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は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
や
日
本
書
紀
神
話
に
代
表
さ
れ
る
日
本
神
話
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
に
堪
え
か
ね
て
、

天
の
石
屋
︵
日
本
書
紀
神
話
で
は
天
の
石
窟
︶
に
籠
も
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
世
界
全
体
が
日
の
射
さ
な
い
夜
の
状
態
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
﹁
天
の
石
屋
籠
も
り
﹂︶

1
︵

と
い
う
話
が
登
場
し
て
い
る
。

　

こ
の
話
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
、
日
食
や
冬
至
と
い
う
自
然
現
象
の
起
源
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
鎮
魂
祭
と
い
う
祭
祀
の
起

源
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る︶

2
︵

。
た
し
か
に
、
こ
の
話
を
そ
の
よ
う
な
自
然
現
象
や
祭
祀
の
起
源
を
説
明
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す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
決
し
て
的
外
れ
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
比
較
神
話
学
の
視
点
か
ら
、
世
界
各
地
に
分
布
す
る

日
食
・
冬
至
神
話
の
全
容
を
知
る
一
環
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
や
、
日
本
宗
教
史
の
視
点
か
ら
、
日
本
の
祭
祀
の
起
源
を
解
明
す

る
一
環
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、﹃
古
事
記
﹄
あ
る
い
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
し
て
も
、
様
々
な
成
立
背
景
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
完
結
し
た
一
つ
の

作
品
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
続
き
の
物
語
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
い
る
古
事
記
神
話
あ
る
い
は
日
本
書
紀
神
話
︵
特
に
本

文
神
話
︶
の
中
で
こ
の
よ
う
な
話
が
登
場
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
単
に
自
然
現
象
や
祭
祀
の
起
源
を
説
明
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
作

品
の
枠
を
超
え
た
外
的
な
事
象
と
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
古
事
記
神
話
あ
る
い
は
日
本
書
紀
神
話
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
構
想
の
中
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
話
が
登
場
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
意
味
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
特
に
古
事
記
神
話
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
天
の
石
屋
籠
も
り
と
い
う
話
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
た
い
と

思
う
。

一　

ア
マ
テ
ラ
ス
の
孤
立

　

根
の
堅
州
国
に
行
き
た
い
と
い
う
希
望
を
押
し
通
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
旅
立
つ
前
に
、
姉
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
暇
乞
い
を
し
よ
う
と
高
天
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原
へ
と
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
神
名
中
の
﹁
ス
サ
﹂
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
し
て
、
凄
ま
じ
い
勢
い
で
近

づ
い
て
く
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
自
分
が
統
治
し
て
い
る
高
天
原
を
横
取
り
す
る
野
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
警

戒
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
来
訪
に
対
処
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
。
そ
れ
は
鎧
や
弓
矢
な
ど
を
身
に
つ
け
て
武
装
し
、
力
で
立
ち
向
か
う
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
記
述
に
関
し
て
は
不
自
然
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
も
し
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
指
示
に
従
う
神
々
が
い
た
は
ず
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
形
跡
を
示
す
よ
う
な
記
述
は
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
た
っ
た
一
人

で
ス
サ
ノ
ヲ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
統
治
者
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
、

自
分
を
真
っ
先
に
危
険
に
さ
ら
す
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
に
矢
を
向
け
ら
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
自
分
に
そ
の
よ
う
な
野
心
は
な
い
と
釈
明
す
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
そ
れ
を
信
じ
な

か
っ
た
た
め
、
ウ
ケ
ヒ
と
い
う
呪
術
を
お
こ
な
っ
て
、
身
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
ウ
ケ
ヒ
の
結
果
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
高
天
原
を
横

取
り
す
る
野
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
そ
れ
を
自
ら
の
勝
利
で
あ
る
と
履
き
違
え
て
調
子
に
乗
り
、
高

天
原
で
乱
行
を
す
る
に
至
っ
た
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
は
古
事
記
神
話
の
記
述
の
順
番
に
従
う
な
ら
ば
、
①
田
の
畔
道
を
破
壊
す
る
、
②
潅
漑
用
の
溝
を
埋
め
る
、
③
大
嘗

の
祭
事
を
お
こ
な
う
建
物
を
排
泄
物
で
汚
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
そ
の
と
き
、
①
と
②
に
つ
い
て
は
、
田
を
広
く
し

て
活
用
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
、
③
に
つ
い
て
は
、
大
嘗
の
祭
事
に
打
ち
込
ん
で
飲
酒
し
過
ぎ
た
た
め
、
吐
い
て
建
物
を
汚
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し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
明
は
以
前
論
じ
た
よ
う
に︶

3
︵

、
ス
サ
ノ
ヲ
を
弁
護
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
説
明
は
強
引
な
こ
じ
つ
け
に
他
な
ら
ず
、
到
底
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
も
の
に
は
な
り
え
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
そ
の
場
に
ス
サ
ノ
ヲ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
以
外
の
神
々
が
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
を
非
難
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
形
跡
が
な
く

︵
も
っ
と
も
、そ
う
い
う
形
跡
を
記
述
し
て
い
な
い
だ
け
で
、非
難
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
が
︶、し
た
が
っ

て
、
そ
も
そ
も
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
を
よ
く
見
せ
よ
う
と
し
て
弁
護
す
る
必
要
な
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
説
明
は
弁
護
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
お
こ
な
っ
た
悪
し
き
行
為
を
、
言
葉
に
内
在
す
る

言
霊
の
力
を
用
い
て
、
正
し
い
行
為
に
変
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
﹁
詔
り
直
し
﹂
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
文
字
通
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
、
曲
が
っ
た
も
の
を
真
っ
直
ぐ
に
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ウ
ケ
ヒ
に
よ
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
身
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ウ
ケ
ヒ
を
お
こ
な
っ

た
以
上
、
そ
の
結
果
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
思
を
占
っ
た
神
の
怒
り
を
買
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、﹁
詔
り
直
し
﹂
に
よ
る
努
力
も
空
し
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
さ
ら
な
る
乱
行
に
よ
っ
て
自
分
に
ま
で
危
険
が
及
ん
で
き
た
と
き
、

そ
れ
を
恐
れ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
は
す
べ
て
を
擲
っ
て
、
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
た
っ
た
一
人
で
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
処

し
よ
う
と
し
て
、
最
後
は
力
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
や
り
と
り
の
間
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
常
に
孤
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
高
天
原
の
神
々
は
、
古
事
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記
神
話
の
記
述
を
み
る
か
ぎ
り
、
誰
も
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
ア
マ
テ
ラ
ス
が
本
当
に
高
天
原
の
統
治
者

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
想
像
し
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う︶

4
︵

。

二　
「
修
理
固
成
」
と
い
う
命
令

　

天
の
石
屋
籠
も
り
の
話
に
進
む
前
に
、
そ
も
そ
も
ア
マ
テ
ラ
ス
は
な
ぜ
高
天
原
に
赴
き
、
そ
こ
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ

れ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
は
イ
ザ
ナ
キ
が
地
上
の
世
界
に
お
い
て
単
独
で
誕
生
さ
せ
た
子
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
妻
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
、
地

上
で
漂
っ
て
い
る
国
の
﹁
修
理
固
成︶

5
︵

﹂
を
行
う
よ
う
に
と
い
う
天
つ
神
か
ら
の
命
令
を
受
け
、
夫
婦
で
子
ど
も
を
生
む
と
い
う
形
で
、
大

八
嶋
国
な
ど
の
大
地
や
、
そ
の
大
地
に
関
連
す
る
海
、
山
、
川
な
ど
の
成
立
を
表
す
様
々
な
神
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
火

の
神
を
生
ん
だ
際
に
負
傷
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
は
イ
ザ
ナ
キ
が
単
独
で
子
を
誕
生
さ
せ
続
け
、

最
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ
ク
ヨ
ミ
、
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
な
る
三

み
は
し
ら
の
た
ふ
と
き
こ

貴
子
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
子
が
他
の
子
た
ち
と
は
違
っ
て
、﹁
貴
き
﹂
と
い
う
形
容
が
な
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
古
事
記
神
話
で
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い︶

6
︵

。
し
か
し
、
こ
の
三
子
が
各
々
、
他
の
子
た
ち
と
は
違
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
統
治
す
べ
き
場
所
を
委
ね
ら
れ
て
い

る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
統
治
者
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
子
を
特
に
﹁
貴
き
﹂
と
形
容
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
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こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
イ

ザ
ナ
キ
に
、
高
天
原
の
統
治
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
委
ね
る
よ
う
な
権
限
が
果
た
し
て
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
に
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
を
与
え
た
の
は
天
つ
神
、
す
な
わ
ち
、
高
天
原
に
い
る

神
な
の
で
あ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
統
治
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
そ
の
よ
う
な
天
つ
神
の
頂
点
に
立
つ
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
天
つ
神
か
ら
命
令
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
に
、
そ
の
天
つ
神
の
上
に
立
つ
よ
う

な
高
天
原
の
統
治
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
ア
マ
テ
ラ
ス
の
孤
立
に
つ
い

て
言
及
し
た
が
、
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
る
は
ず
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
付
き
従
う
天
つ
神
が
全
く
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と

も
、
こ
の
問
題
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
イ
ザ
ナ
キ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
す

る
何
ら
か
の
論
理
が
古
事
記
神
話
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、前
述
の﹁
修

理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
語
群
の
﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
用
例
を
調
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
意

味
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
が︶

7
︵

、
そ
の
よ
う
な
試
み
か
ら
﹁
修
理
固
成
﹂
の
意
味
を
厳
密
な
形
で
特
定
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、﹁
つ
く
ろ
ふ
﹂﹁
か
た
む
﹂﹁
な
す
﹂な
ど
、各
々
の
表
現
自
体
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
て
、

6（　）
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意
味
内
容
を
具
体
的
に
特
定
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現
を
構
成
す
る
語
群
か
ら
判
断
し
て
、
地
上
の
国
土
を
し
っ
か
り
と
形
あ

る
も
の
に
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
当
然
、
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
用
例
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
以
上
の
知
見

を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
か
ら
﹁
修
理
固
成
﹂
に
つ
い
て
確
認
で
き

る
知
見
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
理
的
に
考
察
す
る
と
い
う
方
法
が
新
た
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
古
事
記
神
話
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
が
天
つ
神
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
古
事
記
神
話
が
明
確
な
意
図
を
も
ち
、
一
つ
の
完
結
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

て
、
普
通
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
に
沿
う
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
前
者
か
ら
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
三
貴
子
を
誕
生
さ
せ
た
後
、﹁
淡
海
︵
ま
た
は
淡
路︶

8
︵

︶
の
多
賀
﹂
と
い
う
場
所
に
留
ま
っ
た

︱
︱
つ
ま
り
、
こ
れ
は
役
割
を
終
え
て
、
隠
棲
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
︱
︱
時
点
で
、
イ
ザ
ナ
キ
が
﹁
修
理
固
成
﹂

と
い
う
命
令
を
果
た
し
終
え
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
後
者
か
ら
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
︵
後
に
は
イ
ザ
ナ
キ
単
独
で
︶
お

こ
な
っ
た
こ
と
が
﹁
修
理
固
成
﹂
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
知
見
に
つ
い
て
論
理
的
に
考
察
し
て
、
特
に
イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
二
つ
の
指
摘
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
の
指
摘
は
、イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
た
こ
と
は
、少
な
く
と
も
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、そ
れ
が
﹁
修
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理
固
成
﹂
の
命
令
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
は
、

天
つ
神
の
命
令
に
従
わ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
天
つ
神
の
上
に
立
つ
よ
う
な
高
天
原
の
統
治
者
を
定
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
著
し
い

