
大
嘗
祭
の
年
に
行

な
わ
れ
る
そ
れ
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
相
新
嘗
と
は
相
嘗
祭
の
こ
と
と

さ
れ
る
の
で
、
新
嘗
の
た
め
畿
内
の
有
力
な
神
々
に
幣
鼠
…
を
供
す
る
こ
と
が
、

こ
の
年
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
国
郡
卜
定
と
い
い
相
馬
警
と
い
い
、

こ
の
年
の
新
羅
祭
が
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
聞
違
い
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
年
の
大
祓
も
、
そ
の
大
規
模
な
新
嘗
の
た
め
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
確
証
と
す
る
も
の
が

見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
考
え
を
ま
つ
こ
と
に
し
た
い
。

畿
内
へ
幣
畠
を
供
す
る
根
新
嘗
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

皇
室
に
と
っ
て
さ
ら
に
近
い
関
係
に
あ
る
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
は
、
そ
れ
以

前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
天
武
の
十
四
年
十
一
月
に
は
「
丙
寅
、
法
蔵
法
師
・
金
鍾
、
亡
師
白
乖
煎
↓

嘉
日
、
為
昌
天
皇
一
招
魂
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
忌
日
本
紀
』
に
、

「
兼
方
案
之
、
十
一
月
寅
空
也
、
今
鎮
魂
祭
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は

鎮
魂
祭
記
事
の
初
見
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
嘗
祭
に
先
だ
っ
て
鎮
魂
祭

の
行
な
わ
れ
る
例
が
こ
こ
に
開
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
に
見
て
き
た
よ

う
に
、
天
岩
戸
に
反
映
し
た
祭
祀
は
、
ほ
と
ん
ど
天
武
朝
に
初
め
て
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
新
嘗
祭
に
結
合
し
て
行
な
わ
れ
る
例

も
、
天
武
朝
に
開
け
た
形
跡
が
か
な
り
強
い
の
で
あ
る
。

　
天
武
朝
北
冤
の
祭
祀
記
事
に
つ
い
て
は
、
天
翁
面
に
で
き
た
近
江
令
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
が
、
天
武
朝
に
至
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
す
る
見
方
も
あ
る
の
で
、
そ

の
点
を
考
慮
し
、
や
や
帳
広
く
考
え
、
そ
れ
ら
の
祭
祀
の
多
く
を
反
映
し
た

天
岩
戸
神
話
の
成
立
を
、
上
述
資
料
の
範
囲
内
で
は
、
近
江
令
の
作
ら
れ
て

い
く
段
階
か
ら
、
そ
れ
ら
の
祭
麗
が
実
施
さ
れ
て
い
く
間
の
時
期
に
求
め
て

お
く
の
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
大
体
天
智
朝
か
ら
天
武
・
持
統
朝

に
か
け
て
の
時
代
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
谷
栄
一
氏
が
『
天
武
紀
隠

集
鳥
元
年
正
月
十
八
罠
の
「
御
窟
院
」
の
記
裏
に
よ
っ
て
、
天
岩
戸
神
話
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

完
成
期
を
天
心
室
に
求
め
た
の
と
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る
。

　
次
に
国
ゆ
ず
り
の
第
二
の
一
書
の
内
容
か
ら
す
る
そ
の
成
立
時
代
の
考
察

を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
さ
き
に
、
こ
の
一
書
の
「
吾
所
治
顕
露
事
、
皇

孫
当
レ
治
、
吾
将
退
治
昌
幽
黒
畢
一
」
と
い
う
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
語
は
、
神
の
世
界

の
物
語
に
た
ま
た
ま
人
間
界
の
背
景
が
混
入
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
見
解
を
述
べ
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
政
治
か
ら
身
を
退

い
て
祭
祀
の
み
を
事
と
す
る
と
い
う
語
は
、
古
く
か
ら
政
治
と
祭
祀
の
権
を

握
っ
て
き
た
国
造
が
、
大
化
改
新
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
の
権
を
奪
わ
れ
、
祭

酢
の
権
だ
け
を
そ
の
手
に
残
さ
れ
た
事
清
と
全
く
よ
く
照
応
す
る
と
思
わ
れ

る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
奉
ず
る
出
雲
国
造
も
、
改
新
後
は
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
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た
の
で
、
そ
の
立
場
が
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
見
解
に
し
て
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
神
話
は
、
大
化
以
後

