
　
　

古
事
記
神
話
に
お
け
る
「
隠
身
」
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
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は
じ
め
に

　

古
事
記
神
話
の
冒
頭
部
分
に
位
置
す
る
別
天
つ
神
と
神
世
七
代
の
記
述
に
は
「
隠
身
」
と
い
う
語
が
三
回
登
場
し
て
い
る
。「
隠
身
」

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
神
に
は
、
古
事
記
神
話
全
体
の
構
想
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
や
カ
ム
ム
ス
ヒ
も

含
ま
れ
て
お
り
、「
隠
身
」
と
は
何
か
と
い
う
解
明
が
、
古
事
記
神
話
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
容
易
に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、「
隠
身
」
に
関
し
て
様
々
な
考
察
が

な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
筆
者
の
見
る
か
ぎ
り
、
議
論
が
ま
だ
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
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る
。
そ
れ
に
関
し
て
ま
ず
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、「
隠
身
」
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
訓
読
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿

で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
『
古
事
記
』
に
お
け
る
語
法
と
い
う
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
検
討
し
た
い
と
思
う
。

一　
「
隠
身
」
の
訓
読
に
お
け
る
二
つ
の
型

　
「
隠
身
」
と
い
う
語
（
厳
密
に
は
「
隠
身
也
」
と
い
う
文
章
）
を
ど
の
よ
う
に
訓
読
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て

二
つ
の
型
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
が
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
『
古
事
記
』
の
写
本
、
校
訂
テ
キ
ス
ト
、
関
連
す
る
研
究
文
献
に

見
ら
れ
る
訓
読
も
、
そ
の
二
つ
の
型
の
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
二
つ
の
型
に
つ
い
て
説
明

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
つ
の
型
は
、「
身
」
を
「
隠
す
」
と
い
う
他
動
詞
の
目
的
語
と
捉
え
て
、「
身
を
隠
す
」
と
訓
読
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
身
を
隠

す
」
に
敬
語
を
付
加
す
る
の
か
ど
う
か
、
付
加
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
敬
語
を
ど
こ
に
付
加
す
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
助
動
詞
を

付
加
す
る
の
か
ど
う
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
訓
読
に
は
さ
ら
に
違
い
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
型
の
訓
読
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

・
身
を
隠
し
き）

1
（

　
　

・
身
を
隠
し
た
ま
ふ）

2
（
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・
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き）

3
（

　
　

・
身
を
隠
し
た
ま
へ
り）

4
（

　
　

・
身
を
隠
し
ま
す）

5
（

　
　

・
身
を
隠
し
ま
し
き）

6
（

　
　

・
身み
み

を
隠
し
ま
す）

7
（

　
　

・
身み

み

を
隠
し
た
ま
ひ
き）

8
（

　

こ
の
よ
う
に
、
微
妙
な
違
い
に
ま
で
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
様
々
な
訓
読
の
仕
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
違
い
は
、「
隠
身
」
と
い
う
語
を
解
釈
す
る
上
で
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
の
以
下
の
記
述
で
は
、
そ
れ
ら
の
訓
読
を
「
身
を
隠
す
」
型
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
と

思
う
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
型
は
、「
隠
」
を
「
隠
る
」
と
い
う
自
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え）

9
（

、
そ
れ
を
「
身
」
と

い
う
名
詞
と
結
び
つ
け
て
複
合
語
化
さ
せ
た
「
隠
り
身）

10
（

」
と
訓
読
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
隠
身
」
と
い
う
訓
読
の
後

に
敬
語
を
付
加
す
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
助
動
詞
を
付
加
す
る
の
か
ど
う
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
訓
読
に
は
さ
ら
に
違
い
が
出
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
型
の
訓
読
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る）

11
（

。

　
　

・
隠
身
な
り
き）

12
（
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・
隠
身
に
ま
す）

13
（

　
　

・
隠
身
に
ま
し
ま
す）

14
（

　
　

・
隠
身
を
治し
ろ

し
め
し
き）

15
（

　