越
権
行
為
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
の
指
摘
は
、
地
上
に
あ
る
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
る
こ
と
が
﹁
修
理
固
成
﹂
の
具
体
的
な
内
容
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
来
、
先
行
研
究
、
そ
し
て
、
他
な
ら
ぬ
か
つ
て
の
筆
者
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
地
上
の
国
土
を
わ
ざ

わ
ざ
作
っ
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
イ
ザ
ナ
キ
は
そ
の
統
治
者
を
定
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
き
た︶

9
︵

。
し
か

し
、
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
が
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
に
終
始
一
貫
し
て
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
な

か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
イ
ザ
ナ
キ
の
役
割
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
方
が
は
る
か
に

自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
に
含
ま
れ
て
い
る
と
イ
ザ
ナ
キ
が
認
識
し
て
い
た
な

ら
ば
、
そ
の
任
務
を
果
た
さ
な
い
で
隠
棲
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る︶

10
︵

。

　

論
理
的
な
考
察
か
ら
こ
れ
ら
の
指
摘
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を

委
ね
る
こ
と
が
、
な
ぜ
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
に
沿
う
も
の
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
更
な
る
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の

問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
る
の
か
、
そ
の
神
的
性
格
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

8（　）
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三　

ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
的
性
格

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
国
生
み
に
着
手
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
死
ん
だ
後
も
単
独
で
、
統
治
を
委
ね

る
に
ふ
さ
わ
し
い
三
貴
子
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
、
ツ
ク
ヨ
ミ
に
夜
の
食
国
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
海
原
の

統
治
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。﹃
日
本
書
紀
﹄
の
編
纂
者
が
正
式
な
神
話
と
し
て
認
め
て
い
る
日
本
書
紀
本
文
神
話
と
は
異
な
り︶

11
︵

、
古
事
記

神
話
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
特
化
し
て
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
直
接
的
に
語
る
記
述
は
な
い
が
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
け
に
、
自
ら

が
身
に
つ
け
て
い
た
御
頸
珠
︵
こ
れ
は
﹁
ミ
ク
ラ
タ
ナ
の
神
﹂
と
い
う
神
名
を
も
つ
稲
霊
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る︶

12
︵

︶
を
与
え
て
い
る
点

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
こ
そ
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
神
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
は
古
事
記
神
話
に
お
い
て
﹁
天
照
大
御
神
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
書
紀
神
話
に
は
こ
の
神
に
対

応
す
る
も
の
と
し
て
、﹁
日
神
︵
ま
た
は
日
神
尊
︶﹂︵
第
五
段
本
文
、
第
六
段
別
伝
第
一
書
・
第
三
書
、
第
七
段
別
伝
第
二
書
・
第
三
書
︶、

﹁
大
日
孁
貴
﹂︵
第
五
段
本
文
︶、﹁
天
照
大
神
﹂︵
第
五
段
本
文
、
同
段
別
伝
第
六
書
・
第
十
一
書
、
第
六
段
本
文
、
同
段
別
伝
第
二
書
、

第
七
段
本
文
、
同
段
別
伝
第
一
書
、
第
九
段
本
文
、
同
段
別
伝
第
一
書
・
第
二
書
︶、﹁
天
照
大
日
孁
尊
﹂︵
第
五
段
本
文
︶
と
い
う
よ
う
に
、

多
く
の
呼
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
文
神
話
で
は
ほ
と
ん
ど
﹁
天
照
大
神
﹂
と
い
う
呼
称
で
言
及
し
て
い
る
が︶

13
︵

、
別
伝
神
話
に
は
﹁
日

神
﹂
と
い
う
呼
称
で
言
及
す
る
伝
承
も
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
事
記
神
話
で
は
そ
の
よ
う
な
多
様
な
呼
称
に
全
く
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言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
古
事
記
神
話
に
全
部
で
二
十
九
回
現
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
呼
称
の
う
ち
で
、
た
っ
た
一
回
の
例
外
を
除
い
て

は
、﹁
天
照
大
御
神
﹂
と
い
う
呼
称
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る︶

14
︵

。

　

そ
れ
で
は
、﹁
天
照
大
御
神
﹂
と
い
う
呼
称
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察

し
て
お
き
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
﹁
天
照
大
御
神
﹂
は
﹁
天
照
﹂
と
﹁
大
御
神
﹂
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
各
々
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
後
、
全
体
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
﹁
天
照
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
、﹁
照
﹂
を
﹁
照
ら
す
﹂
と
い
う
動
詞︶

15
︵

と
し
て
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
、﹁
照
る
﹂

と
い
う
動
詞
と
尊
敬
の
助
動
詞
﹁
す
﹂
が
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
意
見
の
違
い
は
あ
る
も
の
の︶

16
︵

、﹁
天
﹂
と
﹁
照
ら
す
﹂

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
天
を
場
所
と
し
て
捉
え
て
、﹁
天
で
照
り
輝
く
﹂
と
解
釈
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
は
一
致

し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
、
天
を
場
所
で
は
な
く
、
対
象
と
し
て
捉
え
て
、﹁
天
を
照
ら
し
出
す
﹂
と
解

釈
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
自
ら
が
照
り
輝
く
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
周
り
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
も
な

る
の
で
、
結
局
は
同
一
の
現
象
を
違
う
視
点
か
ら
表
現
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
者
で
は
ア
マ
テ
ラ

ス
の
本
質
そ
の
も
の
に
注
視
す
る
の
に
対
し
て
、後
者
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
働
き
に
注
視
し
て
い
る
と
い
う
︱
︱
い
わ
ば
﹁
体
﹂
と
﹁
用
﹂

の
関
係
の
よ
う
な
︱
︱
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
﹁
天
照
﹂
を
﹁
天
を
照
ら
し
出
す
﹂
と

解
釈
す
る
可
能
性
を
一
つ
の
試
み
と
し
て
提
起
し
て
お
き
た
い
と
思
う︶

17
︵

。

　
﹁
天
照
﹂
と
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
、
こ
の
世
界
で
比
類
な
く
崇
高
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
で

10（　）
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あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。先
行
研
究
で
は
、古
事
記
神
話
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
太
陽
神
的
性
格
が
見
出
さ
れ
な
い
と
し
、さ
ら
に
は
、

日
本
書
紀
本
文
神
話
に
見
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
性
格
を
古
事
記
神
話
で
は
薄
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
さ
え
あ
る
が︶

18
︵

、
そ
の
よ
う

な
見
解
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
筆
者
に
と
っ
て
実
際
は
そ
れ
と
は
正
反
対
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
現
代
の
よ
う
な
煌
び
や
か
な
照
明
な
ど
の
な
い
古
代
に
お
い
て
、
照
ら
す
と
い
う
の
は
太
陽
︵
月
も
そ
れ
に
準
じ
る
が
、
そ
の

力
強
さ
と
い
う
点
で
は
太
陽
に
は
る
か
劣
る
で
あ
ろ
う
︶
が
も
ち
う
る
特
権
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

古
事
記
神
話
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
神
は
、
ま
ず
も
っ
て
太
陽
と
密
接
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
核
に
あ
り
、
そ
こ

か
ら
派
生
す
る
形
で
、﹁
農
耕
神
﹂
や
﹁
皇
祖
神
﹂
な
ど
の
様
々
な
性
格
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
農
耕
に
と
っ
て
太
陽
は
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
後
の
天
皇
家
へ
と
繋
が
る
神
々
の
系
譜
は
、﹁
天
津
日
高
﹂

や
﹁
日
子
﹂
な
ど
の
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
崇
高
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
常
に
太
陽
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

大
地
の
誕
生
で
さ
え
も
男
女
の
生
殖
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
と
す
る
記
述
や
、
黄
泉
つ
国
と
い
う
死
の
世
界
を
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た

抽
象
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
死
者
を
葬
る
埋
葬
地
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
記
述
な
ど
、
古
事
記
神
話
か
ら
窺

い
知
れ
る
古
代
日
本
人
の
思
考
方
法
は
極
め
て
具
象
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
も
つ
比

類
な
い
崇
高
性
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
も
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
太
陽
と
い
う
比
類
な
く
崇
高
な
存
在
を
具
体
的
な
裏
づ
け
と
し
て
い
な

け
れ
ば
、
到
底
、
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

11（　）

古
事
記
神
話
に
お
け
る
天
の
石
屋
籠
も
り
の
意
味
づ
け
︵
岸
根
︶

八
九
五



　

た
だ
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
太
陽
と
密
接
に
関
係
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
太
陽
を
そ
の
ま
ま
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と
は

短
絡
的
な
発
想
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
ア
マ
テ
ラ
ス
が
太
陽
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
誕
生
さ

せ
る
ま
で
は
、
こ
の
世
界
に
太
陽
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
天
と
地
の
分
離

か
ら
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
に
至
る
ま
で
の
営
み
が
す
べ
て
暗
闇
の
中
で
の
出
来
事
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
の
よ

う
な
状
況
を
実
際
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
も
見
え
な
い
暗
闇
の
中
で
世
界
が
成
立
し
て
ゆ
く
と
い

う
の
は
、
不
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
成
立
︵
こ
の
場
合
の
世
界
と
は
現
代

の
よ
う
な
宇
宙
全
体
を
も
表
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、天
と
地
の
分
離
に
よ
っ
て
成
立
し
た
神
話
上
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
︶に
先
だ
っ

て
太
陽
が
す
で
に
存
在
し
、
そ
の
太
陽
に
よ
っ
て
明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
た
中
で
世
界
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う︶

19
︵

。

　

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
太
陽
︵
月
や
そ
れ
以
外
の
星
も
当
て
は
ま
る
︶
は
神
話
の
開
始
点
と
な
る
世
界
の
成
立
と
は
基
本
的
に
無
関
係
で

あ
り
、
そ
れ
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
古
事
記
神
話
で
は
、
天
と
地
が
分
か
れ
、
地
上
の
世
界
で
は
、
対
応
す
る
神
を
生

む
と
い
う
形
で
、
海
や
山
な
ど
の
自
然
物
が
成
り
立
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
世
界
に
属
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
太
陽
は
こ
れ
ら
の
自
然
物
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
太
陽
は
こ
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
太
陽
は
存
在
し
て
い
た
し
、
こ
の
世
界
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
太
陽
は
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
く
過
程
で
誕
生
す
る
神
を
太
陽
そ
の
も
の
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
前
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述
の
﹁
太
陽
と
密
接
に
関
係
す
る
﹂
と
い
う
の
は
、
本
来
、
こ
の
世
界
に
属
し
て
い
な
い
太
陽
を
こ
の
世
界
と
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た

す
と
い
う
形
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
陽
神
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
具
体
的
に
言
え
ば
、
太
陽
の
光
り
を
司
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
月
の
神
で
あ
る
ツ
ク
ヨ
ミ
と
協
力
し
な
が
ら
、
一

日
を
昼
と
夜
に
分
け
て
、
各
々
を
司
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ア
マ
テ

ラ
ス
や
ツ
ク
ヨ
ミ
の
誕
生
以
前
に
、
一
日
に
昼
と
夜
の
区
別
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う︶

20
︵

。

　

つ
ぎ
は
﹁
大
御
神
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
古
事
記
神
話
に
お
い
て
神
に
対
す
る
言
及
の
仕
方
は
、
①
神
名
だ
け
を

示
す
、
②
神
名
に
、
敬
称
の
よ
う
な
言
葉
を
付
加
し
て
示
す
と
い
う
二
通
り
が
存
在
す
る
が
、
②
は
さ
ら
に
、﹁
命
﹂
と
い
う
語
を
付
加