の
国
造
に
対
す
る
政
権
収
奮
が
相
当
進
ん
だ
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
轡
え

よ
う
。

　
こ
の
一
書
は
「
是
時
、
帰
順
之
首
渠
者
、
大
物
主
神
及
事
代
主
神
」
と
し
、

皇
祖
神
二
心
ミ
ム
ス
ビ
ノ
神
が
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
に
対
し
て
、
そ
の
女
ミ
ホ
ツ

ヒ
メ
を
配
し
、
皇
孫
の
守
護
を
命
じ
、
忌
部
の
祖
や
申
臣
の
粗
に
こ
れ
を
祭

ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
文
は
前
に
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ

こ
に
出
て
く
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
・
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
・
ミ
ホ
ツ
ヒ
メ
等

が
神
話
に
登
場
す
る
可
能
性
の
生
じ
た
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ

の
神
話
成
立
晴
代
の
見
当
が
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
に
当
っ
て
三
神

の
託
宣
が
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
吾
者
高
市
社

堂
居
、
書
影
代
主
神
、
又
身
狭
社
所
居
、
名
生
霊
神
者
也
」
と
名
乗
る
神
で

あ
り
、
ま
た
「
又
村
屋
神
着
レ
祝
日
、
今
自
著
口
社
中
道
嚇
軍
団
将
レ
至
ご
と

記
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
。
高
市
社
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
、
身
狭
社
の
イ
ク
ム
ス

ビ
、
お
よ
び
村
屋
の
ミ
ホ
ツ
ヒ
メ
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

神
々
は
、
こ
の
蒔
は
ま
だ
民
間
に
お
け
る
あ
ま
り
知
名
で
な
い
神
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
託
宣
の
功
に
よ
り
「
即
勅
登
鼠
進
三
神
之
贔
｝
以
岡
焉
」

と
い
う
優
遇
を
受
け
、
朝
廷
の
祭
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
や
イ
ク
ム
ス
ビ
は
神
賢
君
の
御
巫
の
祭
る
神
と
さ
れ
、
イ

ク
ム
ス
ビ
の
仲
呂
の
ム
ス
ビ
神
五
言
が
そ
こ
に
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
中
か
ら
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
皇
祖
神
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
や
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
や
ミ
ホ
ツ
ヒ
メ
に
関
す
る

神
話
は
、
壬
申
の
乱
後
急
速
に
高
ま
っ
た
こ
れ
ら
の
神
々
に
対
す
る
信
仰
を

反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
神
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
神
は
第
二
の
一
書
の
み
な

ら
ず
、
国
ゆ
ず
り
交
渉
の
す
べ
て
の
説
に
重
要
な
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
『
書

紀
』
本
文
は
交
渉
の
有
様
を
「
樹
霜
己
貴
神
対
日
、
当
間
二
池
子
｝
然
後
将

レ
報
、
」
　
「
時
事
代
主
神
、
謂
晶
使
者
一
日
、
今
天
神
有
昌
此
借
間
之
勅
一
管
父

宜
当
レ
奉
レ
避
、
吾
亦
不
レ
可
レ
違
、
」
と
述
べ
、
国
土
献
上
の
意
志
決
定
を
こ

の
神
の
功
に
帰
し
て
い
る
。
第
一
の
一
書
も
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
問
い
に
答
え
て

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
そ
の
決
定
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
『
古
事
記
』
で

も
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
「
僕
者
不
鳳
得
白
こ
と
述
べ
、
　
「
我
子
八
重
言
代
主
神
、

楚
可
レ
白
」
．
と
、
　
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
に
よ
っ
て
国
ゆ
ず
り
の
決
定
が
な
さ
れ
、

天
神
の
使
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
ゆ
ず
り

交
渉
の
す
べ
て
の
説
で
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
最
も
重
要
な
役
の
一
つ
を
勤
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
こ
の
よ
う
な
重
大
な
役
を
す
る
都
門

は
、
さ
き
に
述
べ
た
事
欝
か
ら
、
壬
申
の
乱
以
後
の
成
立
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
間
時
に
、
単
に
そ
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
の
部
分
を
含
む
説
全