最
後
の
「
隠
身
を
治
し
め
し
き
」
と
い
う
の
は
か
な
り
破
格
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
こ
の
型
の
訓
読
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ら
の
違
い
は
、「
隠
身
」
と
い
う
語
を
解
釈
す
る
上
で
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
の
以
下
の
記
述
で
は
、
そ
れ
ら
の
訓
読
を
「
隠
り
身
」
型
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
と

思
う
。

二　
「
隠
り
身
」
と
い
う
訓
読
を
阻
む
主
張

　

前
章
で
示
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
の
写
本
、
校
訂
テ
キ
ス
ト
、
関
連
す
る
研
究
文
献
を
見
る
か
ぎ
り
、「
身
を
隠
す
」
型
の
訓
読
を

採
用
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
と
言
え
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
と
い
っ

た
広
く
知
ら
れ
た
『
古
事
記
』
校
訂
テ
キ
ス
ト
も
、
そ
の
よ
う
な
訓
読
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、「
隠
り

身
」
型
の
訓
読
を
採
用
し
て
い
る
も
の
も
若
干
で
は
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
訓
読
の
妥
当
性
は
多
数
決
に
よ
っ
て
、
あ
る

い
は
、
何
ら
か
の
権
威
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
し
か
る
べ
き
根
拠
に
基
づ
い
て
、
ど
ち
ら
の
型
の
訓
読
が
妥
当
で
あ
る
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の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
根
拠
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
主
張
（
本
稿
の
以
下
の
記
述
で
は
、
こ
の
主
張
を
「
前
述

の
主
張
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
）
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
い）

16
（

。
そ
れ
は
「
而
」
と
い
う
語
の
存
在
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
主
張
に
言
及
す
る
前
に
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
に

お
い
て
「
隠
身
」
と
い
う
語
は
三
回
登
場
し
て
い
て
、
そ
れ
を
含
む
文
章
の
原
文
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

・
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
「
独
神
」
と
い
う
語
は
「
隠
身
」
と
い
う
語
に
常
に
結
び
つ
い
て
登
場
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は

不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
隠
身
」
の
意
味
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
な

の
で
、
本
稿
で
は
あ
え
て
触
れ
ず
、
別
稿
で
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
に
含
ま
れ
る
「
而
」
と
い
う
語
は
文
脈
上
、
順

接
の
接
続
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
し
か
し
て
」
や
「
し
か
う
し
て
」
と
は
訓
読
し
な
い
で
、

直
前
の
語
の
末
尾
を
「
し
て
」
や
「
て
」
と
い
う
形
に
変
化
さ
せ
て
、「
而
」
は
実
際
に
は
訓
読
し
な
い
置
き
字
と
し
て
扱
う
の
が
通
例

で
あ
る
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
触
れ
た
主
張
と
い
う
の
は
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
い
る
前
後
の
部
分
は
、
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
よ

う
な
形
で
訓
読
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
Ａ
而
Ｂ
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
Ａ
が
体
言
な
ら
ば

Ｂ
も
体
言
と
し
、
Ａ
が
用
言
な
ら
ば
Ｂ
も
用
言
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
形
を
そ
ろ
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主

5（　）
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張
を
「
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
」
と
い
う
文
章
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
前
の
部
分
は
ど
う
考
え
て
も
、「
成
り
坐
し
て
」
と
訓
読
す
る
し

か
な
く
、
明
ら
か
に
用
言
の
形
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
後
の
部
分
も
同
様
に
「
身
を
隠
す
」
と
い
う
用
言
の
形
で
訓
読
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
隠
り
身
」
と
い
う
体
言
の
形
で
訓
読
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
は
、
今
か
ら
九
十
年
以
上
も
前
の
大
正
時
代
末
期
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
取
り
立
て
て
批
判

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
古
事
記
神
話
研
究
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た）

17
（

。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
こ
そ
が
「
隠
り
身
」
と
い
う

訓
読
を
阻
ん
で
き
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
主
張
と
直
接
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
引
用
し
た
文
章
の
末
尾
に
あ
る
「
也
」
は
、
文
末
で
は
直
前
の
体
言
に
付
い