す
る
も
の
、﹁
神
﹂
と
い
う
語
を
付
加
す
る
も
の
、﹁
大
神
﹂
と
い
う
語
を
付
加
す
る
も
の
、﹁
大
御
神
﹂
と
い
う
語
を
付
加
す
る
も
の
と

い
う
四
種
類
に
細
分
化
さ
れ
る
。
こ
の
四
種
類
の
な
か
で
、
敬
意
の
程
度
と
し
て
は
、﹁
命
﹂
や
﹁
神
﹂
よ
り
﹁
大
神
﹂
の
方
が
優
越
し
、

﹁
大
神
﹂
よ
り
も
﹁
大
御
神
﹂
の
方
が
優
越
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
﹁
大
御
神
﹂
と
い
う
語
は
ア
マ
テ
ラ
ス
以
外
に
も
イ
ザ
ナ
キ
と
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
神
々
に
つ
い

て
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
条
件
付
き
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

イ
ザ
ナ
キ
の
場
合
、
最
初
の
登
場
時
に
は
﹁
神
﹂、
そ
れ
以
降
は
﹁
命
﹂
と
い
う
語
が
付
加
さ
れ
て
い
た
が︶

21
︵

、﹁
大
神
﹂
と
い
う
語
も
付

加
さ
れ
て
お
り
、
三
貴
子
の
各
々
に
統
治
を
委
ね
た
後
は
、﹁
大
御
神
﹂
と
い
う
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ザ
ナ
キ
は
﹁
修
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理
固
成
﹂
の
命
令
を
成
し
遂
げ
た
功
績
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
場
合
、
古
事
記
神
話
で
は
基
本
的
に
﹁
神
﹂
と
い
う
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
子
孫
に

つ
い
て
語
る
記
述
の
中
で
こ
の
神
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、﹁
今
、
迦
毛
の
大
御
神
と
謂
ふ
ぞ
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る︶

22
︵

。
こ
の
文
章
中

の
﹁
今
﹂
と
は
﹃
古
事
記
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
今
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
古
事
記
神
話
の
中
に
出
て
く
る
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
と
い
う
神
が
、

今
で
は
﹁
迦
毛
の
大
御
神
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
古
事
記
神
話
の
実
際
の
話
の
中
で
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ

が
﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
古
事
記
神
話
で
無
条
件
に

0

0

0

0

﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
け
な
の
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
キ
と
ア
ヂ
ス

キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
を
﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
こ
と
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
を
そ
の
ま
ま
同
列
に
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
﹁
天
照
大
御
神
﹂
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
的
性
格
と
は
、
ま
ず

も
っ
て
、
比
類
な
く
崇
高
な
も
の
と
し
て
仰
が
れ
る
太
陽
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
た
め
に
、
古
事
記
神
話

に
お
い
て
他
の
神
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
崇
高
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ア
マ
テ
ラ

ス
を
至
高
神
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
指
摘
に
は
あ
る
程
度
同
意
で
き
る
が
︱
︱
た
だ
し
、
古
事
記
神
話
に
は
﹁
至
高
神
﹂
と
い
う
概
念

は
馴
染
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
も
ま
た
神
を
祭
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
︱
︱
、
そ
の
性
格
を
太
陽
と
い
う
存
在

と
切
り
離
し
て
、
た
だ
単
に
ひ
た
す
ら
崇
高
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
指
摘
に
は
同
意
し
か
ね
る
点
が
あ
る︶

23
︵

。
そ
の
よ
う
な
抽
象
性
は
、
古
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事
記
神
話
か
ら
窺
い
知
れ
る
古
代
日
本
人
の
実
感
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
太
陽
と
結
び
つ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
そ
の
中
核
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
﹁
大
御
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
比
類
な
い
崇
高
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

四　

イ
ザ
ナ
キ
に
よ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
高
天
原
統
治
委
任

　

比
類
な
い
崇
高
性
を
も
つ
ア
マ
テ
ラ
ス
を
統
治
者
に
し
て
い
れ
ば
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
は
容
易
に
実
現
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
く

も
な
い
が
、
第
三
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
任
し
た
も
の
の
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治

者
を
定
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
︱
︱
正

確
に
言
え
ば
、
古
事
記
神
話
の
編
纂
者
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
︱
︱
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天

原
の
統
治
を
委
任
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
に
沿
い
、
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
古
事
記
神
話
に
お
け
る
そ
の
後
の
記
述
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

か
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
古
事
記
神
話
で
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
記
述
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
る
葦
原
の
中
つ
国
の
国
作
り
が
終
わ
る
や
否
や
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る︶

24
︵

。
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豊
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
秋
の
水
穂
国
は
、
我
が
御
子
、
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
の
命
の
知
ら
す
国
な
り
。

　

さ
ら
に
、
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
を
自
分
で
な
く
、
子
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
代
わ
っ
て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
進

言
し
た
際
に
は
、
タ
カ
キ
と
い
う
神
︵
こ
れ
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
名
前
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
︶
と
と
も
に
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
次
の
よ
う

に
発
言
し
て
い
る︶

25
︵

。

　
　

此
の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
汝
が
知
ら
さ
む
国
な
り
。

　

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
意
味
し
て
い
る
で
あ

ろ
う︶

26
︵

。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
果
た
し
た
こ
の
よ
う
な
役
割
か
ら
遡
及
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め

る
た
め
に
、
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て
誕
生
さ
せ
ら
れ
た
神
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ザ
ナ
キ
が
天
つ
神
か
ら
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
を
受
け
て
、
葦
原
の
中
つ
国
と
い
う
地
上
の
国
土
を
作
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
の
国
土
の
統
治
者
を
定
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
一
見
、
不
可
解
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
そ
も
そ
も
イ
ザ
ナ
キ
の
役
割
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
の
役
割
は
あ
く
ま
で
も
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
に
向
け
た
準
備

を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
誕

生
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
ア
マ
テ
ラ
ス
が
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
第
三
章
で
示
し
た
よ
う
な
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
的
性
格
で
あ
る
比
類
な
い
崇
高
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
者
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の
み
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
存
在
を
権
威
と
す
る
こ
と
で
、
葦
原
の
中
つ
国
の
正
統
な
統
治
者
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

世
界
各
地
の
神
話
・
伝
承
な
ど
を
見
て
も
、
地
上
の
国
土
に
お
け
る
統
治
の
正
統
性
を
、
神
の
よ
う
な
超
越
的
な
存
在
者
の
権
威
に
求

め
よ
う
と
す
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
古
代
中
国
の
皇
帝
は
﹁
天
子
﹂
と
呼
ば
れ
、
全
世
界
を
司
る
天
︵
あ
る
い
は
天
帝
︶
に
よ
っ

て
、
地
上
の
国
土
を
統
治
す
る
天
命
を
与
え
ら
れ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ロ
ー
マ

な
ど
の
王
た
ち
が
神
の
子
孫
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
以
降
に
は
、
王
の
権
威
は
神
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
王
権
神
授
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

古
事
記
神
話
で
は
、
高
天
原
の
統
治
者
に
し
て
、
す
べ
て
を
照
ら
し
出
す
比
類
な
い
崇
高
性
を
も
つ
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
葦
原
の
中

つ
国
の
統
治
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
古
代
中
国
に
お
け
る
天
と
天
子
の
関
係
に
近
い
も
の
が
あ
る
が
、古
事
記
神
話
の
場
合
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、正
統
な
統
治
者
と
な
る
条
件
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る︶

27
︵

。し
た
が
っ

て
、
古
代
中
国
の
よ
う
に
、
易
姓
革
命
と
い
う
形
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
血
統
を
全
く
異
に
す
る
よ
う
な
統
治
者
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と

は
原
理
上
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
こ

の
世
界
で
比
類
な
く
崇
高
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
し
て
、そ
れ
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
権
威

を
受
け
継
ぐ
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
の
み
が
正
統
な
統
治
者
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
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五　

ア
マ
テ
ラ
ス
誕
生
以
前
の
太
陽
神
、
高
天
原
の
統
治
者

　

第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
任
す
る
こ
と
が
、
イ
ザ
ナ
キ
が
天
つ
神
か
ら
命
じ

ら
れ
た
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
の
一
還
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
そ
の
比
類
な
い
崇
高
性
に
よ
っ
て
、
葦
原
の
中
つ
国
の

統
治
者
に
権
威
を
与
え
る
べ
く
、
高
天
原
の
統
治
者
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
る
高
天
原
の
統
治
は
天
つ
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
形
跡
の
な
い
、
孤

立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
の
意
図
に
反
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
統
治
は
決
し
て
軌
道
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
統
治
を
妨
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
問
題
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
誕
生
す
る
以
前
に
高
天
原
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
、
太
陽
の
光
を
司
る
太
陽
神
、
高
天
原
の
統
治
者
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
出
番
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
事
記
神
話
に
内
在
す
る
論
理
的
必
然
性
に
注
目
し
て
、
ア
マ
テ

ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
太
陽
神
、
高
天
原
の
統
治
者
が
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
太
陽
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
古
事
記
神
話
は
こ
の
世
界
︱
︱
こ
の
場
合
の
﹁
世
界
﹂
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
神
話
に
お
い

て
語
ら
れ
て
い
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
︱
︱
の
す
べ
て
の
事
象
を
神
と
結
び
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
言
え

る︶
28
︵

。
海
、
山
、
川
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
土
そ
れ
自
体
も
神
と
結
び
つ
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
高
天
原
を
文
字
通
り
一
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つ
の
閉
じ
た
世
界
と
し
て
ま
と
め
る
中
心
軸
の
よ
う
な
も
の
や
、
こ
の
世
界
で
様
々
な
も
の
を
生
み
出
し
た
り
す
る
力
の
よ
う
な
も
の
さ

え
も
、
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
極
論
す
る
な
ら
ば
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
神
話
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
太
陽
は
こ
の
世
界
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
太
陽
が
そ
の
神
話
体
系
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
光
が
こ
の
世
界
を
遍
く
照
ら
し
出
す
た
め
に
は
、
太
陽
の
光
を
司
る
神
の
存
在
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ア
マ
テ
ラ
ス
と
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
神
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
、
こ
の
世
界
が
光
の
な
い
暗
い
状
態
で

あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
実
に
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
天
と
地
が
分
離
し
た
り
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
一
対
の
男
女
神
が
成
立
し
た

り
、
そ
の
二
人
が
お
互
い
の
姿
を
確
認
し
合
っ
て
結
婚
し
た
り
、
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
亡
骸
の
前
で
慟
哭
し
た
り
、
イ
ザ
ナ
キ
が
黄

泉
つ
国
の
穢
れ
を
祓
う
た
め
に
、
阿
波
岐
原
で
禊
ぎ
を
し
た
り
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
柄
が
光
の
な
い
暗
い
状
態
で
お
こ

な
わ
れ
た
と
は
到
底
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
も
、
こ
の
世
界
が
太
陽
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
太

陽
の
光
を
司
る
神
が
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
高
天
原
の
統
治
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
も
高
天
原
に
統
治
者
が
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
高
天
原
と
い
う
の
は
一
つ
の
閉
じ
た
独
立
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
そ
の
世
界
を
そ
の
よ
う
に
存
在
せ
し
め
て
、
展
開

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
全
く
意
思
を
伴
わ
な
い
無
秩
序
な
状
況
下
で
行
わ
れ
て
い
る
と
は
到
底
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
与
え
ら
れ
た
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
も
そ
の
よ
う
な
意
思
の
存
在
を
前
提
に
置
く
も
の
で
あ