体
を
同
様
に
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
そ
の
部
分
が

118 （686）



天つ神と国つ神（広畑）

後
期
的
挿
入
で
あ
る
な
ら
、
挿
入
以
前
の
形
を
示
す
説
も
有
る
の
が
普
通
で

あ
る
の
に
、
そ
れ
は
無
く
て
、
す
べ
て
の
説
が
そ
の
部
分
を
有
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
第
二
の
一
書
で
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
祭
り
を
諸
神
に
命
じ

る
が
、
そ
の
命
を
受
け
る
神
々
は
紀
国
の
忌
部
の
遠
祖
タ
オ
キ
ホ
オ
ヒ
、
ヒ

コ
サ
チ
、
ア
マ
ノ
ヒ
ワ
シ
、
ク
シ
ア
カ
ル
タ
マ
、
フ
ト
ダ
マ
、
ア
マ
ノ
コ
ヤ

ネ
等
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
馬
煙
キ
ホ
オ
ヒ
は
紀
伊
の
忌
部
の
遠
祖
と
説
開

さ
れ
て
い
る
が
、
説
明
の
な
い
神
に
も
忌
部
の
祖
神
が
多
い
。
ア
メ
マ
ヒ
ト

ツ
ノ
神
は
『
古
語
拾
遺
』
に
「
筑
紫
伊
勢
両
国
忌
部
祖
也
」
と
さ
れ
る
神
で

あ
る
。
ア
マ
ノ
ヒ
ワ
シ
は
天
岩
戸
の
第
三
の
一
書
に
粟
国
の
忌
部
の
遠
祖
と

さ
れ
て
い
る
神
で
あ
る
。
フ
ト
グ
マ
ノ
命
は
忌
部
首
の
祖
で
あ
る
。
最
後
の

ア
マ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
命
は
中
臣
の
祖
で
あ
る
。
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
祭
り
に
奉
仕

す
べ
く
命
じ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
神
々
は
、
天
岩
戸
に
お
け
る
皇
祖
神
ア
マ
テ

ラ
ス
招
禧
に
活
躍
す
る
神
々
で
あ
る
。
中
臣
と
忌
部
と
い
え
ば
神
祇
宮
の
中

枢
に
い
る
二
氏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
宮
廷
の
祭
祀
官
が
、
三
輪
氏
の
祭
っ
て
い

た
ナ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
祭
り
に
当
る
こ
と
に
な
っ
た
時
代
は
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
神
祇
官
が
成
立
し
て
三
輪
神
の
祭
り
が
そ
こ
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
代
で
、
こ
の
神
話
の
成
立
は
、
そ
う
い
う
気
運
の
生
ず
る
に
至
っ
て

か
ら
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

五

　
古
か
ら
氏
族
や
地
域
集
団
の
祭
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
全
国
の
神
々
を
、
新

し
く
大
和
朝
廷
の
神
と
し
て
作
ら
れ
た
天
神
の
傘
下
に
入
れ
、
そ
の
祭
牌
祀
権

を
朝
廷
に
収
め
、
そ
れ
ら
の
神
の
性
格
を
氏
族
や
地
域
の
神
か
ら
国
家
の
神

へ
と
変
え
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
を
持
つ
の
が
、
国
ゆ
ず
り
神
話
で
あ
る
と
し

た
な
ら
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
時
代
の
気
運
に
呼
応
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
上
に
お
け
る
現
実
の
動
き
と
、
そ
の

推
進
理
念
た
る
軍
糧
の
制
作
と
は
、
相
応
じ
て
起
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
民
間
の
神
々
が
朝
廷
の
祭
り
を
受
け
、
国
家
的
な
神
へ
と
変
っ
て

い
く
例
は
、
史
上
に
お
い
て
は
、
天
武
朝
に
歪
っ
て
急
に
表
面
化
し
て
く
る
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
壬
申
の
乱
に
託
宣
の
功
の
あ
っ
た
三
神
は
、
民

間
の
神
か
ら
朝
廷
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
神
へ
と
、
著
し
い
性
格
上
の
転
換
を

見
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
広
瀬
・
龍
田
の
神
の
祭
り
も
、
天
武
朝
に
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

化
さ
れ
、
地
域
の
神
か
ら
国
家
的
神
へ
と
変
貌
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。