て
「
な
り
」
と
訓
読
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
も
し
「
な
り
」
と
訓
読
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
直
前
の
語
は
体
言
の
形
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
「
隠
身
」
を
「
隠
り
身
」
と
い
う
体
言
と
し
て
訓
読
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
根
拠
に
は
な
り
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
隠
身
」
が
「
隠
り
身
」
と
い
う
体
言
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
な
ら
ば
、
直
後
の
「
也
」
は
確
か
に
「
な
り
」

と
訓
読
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、「
隠
身
」
が
「
身
を
隠
す
」
と
い
う
用
言
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
也
」
は
置
き
字
と
し
て
訓

読
さ
れ
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
置
き
字
と
し
て
の
「
也
」
の
用
例
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、『
古

事
記
』
に
は
実
に
多
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
用
例
に
は
、
古
事
記
神
話
の
文
章
で
、
前
の
部
分
に
「
而
」
を
含
む
も
の
を
特

に
選
ん
で
い
る）

18
（

。

　
　

・
天
沼
矛
を
賜
ひ
て
、
言
依
せ
賜
ひ
き
（
賜
天
沼
矛
而
、
言
依
賜
也
）。

6（　）
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・  

竺
紫
の
日
向
の
橘
小
門
の
阿
波
岐
原
に
到
り
坐
し
て
、
禊
ぎ
祓
へ
た
ま
ひ
き
（
到
坐
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
而
、
禊
祓

也
）。

　
　

・
天
石
屋
の
戸
を
開
き
て
、
刺
し
こ
も
り
坐
し
き
（
開
天
石
屋
戸
而
、
刺
許
母
理
坐
也
）。

　
　

・
如
此
行
ひ
定
め
て
、
日
八
日
夜
八
夜
以
ち
て
遊
び
き
（
如
此
行
定
而
、
日
八
日
夜
八
夜
以
遊
也
）。

　
　

・
手
足
に
取
り
懸
り
て
、
哭
き
悲
し
び
き
（
取
懸
手
足
而
哭
悲
也
）。

　
　

・
天
逆
手
を
青
柴
垣
に
打
ち
成
し
て
、
隠
り
き
（
天
逆
手
矣
、
於
青
柴
垣
打
成
而
隠
也
）。

　
　

・
火
を
以
ち
て
其
の
殿
に
著
け
て
、
産
み
き
（
以
火
著
其
殿
而
産
也
）。

　

こ
れ
ら
の
用
例
の
よ
う
に
、
古
事
記
神
話
に
お
い
て
文
章
の
末
尾
に
「
也
」
が
置
き
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
多
く
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
直
前
の
語
が
体
言
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
が
体
言
な
ら
体
言
、
用
言
な
ら
用
言
と
形
が
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
主
張
は
、
現
在
で
も
な
お
有
効
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、「
隠
り
身
」
型
の
訓
読
は
か
な
り
分
が
悪
い
状
態
に
あ
る
と
言
え
る

の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
漢
文
の
訓
読
文
に
「
信
に
し
て
疑
は
れ
、
忠
に
し
て
謗
ら
る
」（
信
而
見
疑
、
忠
而
被
謗）

19
（

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
は
『
史
記
』（
屈
原
賈
生
列
伝
）
の
中
に
あ
る
有
名
な
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
は
「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
が
体

言
と
用
言
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
而
」
を
は
さ
む
前
後
の
部
分
が
同
じ
形
に
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
、
こ
こ
で
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
般
論
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
で
そ
の
よ
う
な
形
が
あ
り
う
る
の
か

と
い
う
点
こ
そ
が
最
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
こ
の
主
張
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
が
同
じ
形
に
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
一
般
論
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
に
し
て
も
、『
古
事
記
』
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
も
し
こ
の
主
張
に
反
す
る
よ
う
な
用
例
が
『
古
事
記
』
の
中
に
見
つ
か
る
と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
『
古
事
記
』
に
お
い
て
と
い

う
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
が
異
な
る
形
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
、
こ
こ
で
は
特
に
「
隠
り
身
」