ろ
う
。
古
事
記
神
話
で
は
こ
の
命
令
を
与
え
た
状
況
に
つ
い
て
﹁
天
つ
神
諸
の
命
以
ち
て
﹂
と
記
す
の
み
で︶

29
︵

、
誰
が
与
え
た
の
か
具
体
的

な
神
名
を
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
高
天
原
と
地
上
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
に
跨
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
命
令
を
与
え
た
の

が
必
ず
し
も
単
独
の
神
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
命
令
は
高
天
原
の
誰
か
が
他
の
神
々
の
同
意
を
得
ず
に

恣
意
的
に
与
え
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
高
天
原
の
統
一
さ
れ
た
意
思
で
な
い
な
ら
ば
、
高
天
原
の
成
立
を
記
す
﹁
別

天
つ
神
﹂
の
段
階
を
引
き
継
ぎ
、
生
成
を
具
現
化
す
る
た
め
に
一
対
の
完
成
さ
れ
た
男
女
の
神
の
成
立
を
記
す
﹁
神
世
七
代
﹂
の
段
階
を

経
て
、
国
生
み
を
し
よ
う
と
す
る
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
行
為
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
が
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
古
事
記
神
話
の
そ
の
後
の
展
開
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
実
行
し
た
﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
は
、
高
天

原
の
統
一
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
も
、
高
天
原
に
統
一
さ
れ
た
意
思
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
思
の
存
在

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
統
治
者
︱
そ
れ
が
単
独
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
﹁
別
天
つ
神
﹂
の
よ
う
に
複
数
で
あ
る
か
は
断
定
で
き
な
い

が
︱
︱
が
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
も
、
太
陽
の
光
を
司
る
太
陽
神
、
高
天
原
の
統
治
者
の
よ
う
な
神
が
す
で
に
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
統
治
者
を
、
あ
く
ま
で
も
高
天

原
と
い
う
世
界
の
出
来
事
に
関
わ
る
こ
と
と
限
定
す
る
な
ら
ば
、
筆
者
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
そ
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

20（　）

九
〇
四



て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
こ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
﹁
皇
祖
﹂
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
一
存
に
よ
っ

て
、
そ
の
孫
で
あ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
天
降
り
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
タ
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

天
上
界
︵
日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
﹁
高
天
原
﹂
と
い
う
術
語
を
使
用
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
で︶

30
︵

、
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
︶
の

統
治
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
と
古
事
記
神
話
は
似
た
部
分
が
多
数
あ
る
と
は
言
え
、
各
々
独
自
の
体
系
か
ら
な
る
別

個
の
神
話
で
あ
る
か
ら
、
安
易
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
古
事
記
神
話
の
記
述
か
ら
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
古
事
記
神
話
で
は
別
天
つ
神
︱
︱
す
な
わ
ち
、
天
つ
神
の
中
で
も
特
別
な
神
︱
︱
の
二
番
目
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
神
で
あ
る
。﹁
ム
ス
ヒ
﹂
と
い
う
語
は
﹁
ム
ス
﹂
と
﹁
ヒ
﹂
に
分
け
ら
れ
る
が
、﹁
ム
ス
﹂
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
﹁
生
ま
れ
る
﹂

と
い
う
意
味
の
自
動
詞
説
、﹁
生
む
﹂
と
い
う
意
味
の
他
動
詞
説
が
主
張
さ
れ
て
い
て
、い
ま
だ
に
決
着
を
見
て
い
な
い︶

31
︵

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

今
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、生
成
や
発
展
に
関
わ
る
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

﹁
ヒ
﹂
は
古
事
記
神
話
に
登
場
す
る
ミ
カ
ハ
ヤ
ヒ
、
ヒ
ハ
ヤ
ヒ
、
ヤ
ソ
マ
ガ
ツ
ヒ
、
オ
ホ
マ
ガ
ツ
ヒ
、
カ
ム
ナ
ホ
ビ
、
オ
ホ
ナ
ホ
ビ
や
、﹃
古

事
記
﹄﹁
中
つ
巻
﹂
に
登
場
す
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
﹁
ヒ
﹂
と
同
様
で
、特
別
な
力
を
意
味
し
て
い
る
語
で
あ
る
。
辞
書
的
な
説
明
で
は
﹁
霊
﹂

と
漢
字
表
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
古
事
記
神
話
で
は
す
べ
て
﹁
日
﹂︵
た
だ
し
、
濁
音
の
﹁
ビ
﹂
は
﹁
毘
﹂︶
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
太
陽
の
光
は
こ
の
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
命
を
育
ん
で
い
る
。
古
代
日
本
人
の
理
解
も
こ
れ
と
全
く
同
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じ
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
思
う
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
特
性
か
ら
太
陽
の
光
を
、

生
成
や
発
展
に
関
わ
る
特
別
な
力
で
あ
る
ム
ス
ヒ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
十
分
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
ム
ス
ヒ
は
古
事
記
神
話
に

お
い
て
﹁
産
巣
日
﹂
と
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
日
﹂
を
、
漢
字
の
意
味
を
考
慮
せ
ず
に
音
だ
け
を
利
用
し
た
借
字
と
し
て
捉
え

る
か
、
あ
る
い
は
、
漢
字
の
意
味
を
考
慮
し
た
本
字
と
し
て
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が︶

32
︵

、
ム

ス
ヒ
と
は
﹁
産
す
霊
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
産
す
日
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
理
解
が
妥
当
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
で
生
成

や
発
展
に
関
わ
る
特
別
な
力
と
言
え
ば
、
太
陽
の
光
こ
そ
が
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
ム
ス
ヒ
の
神
が
、
太
陽
の
光
を
司
っ
て
こ
の
世
界
を
照
ら
し
出
す
太
陽
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
、
特
に
大
き

な
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、﹁
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
﹂
の
﹁
タ
カ
︵
高
︶﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
高
天
原
﹂
や
﹁
天
津
日
高
﹂
の
﹁
高
﹂
と
同
様
に
、

位
置
的
に
高
い
場
所
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
古
事
記
神
話
で
位
置
的
に
高
い
場
所
と
言
え
ば
、
高
天
原
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の

で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
高
天
原
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ム
ス
ヒ
の
神
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
続
い
て
、
別
天
つ
神
の
三
番
目
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
カ
ム
ム
ス
ヒ
で
あ
る
。
こ
の
神

は
、
食
物
神
で
あ
る
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
亡
骸
に
化
生
し
た
穀
物
な
ど
を
、
今
後
の
栽
培
の
た
め
の
種
と
し
て
、
お
そ
ら
く
ス
サ
ノ
ヲ
に
託

し
て
、
葦
原
の
中
つ
国
に
も
た
ら
せ
て
お
り︶

33
︵

、
さ
ら
に
、
自
ら
の
子
で
あ
る
キ
サ
ガ
ヒ
ヒ
メ
、
ウ
ム
ガ
ヒ
ヒ
メ
を
遣
わ
し
て
、
兄
た
ち
に

殺
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
蘇
生
さ
せ
た
り
、
自
ら
の
子
で
あ
る
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
、
す
で
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
な
っ
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
国
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作
り
を
手
伝
わ
せ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
記
述
が
葦
原
の
中
つ
国
の
生
成
や
発
展
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
と
、
先

程
の
よ
う
に
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
﹁
タ
カ
﹂
が
事
実
上
、
高
天
原
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
高
天
原
の
生
成
や
発
展
に
特
化
し
た
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
葦
原
の
中
つ

国
の
生
成
や
発
展
に
関
し
て
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
を
別
立
て
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
必
然
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
太
陽
の
光
を
司
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
高
天
原
の
ム
ス
ヒ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
高
天
原
の
統
治
者
と
い
う
側
面
も
見
出
さ
れ
る
と
思
う
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
葦
原
の
中
つ
国
へ
の

使
者
と
な
っ
た
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
弓
矢
を
授
け
ら
れ
た
記
述
で
あ
る
。

　

日
本
の
歴
史
上
、
将
軍
が
紛
争
地
に
派
遣
さ
れ
る
と
き
、
天
皇
か
ら
刀
を
賜
る
と
い
う
節
刀
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
。
将
軍
は
天
皇

か
ら
全
権
を
委
任
さ
れ
た
証
と
し
て
、
そ
の
刀
を
授
か
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
弓
矢
が
授
け
ら
れ
る
の
で
、
節
刀
の
儀

式
と
そ
の
ま
ま
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
授
け
た
の
が
弓
矢
で
あ
る
か
ら
、
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
射
た
矢
が
高
天
原

ま
で
飛
ん
で
き
て
、
そ
の
矢
を
巡
る
問
題
へ
と
展
開
す
る
話
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
刀
だ
と
、
そ
う
い
う
展
開
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
話

の
進
行
上
の
要
請
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
は
高
天
原
か
ら
の
正
式
な
使
者
と
し
て
葦
原
の
中
つ
国
に
遣
わ
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
授
け
ら
れ
た
弓
矢
は
、
交
渉
が
決
裂
し
て
、
戦
い
に
な
っ
た
と
き
に
使
う
武
器
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
節
刀
と
同
様
に
、
全
権
を
委
任
さ
れ
た
証
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

高
天
原
に
飛
ん
で
き
た
そ
の
矢
を
、
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
﹁
タ
カ
キ
﹂
と
い
う
名
に
変
わ
っ
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
、﹁
此
の
矢
は
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天
若
日
子
に
賜
へ
る
矢
な
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら︶

34
︵

、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
に
授
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
記
述
は
、
す
で
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
名
実
と
も
に
高
天
原
の
統
治
者
と
な
り
、
そ
れ
に
﹁
タ
カ
キ
﹂
と
改
名
し
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

が
協
力
す
る
と
い
う
状
況
で
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
高
天
原
の
使
者
と
し
て
天
降
る
ア
マ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
に
そ
の
よ
う
な
弓
矢

を
授
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
に
統
治
者
と
し
て
昇
っ
て
く
る
以
前
に
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
と

し
て
君
臨
し
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う︶

35
︵

。

　

た
だ
し
、
こ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
高
天
原
の
統
治
者
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
古
事
記
神
話
の
初
め
の
記
述
に
お
い
て
﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
古
事
記
神

話
に
お
い
て
﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
と
い
う
記
述
は
各
々
三
回
登
場
す
る
が
、﹁
独
り
神
と
成
り
坐
し
て
、
隠
り
身
な
り
﹂
と
い
う
形

で︶
36
︵

、常
に
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
な
お
、正
確
に
言
う
な
ら
ば
、タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
だ
け
が
﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
な
の
で
は
な
く
、

別
天
つ
神
と
し
て
登
場
す
る
五
柱
の
神
と
、
神
世
七
代
に
登
場
す
る
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
と
ト
ヨ
ク
モ
ノ
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ト
ヨ
ク
モ
ノ
よ
り
後
の
、﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
で
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
神
々
に
つ
い
て
は
、
男
女
の
性
別
が
明
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、﹁
独
り
神
﹂
と
は
男
性
と
も
女
性
と
も
定
ま
ら
ず
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
決
し
て
中
性
的
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
特

定
の
形
で
表
象
で
き
な
い
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
隠
り
身
﹂
を
本
来
、
姿
を
も
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
し
ま
う
と
、
姿
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
男
性
か
女
性
の
ど
ち
ら
か
の
形
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
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く
な
る
が
、
そ
れ
で
は
﹁
独
り
神
﹂
と
い
う
記
述
と
齟
齬
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。﹁
隠
り
身
﹂
と
は
、
特
定
の
姿
に
限
定
さ
れ