　
多
く
の
神
々
の
祭
麗
権
が
朝
廷
に
収
め
ら
れ
た
時
、
朝
廷
に
よ
る
諸
神
諸

社
祭
主
と
い
う
祭
祀
形
態
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
規
模
が

全
国
的
な
も
の
に
な
っ
た
時
、
全
国
の
国
つ
神
が
降
服
し
、
天
神
に
よ
る
祭

祀
を
受
け
た
と
い
う
、
国
ゆ
ず
り
神
話
と
同
じ
情
況
が
出
現
す
る
わ
け
で
あ

る
。
　
『
書
紀
』
の
天
武
朝
の
終
り
ま
で
に
つ
い
て
、
諸
神
諸
社
に
紺
す
る
祭
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祀
記
事
の
あ
ら
わ
れ
方
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　
ω
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
　
乃
抜
二
十
丹
生
川
上
五
百
箇
真
坂
樹
嚇
以
無
二
諸

　
　
b
、

　
　
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
⑭
　
二
神
七
年
十
一
月
置
　
便
別
祭
二
八
十
万
群
神
↓
乃
定
一
㎜
天
社
国
社
、
及
神
地
神

　
　
戸
嚇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
㊨
　
暴
仁
二
十
七
年
八
月
　
　
故
弓
矢
及
横
刀
納
二
諸
神
之
社
↓
伽
更
定
二
適
地
神
戸
嚇

　
　
以
レ
雲
隠
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O

　
㊥
景
行
三
年
二
月

　
㈱
　
大
化
二
年
三
月

　
㈲
　
天
智
九
年
三
月

　
　
詞
嚇

　
㊥
天
武
四
年
正
月

　
㈱
天
武
五
年
六
月

　
ω
天
武
五
年
十
月

　
o
り
天
武
七
年
春

　
o
o
天
武
十
年
正
月

　
　
⑳

と
な
る
。

卜
下
幸
二
干
紀
伊
国
↓
将
渉
肇
巨
群
神
祇
画
而
不
レ
吉
、

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む

始
処
二
新
宮
｛
将
レ
幣
・
藷
神
↓
属
漏
乎
今
歳
↓
（
詔
）

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

於
山
御
覧
傍
敷
二
諸
神
座
｛
而
班
二
尊
巖
嚇
中
臣
金
連
宣
二
祝

　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
祭
一
二
三
諸
社
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
大
早
、
遣
二
使
闘
方
↓
以
捧
二
幣
瀦
↓
祈
二
諸
神
紙
嚇

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

　
祭
二
幣
吊
於
相
新
嘗
諸
神
紙
↓

　
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

将
レ
祠
二
天
宝
地
舐
↓
而
天
下
悉
蔽
齪
之
、

　
　
　
　
　
ゆ
　
む
　
む

　
頒
二
幣
島
於
諸
神
舐
州

　
　
　
　
こ
れ
ら
を
検
討
し
て
、
朝
廷
に
よ
る
全
国
的
規
模
の
祭
祀
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
を
推
定
し
て
み
た
い
。

　
上
に
あ
げ
た
中
で
、
景
行
以
前
の
記
事
は
概
し
て
後
の
三
代
に
書
か
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
朝
廷
に
よ
っ
て
諸
神
が
祭
ら
れ
る
と
い
う
記
事

も
、
降
っ
た
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
神
武
の
記
窃
を
見
て
み
る
と
、

こ
れ
は
天
皇
が
大
和
に
入
っ
て
敵
と
戦
っ
て
い
る
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
諸

神
を
祭
っ
た
と
言
っ
て
も
、
周
囲
の
現
実
は
ま
だ
天
皇
に
服
し
て
は
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
天
皇
の
祭
り
を
享
け
な
い
神
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
情
況
下
の
記
事
と
し
て
は
、
大
規
模
な
祭
祀
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず

で
あ
る
。
次
に
崇
神
朝
の
群
．
神
祭
縄
の
記
事
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
記
事

の
前
に
、
大
三
輪
の
神
が
朝
廷
の
祭
祀
下
に
入
ら
ず
、
強
烈
な
寄
り
に
よ
っ

て
朝
廷
を
悩
ま
せ
る
物
語
が
あ
る
。
こ
の
朝
廷
に
群
神
を
祭
っ
た
と
い
っ
て

も
、
有
力
な
神
々
は
そ
の
例
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
事
自
身
が
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
記
事
に
は
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
の
神
々
も
ま
だ
登
回
し

な
い
。
こ
の
豪
神
朝
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
話
は
、
国
ゆ
ず
り
第
二
の
一
書
の
、

オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
天
神
に
服
従
し
て
そ
の
祭
り
を
受
け
る
の
と
、
著
し
い
対