と
い
う
訓
読
の
可
能
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
な
す
べ
き
こ
と
は
、「
而
」
を
は
さ

ん
だ
前
後
の
形
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
の
用
例
を
網
羅
的
に
調
べ
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三　
「
而
」
の
前
後
の
形
に
関
わ
る
『
古
事
記
』
の
用
例
調
査

　
「
而
」
と
い
う
語
は
『
古
事
記
』
全
体
で
は
五
百
七
十
三
回
登
場
し
て
い
る
（
そ
の
う
ち
、
古
事
記
神
話
で
は
二
百
六
十
六
回）

20
（

）
が
、

そ
れ
は
す
べ
て
「
Ａ
而
Ｂ
」
と
い
う
形
で
登
場
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
而
」
は
前
の
部
分
と
後
の
部
分
と
い
う
二
つ
の
間
に
は
さ
ま
る

形
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
・
・
・
。
而
し
て
（
而
る
に
）・
・
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
に
あ
る
完
結
し
た
文
章
に
対
し

て
、
逆
説
的
に
別
の
文
章
が
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
語
法
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

8（　）
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な
お
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
『
古
事
記
』
全
体
の
回
数
に
は
、「
上
つ
巻
」
の
冒
頭
に
あ
る
序
文
に
十
三
回
登
場
す
る
用
例
も
含
ま
れ
て
い

る
が
、
そ
の
序
文
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
『
古
事
記
』
自
体
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
本
来
の
『
古
事
記
』
に
は
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

21
（

。
筆
者
は
そ
の
序
文
の
実
在
性
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
に
基
づ
い
て
、『
古
事
記
』
の
特
色
を
論
じ
る
の
は
危
険
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る）

22
（

。

し
た
が
っ
て
、
調
査
の
対
象
に
は
す
る
が
、
序
文
に
登
場
す
る
「
而
」
の
前
後
の
形
に
関
わ
る
用
例
に
し
か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
顕
著
な

特
色
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
扱
い
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
調
査
を
終
え
た
結
果
か
ら
言
え
ば
、
序

文
の
用
例
に
し
か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
顕
著
な
特
色
と
い
う
も
の
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
実
質
的
に
は
何
の
影
響
も
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
用
例
を
調
査
し
た
結
果
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
五
百
七
十
三
回
中
で
五
百
五
十
四
回
（
古
事
記
神
話
で
は
二
百
六
十
六
回
中
で

二
百
五
十
七
回
）
と
い
う
大
部
分
の
用
例
が
、「
用
言
＋
而
＋
用
言
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
の
場
合
の
用
言
と
い
う

の
は
す
べ
て
動
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
大
部
分
の
用
例
に
は
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
、「
如
Ａ
而
Ｂ
」
と
い

う
形
で
、
前
の
部
分
が
「
如
く
し
て
」
と
い
う
助
動
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
形
の
も
の
が
十
一
回
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
用
例
を
紹
介
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る）

23
（

。

　
　

・  

国
稚
く
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
に
、
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰
れ
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は

（
国
稚
如
浮
脂
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
、
如
葦
牙
因
萌
騰
物
而
成
神
名
）、
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・
赤
か
が
ち
の
如
く
し
て
、
身
一
つ
に
八
つ
の
頭
・
八
の
尾
有
り
（
如
赤
加
賀
智
而
、
身
一
有
八
頭
・
八
尾
）。

　
　

・  
唯
、
僕
が
住
所
を
ば
、
天
つ
神
の
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
す
と
だ
る
天
の
御
巣
の
如
く
し
て
、
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高

天
原
に
氷
木
た
か
し
り
て
、
治
め
賜
は
ば
（
唯
、
僕
住
所
者
、
如
天
神
御
子
之
天
津
日
継
所
知
之
登
陀
流
天
之
御
巣
而
、
於
底
津

石
根
宮
柱
布
斗
斯
理
、
於
高
天
原
氷
木
多
迦
斯
理
而
、
治
賜
者
）、

　
　