な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
姿
を
超
越
し
た
在
り
方
を
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
高
天
原
を
統
治
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
﹁
修
理
固
成
﹂
の
命
令
を
受
け
た
際
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
﹁
天
つ
神
諸
の

命
以
ち
て
﹂
と
い
う
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
国
生
み
に
失
敗
し
た
た
め
、
高
天
原
に
戻
っ
て
、
助
言
を

得
よ
う
と
し
た
際
に
は
、﹁
天
つ
神
の
命
以
ち
て
﹂と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
て︶

37
︵

、具
体
的
に
誰
か
が
直
接
命
令
を
下
し
て
い
る
形
に
は
な
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
預
言
者
が
神
の
啓
示
を
受
け
る
場
合
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
目
の
前
に
姿
形
を
も
っ
た
神
が
現
れ
て
、

何
か
を
伝
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
そ
の
当
事
者
に
啓
示
と
い
う
形
で
直
接
働
き
か
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
文
字
通
り
に
、
姿
形
を
も
っ
た
タ
カ
ム
ム

ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
存
在
そ
の
も
の

が
高
天
原
の
生
成
や
発
展
を
押
し
進
め
る
意
思
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
が
太
陽
神
、
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性

に
つ
い
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
よ
う
に
高
天
原
に
元
々
、
統
治
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
統
治
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ス
サ
ノ
ヲ
の
昇
天
に
対
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
を
守
る
た
め
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
マ

テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
統
治
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
神
々
か
ら
阻
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱

行
に
関
す
る
記
述
で
、
大
嘗
を
行
う
祭
殿
や
神
御
衣
を
織
る
忌
服
屋
が
登
場
し
て
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
を
代
表
し
て
、
神
に
新

穀
や
御
衣
を
献
上
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
天
原
の
神
々
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う

存
在
を
全
く
認
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
協
力
し
よ
う
と

す
る
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
う
や
否
や
、
神
々
が
現
れ
て
、
問
題
の
解
決
に
向
け
て
様
々
な
活
動
を
始
め
て
い
る
点
か

ら
、
高
天
原
に
は
た
く
さ
ん
の
神
々
が
存
在
し
て
い
て
、
当
然
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
統
治
者
と
し
て
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
も
把
握
し
て
い

た
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
神
々
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
協
力
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
息
を
潜
め
て
、
様
子
見
を

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
高
天
原
の
統
治
者
と
し
て
の
務
め
を
果
た
そ
う
と
し
て
一
人
で
気
負
う
ア
マ
テ
ラ
ス
を
遠
巻
き
に
眺
め
て
い
た

よ
う
に
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
孤
立
と
は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
、
昇
天
し
た

も
の
の
、﹁
隠
り
身
﹂
と
い
う
目
に
は
見
え
な
い
形
で
は
あ
る
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
高
天
原
の
統
治
者
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、

高
天
原
の
神
々
の
支
持
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、イ
ザ
ナ
キ
は
な
ぜ
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
つ
神
か
ら
﹁
修
理
固
成
﹂

と
い
う
命
令
を
受
け
て
国
生
み
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
高
天
原
の
意
思
を
体
現
す
る
統
治
者
が
い
る
こ
と
を
イ
ザ
ナ
キ
は
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知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
よ
う
と
し
て
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招

い
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
無
理
を
押
し
て
ま
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
高
天
原
の
統
治
者
に
し
よ
う
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
以
下
に
示
す
二
つ
の
可
能
性
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
。

　

第
一
の
可
能
性
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
高
天
原
に
特
化
し
た
ム
ス
ヒ
の
神
で
、
地
上
の
世
界
の
生
成
や
発
展
に
は
直

接
関
わ
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
古
事
記
神
話
の
後
の
記
述
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
と
も
に
、

天
つ
神
の
御
子
に
よ
る
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
実
現
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
高
天
原
の

統
治
者
と
し
て
認
め
、
協
力
者
と
な
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
葦
原
の
中
つ
国
の
生
成
や
発
展
に
関
わ
る
ム
ス
ヒ
が
必
要
で

あ
る
な
ら
ば
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
高
天
原
の
生
成
や
発
展
に

関
わ
る
神
で
は
な
い
の
で
、
高
天
原
の
統
治
者
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
で
比
類
な
く
崇
高
な
神
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
高

天
原
と
い
う
比
類
な
く
崇
高
な
場
所
に
君
臨
す
る
統
治
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
神
の
権
威
を
受
け
継
い
で
こ

そ
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
可
能
性
は
、
葦
原
の
中
つ
国
の
自
立
性
を
実
現
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
地
上
の
国
土
を
形
あ
る
も
の
に
す
る
出
発
点
は
、
そ

の
時
点
で
は
地
上
の
国
土
が
ま
だ
未
成
熟
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
、
高
天
原
に
い
る
神
が
そ
れ
を
命
じ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
地
上
の
国
土
が
ひ
と
た
び
形
あ
る
も
の
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
国
土
は
そ
れ
自
身
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
土
は
い
つ
ま
で
も
高
天
原
の
操
り
人
形
の
よ
う
な
存
在
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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古
事
記
神
話
に
お
け
る
重
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
地
上
に
あ
る
葦
原
の
中
つ
国
、
す
な
わ
ち
、
後
の
日
本
と
い
う
国
を
、
そ
の
統
治
者

の
正
統
な
由
来
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
讃
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
神
話
的
世
界
に
お
け
る

高
天
原
の
も
つ
権
威
に
結
び
つ
け
て
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
高
天
原
の
権
威
を
仰
ぐ
だ
け
で
は
、
葦
原
の
中
つ
国

は
高
天
原
に
追
従
す
る
付
随
的
な
世
界
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
に
正
統
性
を
付
与
し
う
る
よ
う
な
比
類
な
い
崇
高
性
と
、
高
天
原
に
一
方
的
に
追
従
す

る
こ
と
の
な
い
葦
原
の
中
つ
国
の
自
立
性
と
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
、
葦
原
の
中
つ
国
で
生
ま
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ア
マ
テ
ラ
ス
を
高
天
原
の
統
治
者
に

据
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ザ
ナ
キ
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
神
話
上
で
は
位
置
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
孫
が
そ
の
ま
ま
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
と
し
て
天
降
り
す
る
と
い
う
日
本
書
紀
本
文
神
話
の

構
想
と
は
大
き
く
異
な
る
、
古
事
記
神
話
の
重
要
な
構
想
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

六　

常
夜
と
オ
モ
ヒ
カ
ネ
の
登
場
が
意
味
す
る
こ
と

　

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
間
で
ウ
ケ
ヒ
が
行
わ
れ
、
身
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

自
ら
の
勝
利
と
履
き
違
え
て
調
子
に
乗
り
、
様
々
な
乱
行
に
走
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
以
前
、
詳
細
に
論
じ
た
こ
と
が
あ

る︶
38
︵

。
本
稿
が
扱
う
問
題
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
本
質
的
な
事
柄
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
控
え
て
お
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き
た
い
。
そ
し
て
、
古
事
記
神
話
の
記
述
は
最
終
的
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
に
恐
れ
を
な
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋︶

39
︵

に
籠
も
っ

て
し
ま
う
と
い
う
形
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
常
夜
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
常
夜
と
い
う
の
は
、﹁
高

天
原
皆
暗
く
、
葦
原
の
中
つ
国
悉
く
闇
し
﹂
と
あ
る
よ
う
に︶

40
︵

、
太
陽
の
光
が
射
す
こ
と
な
く
、
ず
っ
と
夜
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ツ
ク
ヨ
ミ
が
存
在
し
て
い
て
、
月
の
光
は
射
す
可
能
性
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

真
っ
暗
闇
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
高
天
原
の
神
々
が
騒
い
で
、
善
後
策
を
考
え
る
た
め
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
常
夜
と
い
う
事
態
は
い
ま

だ
か
つ
て
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
に

昇
っ
て
く
る
前
に
も
常
夜
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ア
マ
テ
ラ

ス
が
高
天
原
に
昇
っ
て
く
る
前
に
は
常
夜
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
に
昇
っ
た
後
、
そ
の
ア
マ
テ

ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
る
と
、
初
め
て
常
夜
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
に
昇
っ
て
く
る
前
に
常
夜
と
い
う
事
態
が
起
こ
ら
な
か
っ

た
の
は
、
高
天
原
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
太
陽
神
と
し
て
高
天
原
に
太
陽
の

光
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が

高
天
原
に
昇
っ
た
後
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
る
と
、
常
夜
の
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
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太
陽
の
光
を
も
た
ら
す
太
陽
神
と
し
て
の
役
割
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
と
移
行
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
想
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
太
陽
神
と
し
て
の
役
割
が
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
と
移
行
し
、そ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

常
夜
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
役
割
が
移
行
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
崇
高
性
と
い
う
点
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
凌
駕
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
で
比
類
な
く
崇
高
な
も
の
と
さ
れ
る
太
陽
に
関
わ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の

は
、
神
々
の
中
で
も
比
類
な
く
崇
高
な
神
な
の
で
あ
っ
て
、
古
事
記
神
話
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
そ
の
よ
う
な
神
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
統
治
者
と
し
て
高
天
原
に
昇
っ
て
き
た
時
、
高
天
原
の
神
々
は
拒
絶
し
な
い
も
の
の
、
そ

う
か
と
言
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
協
力
す
る
こ
と
も
な
く
、
遠
巻
き
に
眺
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
高
天
原
に
は
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
と
い
う
崇
高
な
神
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
崇
高
性
が
ま
だ
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
る
と
、
太
陽
の
光
が
失
わ
れ
、
常
夜
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
高
天

原
の
神
々
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
神
々
の
中
で
比
類
な
く
崇
高
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
応
な
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
事

記
神
話
に
お
け
る
常
夜
と
い
う
事
態
は
、
崇
高
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
凌
駕
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

高
天
原
の
神
々
に
知
ら
し
め
た
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
先
程
引
用
し
た
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
で
は
﹁
葦
原
の
中
つ
国
悉
く
闇
し
﹂
と
、
葦
原
の
中
つ
国
の
状
況
に
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つ
い
て
も
わ
ざ
わ
ざ
言
及
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
神
話
に
お
い
て
は
、
生
成
や
発
展
に
関
わ
る
ム
ス
ヒ
の
神
と

し
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
い
う
二
柱
の
神
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
五
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ム
ス
ヒ
の
神
と
し

て
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
だ
け
で
な
く
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
を
別
立
て
し
て
い
る
の
は
、
高
天
原
の
ム
ス
ヒ
、
葦
原
の
中
つ
国
の
ム
ス
ヒ
と
い
う
役

割
分
担
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
葦
原
の
中
つ
国
も
高
天
原
と
同
様
に
太
陽
の
光
が
閉
ざ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
崇
高
性
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
を
も
凌
駕
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
常
夜
と
い
う
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
登
場
す
る
の
が
オ
モ
ヒ
カ
ネ
と
い
う
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
こ
の
場
面

と
、天
つ
神
の
中
か
ら
使
者
を
選
ん
で
、葦
原
の
中
つ
国
に
送
ろ
う
と
す
る
複
数
の
場
面
と
で
、い
わ
ば
高
天
原
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー

の
よ
う
な
形
で
活
躍
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
付
き
従
っ
て
、
葦
原
の
中
つ
国
に
天
降
り
す
る
神
で
も
あ
る
。
オ
モ
ヒ
カ

ネ
に
つ
い
て
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
神
が
古
事
記
神
話
に
お
い
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
子
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
日
本
書
紀
神
話
の
場
合
、
本
文
神
話
に
オ
モ
ヒ
カ
ネ
は
登
場
す
る
も
の
の
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
子
で
あ
る
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
別
伝
神
話
︵
第
七
段
の
第
一
書
︶
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
子
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
に
昇
る
以
前
に
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
神
で
あ
り
、
そ
の
神
の
子
で
あ
る