照
を
な
し
て
い
る
。
国
っ
神
が
朝
廷
を
悩
ま
せ
る
の
は
、
崇
神
朝
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
以
後
仲
哀
・
神
功
に
至
る
ま
で
の
歴
代
祭
祀
記
事
に
共
通
す
る
特

徴
で
あ
る
。
そ
の
物
語
の
作
ら
れ
た
疇
代
は
、
国
ゆ
ず
り
神
話
の
で
き
る
時

代
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
大
化
以
後
の
記
事
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
化
二
年
三
月
の
そ
れ
は
、

東
国
よ
り
帰
還
し
た
国
司
ら
に
下
し
た
詔
に
出
て
く
る
も
の
で
、
史
実
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
⑳

録
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
記
事
は
、
坂
本
太
郎
氏
や
梅
田
義
彦
氏
等
に
よ
っ

て
、
即
位
大
嘗
の
大
奉
幣
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
こ
の
記
事
は
、
大
嘗
祭
が
大
規
模
な
神
舐
祭
祀
を
含
む
も
の
に
な
っ
て
い

く
蔚
芽
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
詔
を
発
し
た
孝
徳
天
皇
は
、

そ
の
即
位
前
紀
に
「
尊
昌
仏
法
↓
軽
昌
神
道
ご
と
さ
れ
て
い
る
天
皇
で
、
卸
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位
の
は
じ
め
に
大
規
模
な
神
主
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
と
考
え

る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
の
天
智
天
皇
の
記
事
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
、
祈
年
祭
の
班
幣
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
て
も
「
山
御
意
の

傍
に
、
諸
神
の
座
を
敷
き
て
」
幣
畠
を
班
つ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
の
記
事
か

ら
、
そ
の
官
紀
規
模
を
知
る
こ
と
は
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
天
武
朝
に
な
る
と
、
無
二
が
全
国
的
規
模
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
大
祓

が
た
び
た
び
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
　
「
詔

日
、
四
方
為
昌
大
解
除
↓
用
物
蔭
国
別
国
造
輸
、
」
　
（
五
年
八
月
）
　
「
将
レ
祠

晶
天
神
地
祇
嚇
而
天
下
悉
祓
襖
之
、
」
　
（
七
年
春
）
等
の
文
に
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
全
国
的
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
畿
内
の
有
力
な
神
々
に
幣

畠
を
供
す
る
網
羅
祭
も
行
な
わ
れ
た
。
新
嘗
祭
が
大
規
模
な
形
に
整
備
さ
れ

て
い
く
有
様
も
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
天
武
四
年
正
月
戊
辰
（
二

十
三
日
）
の
「
祭
幣
諸
社
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
祈
年
祭
を
意
味
す
る
と

の
見
方
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
そ
の
立
証
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

友
田
吉
之
助
氏
は
、
そ
の
祭
日
に
つ
い
て
暦
法
上
の
見
地
か
ら
、
そ
の
祭
幣

に
つ
い
て
『
書
紀
』
同
月
の
祥
瑞
記
事
と
『
貞
観
儀
式
』
　
『
延
喜
式
』
と
の

比
較
か
ら
等
の
斬
新
な
着
想
に
よ
り
、
こ
の
記
事
が
後
世
の
祈
年
祭
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
合
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
後
世
見
ら
れ
る
よ
う
な
祈
年
祭
が
行
な
わ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
祭
幣
諸
社
」
と
い
う
諸
社
は
お
そ
ら
く
、

『
延
喜
式
』
四
時
祭
上
に
、
　
「
祈
年
祭
神
、
ご
一
千
一
百
辮
二
座
」
と
さ
れ
た

も
の
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
天
武
官
に
は
有
力
な
神
々
を
含
む

全
国
の
神
々
を
朝
廷
に
よ
っ
て
祭
る
と
い
う
体
制
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
国
ゆ
ず
り
神
話
の
背
景
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
『
書
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
た
祭
祀
形
態
の
上
か
ら
、
国
ゆ
ず
り
神
話
の
背
景

に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
中
央
政
府
の
祭
薦
機
関

成
立
の
面
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
お
き
た
い
。
国
家
の
祭
祀
と
全
国
の
神
社
を