・
恒つ

ね

に
石
の
如
く
し
て
、
常と
き
はに
堅
く
動
か
ず
坐
さ
む
（
恒
如
石
而
、
常
堅
不
動
坐
）。

　

助
動
詞
は
自
立
語
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
言
え
ば
、
用
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
如
し
」
を
無
視
し
て
、

「
体
言
＋
而
＋
用
言
」
の
用
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
助
動
詞
は
活
用
す
る
の
で
、
相
対
的
に
は
、
体
言
よ

り
は
用
言
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
一
番
目
の
用
例
で
、「
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
」
が
「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
何
と
並
列
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
判
断
に

苦
し
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、
①
く
ら
げ
な
す
（「
な
す
」
は
「
〜
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
を
表
す
補
助

動
詞
と
さ
れ
る）

24
（

）、
②
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
、
③
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
に
、
と
い
う
三
つ
が
想
定
さ
れ
る
が
、
③
の
よ
う
に

捉
え
る
と
、「
国
稚
く
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
」
が
、「
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
に
」
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
「
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰

が
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
」
と
い
う
文
章
と
そ
の
ま
ま
接
続
し
て
し
ま
い
、
文
意
が
通
じ
な
く
な
る
の
で
、
実
際
の
可
能
性
と

し
て
は
論
外
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
浮
け
る
脂
」
が
「
た
だ
よ
へ
る
」
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
①
か
②
の
ど
ち
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
雲
が
漂
う
」
と
い
う
言
い
方
は
普
通
に
な
さ
れ
る
の
で
、
無
生
物
で
あ
る
脂
が
漂
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

10（　）
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う
か
ら
、
①
の
よ
う
に
、「
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
」
が
「
く
ら
げ
な
す
」
と
並
列
さ
れ
て
、
と
も
に
「
た
だ
よ
へ
る
」
に
掛
か
っ
て
い

る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
も
う
一
方
の
②
の
よ
う
に
、「
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
」
と
「
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
」

が
並
列
さ
れ
て
、
と
も
に
「
時
に
」
掛
か
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
断
定
的
に
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

三
番
目
の
用
例
は
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
単
純
な
並
列
と
は
思
え
な
い
、
複
雑
な
構
造
を
も
つ
文
章
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
章
の
基
本
的
な
構
造
は
、「
唯
、
僕
が
住
所
を
ば
」
と
「
治
め
賜
は
ば
」（
こ
の
場
合
の
「
治
む
」
と
は
建
物
を
作
る
と
い
う
こ
と）

25
（

）

と
が
、
目
的
語
と
動
詞
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
の
「
治
め
賜
」
う
仕
方
を
補
足
説
明
す
る
「
天
つ
神

の
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
す
と
だ
る
天
の
御
巣
の
如
く
し
て
」
と
「
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷
木
た
か
し
り
て
」
と
い

う
二
つ
の
句
が
各
々
末
尾
に
「
而
」
を
伴
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
よ
う
な
語
法
は
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
用
言
＋
而
＋
用
言
」
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
用
例
の
中
で
特
筆
す
べ
き
も
の
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
他
に
も
、「
悪

し
き
事
に
あ
れ
ど
も
一
言
、
善
き
事
に
あ
れ
ど
も
一
言
」（
雖
悪
事
而
一
言
、
雖
善
事
而
一
言
）
や
、
三
回
登
場
し
て
い
て
、
殆
ど
定
型

的
な
接
続
詞
と
化
し
て
い
る
「
然
く
し
て
」（
然
而
、・
・
・
）
の
よ
う
に
、「
用
言
＋
而
＋
用
言
」
以
外
の
用
例
が
、
数
と
し
て
は
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
が
、
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る）

26
（

。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
こ
の
調
査
の
目
的
で
あ
る
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
体
言
と
用
言
が
並
ん
で
い
る
、
す
な
わ
ち
、「
体
言
＋
而
＋
用
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言
」
あ
る
い
は
「
用
言
＋
而
＋
体
言
」
と
な
っ
て
い
る
用
例
が
見
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う