と
明
示
さ
れ
る
形
で
オ
モ
ヒ
カ
ネ
が
登
場
し
、
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
そ
こ
か
ら
連
れ
戻
す
た
め
の
計
画
に
つ

い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
古
事
記
神
話
に
お
け
る
オ
モ
ヒ
カ
ネ
の
登
場
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
自
分
を
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凌
駕
し
て
し
ま
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
崇
高
性
を
認
め
て
、
全
面
的
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
古
事
記
神
話
に
お
け
る
天
の
石
屋
籠
も
り
と
い
う
話
の
意
味
づ
け
を
解
明
す
る
た
め
に
様
々
な
考
察
を
お

こ
な
っ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
も
の
の
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
高
天
原
の
神
々
の
協
力
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
孤

立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
︵
第
一
章
︶、
そ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
を
高
天
原
の
統
治
者
に
す
る
こ
と
が
、
イ
ザ
ナ
キ
に
与
え
ら
れ
た
﹁
修
理

固
成
﹂
と
い
う
命
令
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
︵
第
二
章
︶、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
的
性
格
が
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
比
類

な
い
崇
高
性
に
あ
る
こ
と
︵
第
三
章
︶、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
に
権
威
を
与

え
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
︵
第
四
章
︶、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
太
陽
神
に
し
て
高
天
原
の
統
治
者
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︵
第
五
章
︶、
そ
し
て
、
常
夜
と
い
う
事
態
を
通
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
比
類
な
い
崇
高
性
が
高
天
原
の
神
々

に
認
知
さ
れ
、
オ
モ
ヒ
カ
ネ
の
登
場
に
よ
り
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
全
面
的
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
示
さ
れ
た
こ
と

︵
第
六
章
︶、
以
上
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
は
高
天
原
の
神
々
が
一
致
協
力
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
の
石
屋
か
ら
連
れ
戻
す
と
と
も
に
、
騒
動
の
原
因
を
作
っ
た
ス
サ
ノ

ヲ
を
捕
ま
え
て
、
そ
の
乱
行
に
よ
る
罪
の
ケ
ガ
レ
を
祓
い
、
本
来
向
か
う
べ
き
で
あ
っ
た
根
の
堅
州
国
に
行
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
記
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述
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
へ
の
対
応
は
い
と
も
容
易
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
あ
れ
ほ
ど
ス
サ
ノ
ヲ
の
対
応

に
困
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
高
天
原
の
神
々
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
な
ど
、
い
と
も
簡
単
に
鎮
め
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
か
つ
て
神
々
の
協
力
を
得
ら
れ
ず
、
孤
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
第

一
章
の
指
摘
を
補
強
す
る
も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
も
は
や
誰
か
ら
の
協
力
も
受
け
る
こ
と
の
な
い
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
く
な
っ
た
。
天
の
石
屋
籠
も
り
後
の

古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
の
中
心
的
な
存
在
と
な
り
、
そ
し
て
、﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
顕
在
化
し
て
、
そ
の
協
力
を
受
け
る
こ
と
に
な
り︶

41
︵

、
さ
ら
に
、
高
天
原
の
多
く
の
神
々
を
従
え
て
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統

治
者
を
定
め
る
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
天
の
石
屋
籠
も
り
と
い
う
話
は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て
高
天
原
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
ア
マ
テ

ラ
ス
が
名
実
と
も
に
高
天
原
の
統
治
者
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、﹁
修
理
固
成
﹂
と
い
う
命
令
の
総
仕
上
げ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
者
を
権
威

づ
け
る
大
き
な
基
盤
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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注︵
１
︶
こ
の
話
は
﹁
天
の
石
︵
岩
︶
屋
戸
隠
れ
﹂﹁
天
の
石
︵
岩
︶
戸
隠
れ
﹂﹁
天
の
石
︵
岩
︶
屋
戸
開
き
﹂﹁
天
の
石
︵
岩
︶
戸
開
き
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
こ
の
話
で
最
も
重
要
な
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
戸
へ
の
言
及
は
あ
く
ま
で
も

付
随
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
﹁
天
の
石
屋
籠
も
り
﹂
と
い
う
呼
称
で
統
一
し
て
お
き
た
い
。

︵
２
︶松
村
武
雄
著﹃
日
本
神
話
の
研
究　

第
三
巻
︱
︱
個
分
的
研
究
篇︵
下
︶︱
︱
﹄︵
昭
和
三
十
年
、第
一
版
・
第
一
刷
、培
風
館
、四
十
六
頁
～
六
十
六
頁
︶、

次
田
真
幸
著
﹃
日
本
神
話
の
構
成
﹄︵
昭
和
四
十
八
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
明
治
書
院
、
百
二
十
五
頁
～
百
五
十
頁
︶、
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注

釈　

第
一
巻
﹄︵
昭
和
五
十
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
平
凡
社
、
三
百
四
十
五
頁
～
三
百
四
十
七
頁
︶、
倉
野
憲
司
著
﹃
古
事
記
全
注
釈　

第
三
巻 

上

巻
篇　

﹄︵
昭
和
五
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
三
省
堂
、
百
十
八
頁
～
百
三
十
一
頁
︶、
大
林
太
良
著
﹃
日
本
神
話
の
起
源
﹄︵
平
成
二
年
、
第

一
版
・
第
一
刷
、
徳
間
文
庫
、
百
十
八
頁
～
百
二
十
九
頁
︶、
寺
川
眞
知
夫
著
﹃
古
事
記
神
話
の
研
究
﹄︵
平
成
二
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
塙

書
房
、
百
五
頁
～
百
九
頁
︶
を
参
照
。

︵
３
︶
岸
根
敏
幸
著
﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
前
編
︶
︱
︱
﹁
詔
り
別
き
﹂
と
﹁
詔
り
別
き
﹂、
お
よ
び
、
ウ
ケ
ヒ
︱
︱
﹂︵
平
成
二
十
九
年
、﹃
福
岡

大
学
人
文
論
叢
﹄
第
四
十
九
巻
・
第
一
号
、
四
百
二
十
一
頁
～
四
百
二
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
４
︶
前
掲
の
寺
川
眞
知
夫
著
﹃
古
事
記
神
話
の
研
究
﹄︵
二
百
四
頁
～
二
百
七
頁
︶
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

︵
５
︶﹁
修
理
固
成
﹂を
ど
う
訓
読
す
る
か
に
つ
い
て
は
、校
訂
本
や
研
究
書
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、一
致
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
岸
根
敏
幸
著﹃
古

（中）
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事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
平
成
二
十
八
年
、
晃
洋
書
房
、
二
百
六
頁
の
注
︵
48
︶︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
訓
読
の
違
い
が
内
容
の
理
解
に
決
定

的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
本
稿
で
は
訓
読
を
示
さ
ず
、﹁
修
理
固
成
﹂
の
ま
ま
で
表
記
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

︵
６
︶
日
本
書
紀
神
話
の
場
合
、
本
文
神
話
︵
第
五
段
︶
で
は
こ
の
三
子
に
ヒ
ル
コ
を
加
え
て
い
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
三
子
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま

と
め
て
い
る
形
跡
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
別
伝
神
話
︵
第
五
段
の
第
六
書
︶
は
古
事
記
神
話
の
記
述
に
類
似
し
て
お
り
、﹁
三
子
﹂
と
い
う
呼
称

で
、
こ
の
三
子
に
統
治
先
を
委
任
し
て
い
る
。
な
お
、
古
事
記
神
話
に
お
け
る
﹁
三
貴
子
﹂
の
﹁
貴
﹂
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
別
伝
神
話

︵
第
五
段
の
第
一
書
︶
に
お
け
る
﹁
御
㝢
之
珍
子
﹂
の
﹁
珍
﹂︵﹁
う
ず
﹂
と
読
ま
せ
て
い
る
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
記
述
の
仕
方
か
ら
見
て
、
こ

の
形
容
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
は
当
て
は
め
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
１
﹄︵
平
成
十
八
年
、
第
一
版
・

第
四
刷
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２
、
小
学
館
、
三
十
五
頁
～
三
十
七
頁
、
五
十
頁
～
五
十
一
頁
、
三
十
七
頁
～
三
十
九
頁
︶
を
参
照
。

︵
７
︶
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
筑
摩
書
房
、
百
五
十
九
頁
︶、
倉
野
憲
司
著
﹃
古
事
記
全
注
釈　

第
二
巻 

上
巻
篇　

﹄︵
昭
和
四
十
九
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
三
省
堂
、
七
十
六
頁
～
七
十
七
頁
︶、
神
野
志
隆
光
著
﹁﹃
古
事
記
﹄﹁
国
作
り
﹂
の

文
脈
︱
︱
﹁
修
理
﹂﹁
生
﹂﹁
作
﹂
︱
︱
﹂︵
平
成
元
年
、﹃
国
語
国
文
﹄
第
五
十
八
巻
・
第
三
号
︶、
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄

︵
平
成
十
三
年
、
新
訂
版
・
第
一
刷
、
岩
波
書
店
、
五
十
二
頁
～
六
十
頁
︶
を
参
照
。

︵
８
︶
現
存
す
る
最
古
の
写
本
で
あ
る
真
福
寺
本
を
初
め
と
し
て
、
多
く
の
写
本
で
こ
の
部
分
を
﹁
淡
海
﹂、
す
な
わ
ち
、
近
江
と
し
て
い
る
が
、
伊
勢
本

な
ど
の
よ
う
に
﹁
淡
路
﹂
と
し
て
い
る
写
本
も
あ
る
。
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
昭
和
五
十
六
年
、第
一
版
・
第
一
刷
、勉
誠
社
、

（上）
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百
九
十
頁
︶
を
参
照
。﹃
古
事
記
﹄
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
で
も
、﹁
淡
海
﹂
と
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
田
中
頼
庸
校
訂
﹃
校
訂
古
事
記
﹄

︵
明
治
二
十
年
、
神
宮
教
院
、
十
六
丁
表
︶
で
は
﹁
淡
路
﹂
の
読
み
を
と
っ
て
お
り
、
前
掲
の
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注
釈　

第
一
巻
﹄︵
二
百
四
十
七

頁
︶
も
﹁
淡
路
﹂
の
方
が
正
し
い
と
強
く
主
張
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
容
易
に
決
着
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
は
二
つ
の
読
み
を

併
記
す
る
こ
と
に
留
め
た
い
。

︵
９
︶前
掲
の
大
野
晋
編﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
二
百
九
十
三
頁
～
二
百
九
十
四
頁
︶、金
井
清
一
著﹁
三
貴
子
分
治
の
神
話
に
つ
い
て
﹂︵
平
成
二
年
、

﹃
古
典
と
現
代
﹄
第
五
十
八
号
︶、
前
掲
の
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
﹄︵
八
十
五
頁
～
八
十
八
頁
︶、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神

話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
五
十
三
頁
～
五
十
七
頁
︶
を
参
照
。

︵
10
︶
イ
ザ
ナ
キ
の
構
想
が
失
敗
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
失
敗
し
た
ま
ま
、
何
の
対
応
も
し
な
い
で
隠
棲
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、

﹁
修
理
固
成
﹂と
い
う
命
令
の
存
在
意
義
と
そ
の
命
令
を
与
え
た
天
つ
神
の
威
厳
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の
水
林
彪
著﹃
記

紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
﹄︵
八
十
六
頁
～
八
十
七
頁
︶
を
参
照
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
海
原
の
統
治
を
委
任
さ
せ
損
な
っ
た
と
い
う
蹉
跌
は
あ
っ
た
も
の
の
、

イ
ザ
ナ
キ
は﹁
修
理
固
成
﹂の
命
令
を
成
し
遂
げ
た
と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、古
事
記
神
話
に
お
い
て
イ
ザ
ナ
キ
が
最
終
的
に
は

0

0

0

0

0

﹁
大

御
神
﹂
と
い
う
最
高
の
敬
語
を
付
加
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
理
由
の
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

︵
11
︶
日
本
書
紀
本
文
神
話
に
は
﹁
是
に
、
共
に
日
の
神
を
生
み
ま
つ
り
ま
す
。
大
日
孁
貴
と
号
す
。
此
の
子
、
光ひ
か
り華
明う
る
わ彩
し
く
し
て
、
六
合
の
内
に
照
り

徹
る
。
故
、
二
神
喜
び
て
曰
は
く
、﹃
吾
が
息
多
し
と
雖
も
、
未
だ
此
の
若
く
霊

く
す
び
に
あ
や
異
し
き
児
有
ら
ず
﹄﹂
と
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
光
り
輝
く
比
類
な

い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
１
﹄︵
三
十
六
頁
～
三
十
七
頁
︶
を
参
照
。
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︵
12
︶
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
ミ
ク
ラ
タ
ナ
の
神
で
あ
る
御
頸
珠
を
授
か
っ
た
こ
と
で
、ア
マ
テ
ラ
ス
は
穀
霊
と
し
て
の
霊
能
を
付
与
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄︵
平
成
十
七
年
、
第
一
版
・
第
十
九
刷
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
三
百
六
十
一
頁
の
百
四
十
四
番
﹁
御
倉
板
挙

の
神
﹂
の
項
︶
を
参
照
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な
意
味
づ
け
で
あ
っ
て
、
太
陽
の
光
が
農
作
物
を
実
ら
せ
る
上
で
不
可
欠
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
経
験
的
事
実
を
反
映
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
本
質
が
太
陽
神
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
稲
作
と
の
分
か
ち
が
た
い

関
係
が
予
め
成
り
立
っ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

︵
13
︶﹃
日
本
書
紀
﹄
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
、﹁
大
神
﹂
と
い
う
同
一
の
語
を
、
指
し
て
い
る
神
に
応
じ
て
、﹁
お
ほ
み
か
み
﹂
や
﹁
お
ほ
か
み
﹂
と

区
別
し
て
訓
読
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
元
々
の
写
本
に
そ
の
よ
う
な
読
み
の
区
別
が
指
示
さ
れ
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
恣
意
的
な
扱
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
と
、
古
事
記
神
話
の
よ
う
に
、
日
本
書
紀
神
話
で

も
﹁
お
ほ
み
か
み
﹂
と
﹁
お
ほ
か
み
﹂
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
で

は
、
日
本
書
紀
神
話
に
登
場
す
る
﹁
大
神
﹂
と
い
う
敬
称
の
付
い
て
い
る
神
に
つ
い
て
、
そ
の
﹁
大
神
﹂
を
ど
の
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
か
を
、
本

稿
で
参
照
し
た
三
種
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
校
訂
テ
キ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
、
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
﹃
日
本
書
紀　

上
﹄︵
昭

和
四
十
四
年
、
第
一
版
・
第
三
刷
、
日
本
古
典
文
学
大
系
67
、
岩
波
書
店
、﹁
大
系
本
﹂
と
呼
称
︶、
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日

本
書
紀
１
﹄︵﹁
全
集
本
﹂
と
呼
称
︶、黒
板
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
書
紀　

前
篇
﹄︵
昭
和
五
十
八
年
、第
一
版
・
第
一
刷
、吉
川
弘
文
館
、

﹁
国
史
本
﹂
と
呼
称
︶
に
つ
い
て
調
べ
た
み
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 

　

天
照
大
神
︵
第
五
段
の
本
文
な
ど
︶
︱
﹁
お
ほ
み
か
み
﹂︵
大
系
本
、
全
集
本
︶、﹁
を
ほ
か
み
﹂
ま
た
は
﹁
を
ほ
ん
︵
む
︶
か
み
﹂︵
国
史
本
︶
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泉よ
み
ど
に
さ
や
り
ま
す

門
塞
之
大
神
、亦
の
名
は
道
返
大
神
︵
第
五
段
の
第
六
書
︶
︱
﹁
お
ほ
み
か
み
﹂︵
大
系
本
︶、﹁
お
ほ
か
み
﹂︵
全
集
本
︶、﹁
を
ヽ
ん
︵
む
︶
か
み
﹂

ま
た
は
﹁
を
ほ
ん
か
み
﹂︵
国
史
本
︶

 

　

住
吉
大
神
︵
第
五
段
の
第
六
書
︶
︱
﹁
お
ほ
み
か
み
﹂︵
大
系
本
︶、﹁
お
ほ
か
み
﹂︵
全
集
本
︶、﹁
を
ほ
ん
か
み
﹂︵
国
史
本
︶

 

　

伊
勢
に
崇い
つ
き
ま
つ秘る
大
神
︵
第
七
段
の
第
二
書
︶
︱
﹁
お
ほ
み
か
み
﹂︵
大
系
本
、
全
集
本
︶、﹁
を
ほ
ん
か
み
﹂︵
国
史
本
︶

 

　

紀
伊
国
に
坐
し
ま
す
大
神
︵
第
八
段
の
第
四
書
︶
︱
﹁
お
ほ
か
み
﹂︵
大
系
本
、
全
集
本
︶、﹁
を
ほ
ん
か
み
﹂︵
国
史
本
︶

 

　

猨
田
彦
大
神
︵
第
九
段
の
第
一
書
︶
︱
﹁
お
ほ
か
み
﹂︵
大
系
本
、
全
集
本
︶、﹁
を
ほ
ん
か
み
﹂︵
国
史
本
︶

︵
14
︶
そ
の
た
っ
た
一
回
の
例
外
と
は
、
統
治
者
と
し
て
天
降
ろ
う
と
し
て
い
た
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
地
上
の
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
を
察
知
し
て
、
高
天

原
に
戻
り
、
そ
の
こ
と
を
報
告
し
よ
う
と
し
た
相
手
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
﹁
天
照
大
神
﹂
と
い
う
呼
称
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
伝
承
過
程
に
お
い
て
﹁
大
御
神
﹂
の
﹁
御
﹂
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
と
捉
え
る
の
が
最
も
穏
当
な
解

釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
す
べ
て
の
写
本
で
そ
う
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
欠
落
は
伝
承
過
程
の
か
な
り
早
い
時
期
に
起
こ
っ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
前
掲
の
小
野
田
光
雄
編
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
上
巻
︶﹄︵
四
百
四
十
五
頁
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、﹁
大
御
神
﹂
と
な
っ
て
い
る
写

本
が
一
つ
で
も
存
在
し
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
す
べ
て
の
写
本
で
﹁
大
神
﹂
と
な
っ
て
い
る
以
上
、﹁
御
﹂
が
欠
落
し
た
と
は
容
易
に
断
定
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
あ
え
て
古
事
記
神
話
に
お
い
て
﹁
大
御
神
﹂
か
ら
﹁
大
神
﹂
へ
の
意
図
的
な
変
更
が
あ
っ
た
と
い

う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
比
類
な
い
﹁
天
照
大
御
神
﹂
の
権
威
に
よ
っ
て
、
ア
マ
ノ
オ
シ

ホ
ミ
ミ
は
統
治
者
と
し
て
葦
原
の
中
つ
国
に
天
降
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
権
威
が
少
し
揺
ら
い
だ
と
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い
う
意
味
で
﹁
天
照
大
神
﹂
へ
の
降
格
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
﹁
独
り
神
﹂﹁
隠
り
身
﹂
で
あ
っ
た
タ
カ
ム
ム
ス

ヒ
が
顕
在
態
と
し
て
登
場
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
権
威
が
元
に
復
し
て
﹁
天
照
大
御
神
﹂
に
戻
っ
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
よ
う
な
理
解
は
あ
ま
り
に
も
技
巧
的
で
、不
自
然
さ
を
拭
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、さ
ら
に
、そ
の
場
合
、﹃
古

事
記
﹄﹁
中
つ
巻
﹂
で
二
回
出
て
く
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
呼
称
が
す
べ
て
﹁
天
照
大
神
﹂
と
な
っ
て
い
る
点
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題

も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

︵
15
︶﹁
照
ら
す
﹂
は
他
動
詞
で
あ
る
が
、
太
陽
や
月
に
つ
い
て
は
、﹁
照
る
﹂
と
同
じ
よ
う
に
自
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
上
代
語
辞

典
編
修
委
員
会
編
﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典 

上
代
篇
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
、
第
一
版
・
第
二
刷
、
三
省
堂
、
四
百
八
十
四
頁
の
﹁
照
ら
す
﹂
の
項
︶
を

参
照
。

︵
16
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注
﹃
古
事
記
﹄︵
三
百
五
十
六
頁
の
百
四
十
一
番
の
﹁
天
照
大
御
神
﹂
の
項
︶、
山
口
佳
紀
、
神
野
志
隆

光
校
注
・
訳
﹃
古
事
記
﹄︵
平
成
十
六
年
、
第
一
版
・
第
六
刷
、
日
本
古
典
文
学
全
集
１
、
小
学
館
、
五
十
二
頁
の
頭
注
四
︶
を
参
照
。

︵
17
︶
日
本
書
紀
別
伝
神
話
︵
第
九
段
の
第
八
書
︶
に
は
﹁
天
照
国
照
彦
火
明
命
﹂
と
い
う
名
の
神
が
登
場
す
る
。﹁
天
照
﹂
を
﹁
天
で
照
り
輝
く
﹂
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
当
然
、﹁
国
照
﹂
も
﹁
国
で
照
り
輝
く
﹂
と
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
同
じ
神
が
天
で
も
国
で
も
、
そ
の
場
所
に
居
て
、
照
り
輝
く
と

い
う
の
は
、
理
解
に
苦
し
む
点
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
天
と
国
を
場
所
で
は
な
く
、
対
象
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、﹁
天
や
国
を
照
ら
し
出
す
﹂
と
い
う

形
で
、
無
理
な
く
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
伝
承
の
同
一
の
文
脈
に
は
﹁
天
饒
石
国
饒
石
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
﹂
と
い
う
名

の
神
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
神
名
中
の
﹁
天
饒
石
国
饒
石
﹂
は
﹁
天
に0

賑
々
し
く
、
国
に0

賑
々
し
い
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
︵
前
掲
の
小
島
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憲
之
、西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
１
﹄︵
百
五
十
五
頁
の
頭
注
十
二
︶
を
参
照
︶、同
一
の
文
脈
に
あ
り
な
が
ら
、﹁
天
照
国
照
﹂
の
﹁
天
﹂﹁
国
﹂

に
つ
い
て
は
場
所
と
し
て
捉
え
、﹁
天
饒
石
国
饒
石
﹂の﹁
天
﹂﹁
国
﹂に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
不
統
一
な
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

﹁
天
照
﹂
を
﹁
天
を
照
ら
す
﹂
と
明
言
し
て
い
る
先
行
研
究
も
存
在
し
て
い
る
。
前
掲
の
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄︵
四
十
一

頁
～
四
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
18
︶
神
野
志
隆
光
著
﹃
古
事
記
の
達
成　

そ
の
論
理
と
方
法
﹄︵
平
成
十
九
年
、
第
一
版
・
第
二
刷
、
東
京
大
学
出
版
会
、
百
二
十
三
頁
～
百
二
十
五
頁
︶