総
揺
す
る
最
高
機
関
と
し
て
、
上
代
史
に
は
じ
め
て
現
れ
て
く
る
の
は
神
紙

官
で
あ
る
。
そ
の
神
舞
官
の
設
け
ら
れ
た
時
期
と
、
全
国
の
神
々
に
国
家
の

管
理
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
は
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
神

祇
官
の
名
が
『
書
紀
』
に
現
わ
れ
る
の
は
、
持
統
朝
に
至
っ
て
で
あ
る
。
そ

れ
は
、

　
三
年
八
月
壬
午
　
　
召
官
会
二
集
於
神
舐
官
↓
而
二
二
宣
天
神
地
山
議
事
｛

　
五
年
十
一
月
丁
酉
　
饗
下
神
紙
官
長
上
以
下
、
至
二
神
部
等
↓
及
供
奉
播
磨
因
幡
国
郡

　
　
　
　
司
以
下
、
至
中
百
姓
男
女
上
、

　
六
年
九
月
丙
午
　
　
神
舐
官
奏
上
二
神
卜
書
四
巻
・
鍮
九
箇
・
木
印
一
箇
嚇

　
八
年
三
月
丙
午
　
　
賜
下
神
軍
官
頭
至
二
祝
部
等
｛
一
百
六
十
四
人
絶
布
上
、

右
の
よ
う
な
記
事
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
持
統
四
年
正
月
と
五
年
十

一
月
に
「
神
舐
伯
」
中
臣
大
嶋
が
天
神
寿
詞
を
読
ん
だ
記
事
が
あ
る
。
と
こ

ろ
が
天
武
朝
の
記
事
で
は
二
年
十
二
月
に
、
大
嘗
に
関
し
て
「
神
官
」
の
名

が
あ
ら
わ
れ
、
五
年
九
月
、
六
年
十
一
月
に
も
新
嘗
に
関
し
て
そ
の
名
が
見
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ら
れ
る
。
そ
れ
は
後
の
神
祐
官
に
当
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
神
祇
官
と

い
う
名
が
『
書
紀
』
に
出
て
く
る
の
は
持
統
三
年
八
月
以
後
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
同
年
六
月
に
施
行
さ
れ
た
新
令
（
浄
念
原
書
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
全
国
の
神
々
や
国
鳥
の
祭
祀
を
管
掌
す
る
中
央
機

関
が
置
か
れ
た
の
、
実
は
天
笛
座
に
は
じ
ま
る
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
全
国
の
土
地
人
民
が
ほ
ぼ
完
全
に
国
初
管
理
に
移
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
庚
午
南
殿
の
作
ら
れ
た
の
に
や
や
遅
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時

代
が
国
ゆ
ず
り
神
話
成
立
の
条
件
を
最
も
よ
く
備
え
た
蒔
代
だ
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
考
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
神
祇
官
は
唐
制
を
模
倣
し
た
当
時
の
制
度
の
申
に
あ
っ
て
は
、
独
創
的
な

面
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
太
宝
令
の
中
の
門
神
謀
令
」
は
唐
の
「
祠
令
」

に
当
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
は
唐
の
も
の
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
日

本
独
自
の
性
格
が
「
神
祇
宜
」
　
「
神
祇
令
」
の
「
神
祇
」
と
い
う
名
称
に
こ

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
口
本
神
話
で
は
、
天
神
は
天
皇
の
祖
先

で
地
祇
を
支
配
す
る
と
い
う
独
特
の
神
祇
関
係
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

独
自
の
神
舐
体
系
に
即
し
て
神
々
を
語
数
す
る
と
い
う
意
図
を
、
こ
の
名
称

は
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
大
嘗
祭
は
日
本
天
皇
が
皇
祖
天
神
の
霊
廟
を
継
承
す
る
た
め
の
祭
祀
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
　
『
神
舐
令
』
は
諸
祭
祀
中
で
こ
の
大
嘗
祭
を
特
溺
に
重

視
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
「
凡
天
皇
即
位
、
聖
祭
昌
天
神
地
祇
嚇
散
斎
一
月
、

再
販
三
日
」
と
さ
れ
、
大
宝
令
で
は
さ
ら
に
長
く
散
斎
三
月
と
決
め
ら
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
。
散
斎
を
規
定
し
た
別
の
条
に
、
、
「
凡
一
月
斎
為
二
大
認
↓
三