な
用
例
が
存
在
し
て
い
る
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
者
の
「
体
言
＋
而
＋
用
言
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
用
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
挙
げ

ら
れ
る）

27
（

。

　
　

・
身
一
つ
に
し
て
、
面
四
つ
有
り
て
（
身
一
而
有
面
四
）、

　

こ
れ
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
で
生
ま
れ
た
伊
予
の
二
名
嶋
と
筑
紫
嶋
に
関
す
る
説
明
で
出
て
く
る
も
の
で
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
用
例
は
二
回
登
場
し
て
い
る
。「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
前
の
部
分
が
体
言
、
後
の
部
分
が
用
言
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
て
、

明
ら
か
に
「
而
」
を
は
さ
ん
で
体
言
と
用
言
が
並
列
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
体
言
と
用
言
が
並
列
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
こ
の
用
例
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
身
一
つ
に
し
て
」

と
い
う
文
章
が
、
そ
れ
を
読
む
読
者
に
は
「
身
一
つ
有
り
て
」
と
い
う
形
に
容
易
に
変
換
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿

が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
「
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
」
と
い
う
文
章
を
「
独
神
に
成
り
坐
し
て
、
隠
り
身
な
り
」
と
訓
読
し
た
場
合
、

そ
の
文
章
を
す
ん
な
り
と
は
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
成
り
坐
し
て
」
と
「
隠
り
身
」
の
間
に
は
、
何
か
段

差
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
単
に
並
列
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
身
一
つ
に
し
て
、
面
四
つ
有
り
て
」
と
い
う
用
例
は
、
確
か
に
「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
前
の
部
分
が
体
言
、
後
の
部
分
が
用
言
と
な
っ

て
い
て
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
形
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
い
う
形
が
『
古
事
記
』
に
実
際
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
前
述
の
主
張
に
対
し
て
、「
隠
身
」
と
い
う
原
文
を
「
身

12（　）
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を
隠
す
」
で
は
な
く
、「
隠
り
身
」
と
訓
読
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
決
定
的
な
根
拠
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
さ
ら
に
新
た
な
用
例
を
追
加
し
て
根
拠
を
補
強
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
が
見
る
か
ぎ
り
、
次
に
示
す
用
例
は
前
述
の
主

張
を
覆
す
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
用
言
＋
而
＋
体
言
」
の
形
に
な
っ
て
い
る）

28
（

。

　
　

・  

此
の
地
は
、
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
、
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
照
ら
す
国
な
り
（
此
地
者
、
向
韓
国
、

真
来
通
笠
沙
之
御
前
而）

29
（

、
朝
日
之
直
刺
国
、
夕
日
之
日
照
国
也
）。

　

こ
れ
は
、
天
降
り
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
定
住
し
よ
う
と
し
た
場
所
を
ほ
め
称
え
た
言
挙
げ）

30
（

の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、

「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
韓
国
に
向
ひ
」
と
「
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
」
と
い
う
二
つ
の
用
言

と
、「
朝
日
の
直
刺
す
国
」
と
「
夕
日
の
照
ら
す
国
」
と
い
う
二
つ
の
体
言
と
が
並
列
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
」
と
「
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
照
ら
す
国
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
の
間
に
は
、

「
独
り
神
と
成
り
坐
し
て
」
と
「
隠
り
身
」
と
の
間
に
見
ら
れ
た
も
の
と
同
様
に
段
差
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
違
和
感
が
あ
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
違
和
感
を
も
た
ら
す
そ
の
段
差
の
正
体
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

引
用
し
た
新
た
な
用
例
の
文
章
は
、
そ
の
基
本
的
な
構
造
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
此
の
地
は
」
と
「
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
照

ら
す
国
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
が
主
語
と
述
語
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
部
分

の
間
に
、「
韓
国
に
向
ひ
」「
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
」
と
い
う
二
つ
の
句
が
「
而
」
を
末
尾
に
伴
っ
て
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
こ
の
二
つ
の
句
は
、
文
脈
か
ら
み
て
、「
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
照
ら
す
国
」
に
つ
い
て
補
足
説
明
を
す
る
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
、「
韓
国
に
向
ひ
」「
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
」
と
い
う
二
つ
の
用
言
が
「
朝
日
の
直
刺
す
国
」「
夕