を
参
照
。

︵
19
︶
た
だ
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
書
﹃
創
世
記
﹄
で
は
、
神
が
天
地
を
創
造
し
た
後
に
、
光
を
成
り
立
た
せ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
地
の
創
造
は
暗

黒
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。﹃
創
世
記
﹄︵
平
成
七
年
、
第
一
版
・
第
六
十
二
刷
、
岩
波
文
庫
、
九
頁
︶
を
参
照
。

︵
20
︶
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
以
前
に
、
高
天
原
と
葦
原
の
中
つ
国
と
い
う
二
つ
の
世
界
に
関
し
て
、
一
日
に
昼
夜
の
区
別
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
、
区
別

が
な
か
っ
た
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
高
天
原
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
古
事
記
神
話
の
記
述
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が

誕
生
す
る
以
前
に
光
に
関
す
る
描
写
は
な
い
の
で
、
明
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
古
事
記
神
話
に
見
ら
れ
る
具
象
的
な
思
考
方
法
と
い
う

特
色
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
高
天
原
に
も
夜
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
神
を
含
め
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
休
息
す
る

こ
と
を
失
っ
て
、
生
命
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
日
の
出
や
日
没
も
な
い
の
で
、
時
間
の
感
覚
自
体
が
麻
痺
し
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
太
陽
の
光
が
閉
ざ
さ
れ
、
月
の
光
が
射
し
て
い
る
夜
を
誰
が
司
る
の
か
と
い
う
の
が

次
の
問
題
と
な
る
が
、
記
述
が
な
い
以
上
、
論
理
的
に
考
察
し
て
み
る
と
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
生
成
や
発
展
に
関
わ
る
ム
ス
ヒ
で
あ
る
と
い
う
点
で
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太
陽
の
光
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
夜
も
ま
た
高
天
原
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
は
生
命
活
動
を
維
持
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
ツ
ク
ヨ
ミ
の
よ
う
な
夜
に
特
化
し
た
神
の
存
在
も
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
夜
を
も
司
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
葦
原
の
中
つ
国
に
つ
い
て
は
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
い
う
ム
ス
ヒ
の
神
が
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
が
高
天
原
の
昼
と
夜
を
司
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
も
同
様
に
葦
原
の
中
つ
国
の
昼
と
夜
を
司
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

︵
21
︶
イ
ザ
ナ
キ
に
付
加
さ
れ
る
語
が
﹁
命
﹂
か
ら
﹁
大
神
﹂
に
変
わ
り
︵
禊
ぎ
を
す
る
時
︶、
そ
の
後
に
ま
た
﹁
命
﹂
に
戻
る
︵
三
貴
子
を
誕
生
さ
せ
て

喜
ん
だ
時
︶
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
神
話
の
内
容
に
即
し
て
そ
の
都
度
、
使
い
分
け
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
単
な

る
書
写
上
の
混
乱
で
あ
る
と
も
断
定
し
か
ね
る
点
が
あ
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

︵
22
︶
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 
古
事
記
﹄︵
平
成
二
十
七
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
お
う
ふ
う
、
四
十
八
頁
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
訓
読

の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
。

︵
23
︶﹁
天
照
大
御
神
﹂
と
い
う
神
名
の
中
で
は
﹁
大
御
神
﹂
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
イ
ザ
ナ
キ
や
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
と
は
決
定
的
に
異

な
る
と
い
う
指
摘
し
て
い
る
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
太
陽
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
こ
そ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
神
の
本
質
で
あ

る
と
す
れ
ば
、や
は
り﹁
天
照
大
御
神
﹂と
い
う
神
名
の
中
で﹁
天
照
﹂が
中
心
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の
西
宮
一
民
校
注﹃
古
事
記
﹄

︵
三
百
五
十
六
頁
の
百
四
十
一
番﹁
天
照
大
御
神
﹂の
項
︶を
参
照
。
な
お
、前
掲
の
寺
川
眞
知
夫
著﹃
古
事
記
神
話
の
研
究
﹄︵
六
十
九
頁
～
七
十
二
頁
︶

を
も
参
照
。

︵
24
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
五
十
頁
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
訓
読
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
。
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︵
25
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
五
十
六
頁
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
訓
読
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
。

︵
26
︶
こ
の
点
は
日
本
書
紀
本
文
神
話
の
記
述
と
好
対
照
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
で
は
な
く
、
皇
祖
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
、
可
愛
が
っ
て
い
た
孫
に
天
降
り
を
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
介
在
し
て
い
る
形
跡
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀
１
﹄︵
百
十
九
頁
～
百
二
十
頁
︶
を
参
照
。

︵
27
︶こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
百
五
十
四
頁
～
百
五
十
六
頁
︶を
参
照
。

︵
28
︶
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
三
十
二
頁
～
三
十
四
頁
、
三
十
七
頁
～
三
十
八
頁
︶
を
参
照
。

︵
29
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
二
十
五
頁
︶
を
参
照
。

︵
30
︶
岸
根
敏
幸
著
﹃
日
本
の
神
話
︱
そ
の
諸
様
相
︱
﹄︵
平
成
二
十
九
年
、
第
一
版
・
第
五
刷
、
晃
洋
書
房
、
八
頁
︶、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神

話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
七
頁
～
九
頁
︶
を
参
照
。
な
お
、日
本
書
紀
本
文
神
話
で
は
﹁
高
天
原
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
世
界
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
断
言
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
神
野
志
隆
光
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄︵
昭
和
六
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
十
二
頁
、
六
十
一

頁
～
六
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
31
︶
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
百
二
十
九
頁
︶、
前
掲
の
倉
野
憲
司
著
﹃
古
事
記
全
注
釈　

第
二
巻 

上
巻
篇　

﹄︵
二
十
三
頁
～
二
十
七
頁
︶、
前
掲
の
西
郷
信
綱
著
﹃
古
事
記
注
釈　

第
一
巻
﹄︵
七
十
四
頁
︶、
西
宮
一
民
著
﹃
上
代
祭
祀
と
言
語
﹄︵
平

成
二
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
桜
楓
社
、
三
百
八
十
一
頁
～
三
百
九
十
一
頁
︶、
前
掲
の
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄︵
四
十

頁
～
四
十
三
頁
︶
を
参
照
。

（上）
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︵
32
︶
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
百
二
十
九
頁
︶、
西
宮
一
民
著
﹁
古
事
記
﹃
天
照
大
御
神
﹄
考
﹂︵
昭

和
五
十
三
年
、﹃
石
井
庄
司
博
士
喜
寿
記
念
論
集
﹄
所
収
、
塙
書
房
、
百
三
十
頁
～
百
三
十
一
頁
︶、
前
掲
の
水
林
彪
著
﹃
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り　

新
訂
版
﹄︵
四
十
三
頁
～
四
十
四
頁
︶
を
参
照
。

︵
33
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
九
十
一
頁
～
九
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
34
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
五
十
二
頁
︶
を
参
照
。

︵
35
︶
本
稿
の
第
六
章
で
扱
っ
て
い
る
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
子
で
あ
る
オ
モ
ヒ
カ
ネ
が
高
天
原
の
神
々
の
中
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
も
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

︵
36
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、佐
藤
信
、矢
嶋
泉
編﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
二
十
四
頁
︶を
参
照
。
た
だ
し
、訓
読
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
。
特
に﹁
隠
身
也
﹂

と
い
う
原
文
に
つ
い
て
は
、
大
半
の
校
訂
本
で
﹁
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
﹂︵
表
現
に
は
校
訂
本
に
よ
り
若
干
の
違
い
が
あ
る
︶
と
訓
読
し
、﹁
隠
り
身
﹂

と
訓
読
す
る
の
は
前
掲
の
田
中
頼
庸
校
訂
﹃
校
訂
古
事
記
﹄︵
一
丁
表
︶
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
身
を
隠
す
﹂
と
理
解
す
る
と
、

﹁
独
り
神
﹂
と
い
う
記
述
と
齟
齬
を
来
す
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
、
本
稿
で
は
﹁
隠
り
身
﹂
と
訓
読
し
て
お
き
た
い
。
前
掲
の
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記

注
釈　

第
一
巻
﹄︵
七
頁
︶
を
も
参
照
。
な
お
、﹁
隠
り
身
﹂
と
し
、﹁
隠
れ
身
﹂
と
は
し
な
い
の
は
、
上
代
に
四
段
活
用
の
﹁
隠
る
﹂
と
い
う
動
詞
が

あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。

︵
37
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
二
十
六
頁
︶
を
参
照
。

︵
38
︶
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹁
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
︵
前
編
︶
︱
︱
﹁
詔
り
別
き
﹂
と
﹁
詔
り
別
き
﹂、
お
よ
び
、
ウ
ケ
ヒ
︱
︱
﹂︵
二
頁
～
十
四
頁
、
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十
六
頁
～
二
十
頁
︶、
お
よ
び
、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
﹃
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
﹄︵
六
十
五
頁
～
六
十
八
頁
︶
を
参
照
。

︵
39
︶
こ
の
天
の
石
屋
に
つ
い
て
は
従
来
、
自
然
に
出
来
た
洞
窟
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
居
宣
長
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、

﹁
石
﹂
と
い
う
の
は
建
物
の
堅
固
を
表
す
た
め
の
語
で
あ
っ
て
、
石
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
古
事
記
神
話
に

は
ト
リ
ノ
イ
ハ
ク
ス
フ
ネ
︵
鳥
之
石
楠
船
︶
と
い
う
神
が
登
場
し
て
い
る
が
、
石
で
出
来
た
船
が
船
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
わ
け
も
な
く
、
こ
の

場
合
の
﹁
石
﹂
と
い
う
の
は
、
船
の
頑
強
さ
を
表
す
語
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
石
屋
を
自
然
に
出
来
た
洞
窟
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
洞
窟
に
き
ち
ん
と
し
た
戸
︱
︱
外
側
か
ら
開
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
内
側
に
籠
も
れ
ば
、
鍵
な
ど
を
か
け
て
、
外
か
ら
は
絶
対
に
開
け
ら
れ

な
く
な
る
よ
う
な
戸
︱
︱
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
戸
を
開
け
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
石
屋
の
中
に
閉
じ
籠
も
っ
た
と
捉
え
る
の
は
か
な
り
不
自
然

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
の
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄︵
三
百
五
十
頁
︶、
さ
ら
に
、
前
掲
の
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈　

第

一
巻
﹄︵
三
百
十
六
頁
～
三
百
十
七
頁
︶
を
も
参
照
。
た
だ
し
、
天
の
石
屋
籠
も
り
の
後
の
話
で
、
天
の
安
の
河
の
河
上
に
あ
っ
て
、
イ
ツ
ノ
オ
ハ
バ

リ
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
天
の
石
屋
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
述
に
乏
し
い
の
で
、
堅
固
な
建
物
な
の
か
、
文
字
通
り
自

然
に
出
来
た
洞
窟
な
の
か
確
定
的
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

︵
40
︶
前
掲
の
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
﹃
新
校 

古
事
記
﹄︵
三
十
七
頁
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
訓
読
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
改
め
た
。

︵
41
︶
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
が
な
ぜ
顕
在
化
し
た
の
か
と
い
う
の
は
古
事
記
神
話
に
お
け
る
大
き
な
問
題
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
顕
在
化
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
籠
も
り
の
後
に
、
す
な
わ
ち
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
名
実
と
も
に
高
天
原
の
統
治
者
と
な
っ

た
後
に
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
日
、
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

44（　）

九
二
八