夏
斎
為
晶
中
麗
嚇
一
日
斎
豊
川
小
祀
巴
と
あ
る
。
斎
と
は
祭
り
の
た
め
の
物

忌
み
で
あ
る
が
、
　
『
雷
雨
』
に
「
諸
大
婚
、
散
斎
四
日
、
致
斎
三
日
」
と
さ

れ
て
い
る
の
と
比
べ
て
も
、
日
本
の
大
嘗
の
散
斎
三
月
あ
る
い
は
一
月
が
い

か
に
長
く
、
そ
の
祭
り
が
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
が
知
ら
れ
る
。
日
本
で
は

大
祀
と
さ
れ
る
の
は
大
嘗
祭
の
み
で
、
そ
れ
が
異
常
に
重
視
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
神
話
に
お
い
て
、
大
嘗
関
連
の
神
話
が
、
天
岩
戸
か
ら
天

孫
降
臨
に
至
る
ま
で
の
、
異
常
に
長
大
な
分
量
を
占
め
て
い
る
の
と
、
全
く

同
じ
趣
を
な
し
て
い
る
。

　
『
神
命
令
』
に
四
時
祭
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
祭
祀
は
、
国
家
に
と

っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
勲
爵
や
祭
神
の
由
来
も
神
話
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。
大
嘗
祭
・
鎮
魂
祭
・
神
嘗
祭
等
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
カ
グ
ツ
チ
生
み
神
話
に
は
鎮

火
祭
の
由
来
が
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
黄
泉
行
き
あ
る
い
は
そ
の
潔
神
話
に
は
道
饗

祭
々
神
の
由
来
が
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
『
古
事
記
』
の
出
雲
神

話
に
は
ミ
ト
シ
ノ
神
・
ア
ス
ハ
ノ
神
・
ハ
ヒ
キ
ノ
神
魂
祈
年
祭
々
神
の
系
譜

　
　
　
、
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
広
瀬
大
忌
祭
の
祭
神
は
そ
の
『
縁
起
』
に
よ
る
と
、

「
又
飢
時
生
児
、
臓
呂
倉
稲
魂
命
↓
此
大
忌
広
瀬
社
也
、
」
と
あ
る
が
、
そ
れ

は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
生
み
条
の
『
書
紀
』
第
六
の
一
書
に
「
又
飢
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時
生
児
、
号
晶
倉
稲
魂
命
一
」
と
あ
る
神
で
あ
る
。
四
時
祭
の
祭
祀
祭
神
の
由

来
は
、
ほ
と
ん
ど
神
話
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
ほ
と
ん
ど
天
神
に
托
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
み
る
。

　
従
来
、
神
祇
宮
は
わ
が
国
古
来
の
敬
神
の
風
儀
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た

と
説
か
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
も
の
は
無
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
説
明
は
神
舐
富
の
性

格
を
十
分
に
説
開
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
単
に
敬
神

の
風
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
化
以
前
に
も
存

在
し
て
い
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、
大
化
以
後

に
至
っ
て
初
め
て
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
々
が
地
域
や
貴
族
豪
族
の
も
の
で
あ

っ
た
段
階
で
は
、
敬
神
の
風
習
は
む
し
ろ
排
他
的
に
働
き
、
国
家
を
統
一
の

方
向
に
で
な
く
、
分
裂
対
峙
の
方
向
に
向
わ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
各
氏
族
が

自
ら
の
神
を
奉
じ
て
対
抗
の
形
勢
を
な
し
た
ま
ま
で
は
、
神
々
の
祭
り
を
盛

ん
に
す
る
こ
と
は
、
国
家
や
王
権
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
と
な
る
こ
と

が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
神
を
祭
る
こ
と
が
プ
ラ
ス
と
な
る
方
法
や
体
制
を

考
え
た
後
、
国
家
は
神
を
祭
る
こ
と
を
盛
ん
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。
日
本
神

話
が
そ
の
た
め
に
果
し
た
役
割
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
日
本
神
話
に
そ
れ

だ
け
の
力
を
与
え
た
も
の
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
天
つ
神
と
国
つ
神
の
体
系

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
天
神
地
紙
の
体
系
と
そ
れ
に
基
づ

く
祭
祀
体
剃
と
は
、
律
令
国
家
の
支
柱
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
律
令
国

家
崩
壊
の
後
ま
で
も
、
天
皇
の
神
聖
性
を
支
え
る
基
盤
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