日
の
照
ら
す
国
」
と
い
う
二
つ
の
体
言
と
「
而
」
を
は
さ
ん
で
並
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
主
語
と

述
語
か
ら
な
る
元
々
の
文
章
に
、
別
の
句
が
述
語
を
補
足
説
明
す
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
よ
う
に
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
体
言
と
用
言
が
並
ん
で
い
る
、
前
述
の
「
身
一
つ
に
し
て
、
面
四

つ
有
り
て
」
と
は
異
な
っ
た
構
造
を
も
つ
用
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
構
造
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
用
例
が
も
う
一
つ
存
在
し
て
い
る）

31
（

。

　
　

・  

其
の
天
之
日
矛
の
持
ち
渡
り
来
し
物
は
、
玉
津
宝
と
云
ひ
て
、
珠
二
貫
、
又
、
浪
振
る
比
礼
、
浪
切
る
比
礼
、
風
振
る
比
礼
、
風

切
る
比
礼
、
又
、
奥
津
鏡
、
辺
津
鏡
、
并
せ
て
八
種
な
り
（
其
天
之
日
矛
持
来
物
者
、
玉
津
宝
云
而
、
珠
二
貫
、
又
、
振
浪
比

礼
、
切
浪
比
礼
、
振
風
比
礼
、
切
風
比
礼
、
又
、
奥
津
鏡
、
辺
津
鏡
、
并
八
種
也
）。

　

こ
れ
は
古
事
記
神
話
で
は
な
く
、『
古
事
記
』「
中
つ
巻
」
に
見
ら
れ
る
記
述
で
、
外
国
か
ら
日
本
に
や
っ
て
来
た
ア
マ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
将

来
し
て
き
た
物
に
つ
い
て
語
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
も
基
本
的
な
構
造
は
「
其
の
天
之
日
矛
の
持
ち
来
し
物
は
」
と
「
珠
二
貫
、
又
、

浪
振
る
比
礼
、
浪
切
る
比
礼
、
風
振
る
比
礼
、
風
切
る
比
礼
、
又
、
奥
津
鏡
、
辺
津
鏡
、
并
せ
て
八
種
な
り
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
が
主

語
・
述
語
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
部
分
の
間
に
、「
玉
津
宝
と
云
ひ
て
」（
玉
津
宝
云
而
）
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と
い
う
句
が
「
而
」
を
末
尾
に
伴
っ
て
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
も
、
挿
入
さ
れ
た
「
玉
津
宝
と
云
ひ
て
」

と
い
う
句
は
、
列
挙
さ
れ
た
八
つ
の
物
を
総
称
す
る
名
称
を
付
加
す
る
と
い
う
補
足
説
明
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
而
」
と
い
う
語
が
前
後
の
部
分
を
並
列
さ
せ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
句
の
末
尾
に
付
随
し
て
、
そ
れ
を

挿
入
句
の
よ
う
な
形
に
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
「
如
Ａ
而
Ｂ
」
の
形
と
し
て
示
し
た
三
番
目
の
用
例
の
説
明
の
と
こ
ろ

で
も
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
引
用
し
た
こ
の
二
つ
の
用
例
を
一
つ
の
形
式
と
し
て
表
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
Ａ
は
Ｂ

な
り
」（
Ａ
者
、
Ｂ
也
）
と
い
う
の
が
文
章
の
基
本
的
な
構
造
で
あ
り
、
そ
の
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
、「
而
」
を
末
尾
に
伴
っ
た
Ｃ
が
挿
入
さ
れ

て
、「
Ａ
は
、
Ｃ
に
し
て
、
Ｂ
な
り
」（
Ａ
者
、
Ｃ
而
、
Ｂ
也
）
と
い
う
新
た
な
構
造
を
作
り
出
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
つ
の
用
例
に
お
い
て
、
Ｃ
は
用
言
で
あ
り
、
Ｂ
は
体
言
な
の
で
、
結
果
と
し
て
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
用
言
と
体