①
『
古
事
認
伝
隔
三

②
『
古
譲
記
伝
』
九

③
津
国
左
右
吉
氏
「
支
那
思
想
と
日
本
」
（
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
二
十
巻
）
、

　
清
原
頁
雄
武
『
神
道
史
』

④
津
田
左
右
吉
氏
『
日
本
古
典
の
研
究
』

⑤
　
松
村
武
雄
～
民
『
日
太
神
話
の
研
究
』
第
十
四
章

⑥
井
上
光
貞
氏
「
国
造
制
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
六
〇
編
第
十
一
暑
）

⑦
三
品
彰
英
氏
「
出
雲
圏
ゆ
ず
り
神
話
に
つ
い
て
」
（
『
民
族
学
研
究
』
第
二
十
［

　
巻
第
一
・
二
号
）

⑧
津
田
左
右
吉
氏
『
神
代
史
の
研
究
』
第
十
三
章

⑨
『
罵
族
学
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
二
二
号
、
十
八
頁

⑩
上
田
正
昭
幾
『
日
本
神
話
』
百
六
十
四
頁

⑪
　
井
上
光
貞
氏
「
国
造
捌
の
成
立
」
　
（
前
出
）

⑫
上
田
正
昭
氏
は
、
『
延
喜
式
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
成
立

　
が
七
＝
…
烹
年
以
後
で
、
八
五
七
年
よ
り
以
前
で
あ
る
と
考
証
し
て
い
る
。
一
（
『
日

　
本
神
話
』
）
1
こ
の
神
賀
詞
の
時
代
が
、
神
話
よ
り
大
幅
に
後
の
も
の
で
あ
る
こ

　
と
は
、
そ
の
理
念
が
神
話
の
延
長
上
に
あ
る
と
の
見
方
を
助
け
て
く
れ
る
。

⑬
　
井
上
光
貞
氏
『
日
本
盲
代
国
家
の
研
究
』
第
三
章

⑭
倉
野
憲
司
氏
『
日
本
神
話
』
、
三
品
彰
英
氏
「
日
本
神
話
論
」
（
『
岩
波
講
座
日

　
本
歴
史
』
溺
巻
2
）
、
松
前
健
氏
「
大
嘗
祭
と
記
紀
神
舐
」
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
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第
四
冊
）

⑮
⑭
に
お
け
る
三
品
氏
論
文

⑯
武
田
祐
吉
氏
『
古
事
記
説
話
群
の
研
究
臨
、
肥
後
和
男
氏
『
古
代
伝
承
研
究
』

⑰
折
口
信
夫
氏
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
（
『
折
口
僧
夫
全
集
』
第
三
巻
）
、
西
郷
信
綱

　
氏
「
古
代
王
権
の
神
話
と
祭
式
」
　
（
『
文
学
』
第
二
十
八
巻
第
一
号
）

⑱
松
前
健
戎
前
掲
論
文

⑲
大
林
太
良
氏
『
日
本
神
話
の
起
源
』

⑳
『
群
書
類
従
』
第
八
十
六
所
収

⑳
　
横
田
健
一
氏
「
大
嘗
祭
の
成
立
年
代
」
　
（
『
日
本
古
代
論
叢
』
）

⑫
　
梅
田
義
彦
氏
『
神
祇
制
度
史
の
韮
礎
的
研
究
』

⑳
｝
三
谷
栄
一
氏
「
古
　
事
記
の
成
立
」
　
（
『
解
…
釈
と
鑑
晶
買
駈
第
三
十
三
巻
六
月
号
）

⑱
　
西
田
長
男
氏
『
古
代
文
学
の
周
辺
』

⑮
　
青
木
紀
元
氏
『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
第
三
編

㊧
岡
田
精
司
氏
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』

⑳
　
坂
本
太
郎
氏
『
大
化
改
新
の
研
究
』

⑱
　
梅
田
義
彦
氏
、
前
掲
欝

㊧
　
梅
田
義
彦
氏
、
前
掲
窪

⑳
　
友
田
吉
之
助
矯
「
祈
年
祭
の
起
源
に
つ
い
て
」
　
（
『
神
道
学
』
第
照
十
二
巻
）

⑳
　
神
話
と
諸
祭
祀
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
武
田
祐
吉
馬
の
前
掲
書
に
詳
し

　
い
。

⑫
　
　
『
群
露
類
従
』
第
十
八
所
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
知
工
業
自
校
教
諭
・
高
知
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