言
が
並
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
用
例
を
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
だ
け
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
が
単
に
並
列
さ
せ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
実
に
不
安
定
な
表
現
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
前
述
の
主
張
の
よ
う

に
、
そ
の
よ
う
な
形
は
語
法
上
、
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
は
本
来
、
並

列
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
元
々
の
文
章
に
、「
而
」
を
末
尾
に
伴
う
句
が
挿
入
さ
れ
、
そ

し
て
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
が
あ
た
か
も
並
列
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
、
読
む
側
も
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
し
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ま
う
こ
と
こ
そ
が
、
前
述
し
た
違
和
感
を
も
た
ら
す
段
差
の
正
体
と
言
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

四　
「
隠
身
」
を
含
む
文
章
の
語
法
的
な
考
察

　

そ
し
て
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
隠
身
」
も
、
ま
さ
に
第
三
章
で
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
特
徴
的
な
構
造
を
も
つ
文
章
と
関
連

づ
け
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
引
用
・
言
及
し
て
き
た
「
隠
身
」
を
含
む
文
章
は
、
論
述
の
都
合
上
、

そ
の
一
部
し
か
示
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
原
文
は
次
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
三
回
登
場
す
る

用
例
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
正
確
を
期
す
る
た
め
、
三
つ
と
も
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　

・
此
三
柱
神
者
、
並
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

　
　

・
此
二
柱
神
亦
、
並
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

　
　

・
此
二
柱
神
亦
、
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

　

こ
の
用
例
で
「
者
」
が
「
亦
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
両
者
に

本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
章
に
お
け
る
基
本
的
な
構
造
は
、「
神
者
」
が
「
隠
身
也
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
三
章
で
挙
げ
た
二
つ
の
用
例
と
同
じ
で
、
主
語
と
述
語
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ

る
。
後
者
の
「
隠
身
也
」
を
ど
の
よ
う
に
訓
読
す
る
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
基
本
的
な
構
造
だ
け
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
、「
神
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は
、
身
を
隠
し
き
」、「
神
は
、
隠
り
身
な
り
」
の
ど
ち
ら
に
も
訓
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
而
」
を
末
尾

に
伴
っ
た
「
独
神
と
成
り
坐
し
て
」
と
い
う
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
挿
入
句
が
、
基

本
的
な
構
造
を
担
っ
て
い
る
述
語
を
補
足
説
明
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
用
例
に
お
い
て

は
、「
独
神
」
が
「
隠
身
」
に
常
に
結
び
つ
い
て
登
場
し
て
い
る
と
い
う
不
可
分
な
関
係
か
ら
み
て
、「
独
神
と
成
り
坐
し
て
」
と
い
う
の

は
、「
隠
り
身
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
独
神
と
成
り
坐
し

0

0

0

0

」

た
か
ら

0

0

0

、「
隠
り
身
」
な
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
語
法
上
か
ら
「
隠
身
」
の

訓
読
を
問
お
う
と
し
て
い
る
の
で
（
も
っ
と
も
、
意
味
へ
の
理
解
が
な
く
し
て
、
正
し
く
訓
読
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
）、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
扱
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
而
」
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
部
分
は
、
体
言
な
ら
体
言
、
用
言
な
ら
用
言
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
形
に

そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
述
の
主
張
が
、
少
な
く
も
『
古
事
記
』
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
0

0

、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
登
場
数
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、『
古
事
記
』
の
中
に
、「
而
」
を
は
さ
ん

だ
前
の
部
分
が
用
言
、
後
の
部
分
が
体
言
と
い
う
よ
う
に
、
形
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
用
例
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
「
Ａ
は
Ｂ
な
り
」（
Ａ
者
、
Ｂ
也
）
と
い
う
基
本
的
な
構
造
に
、「
而
」
を
末
尾
に
伴
う
Ｃ
が
挿
入
さ
れ
て
、「
Ａ
は
、
Ｃ
に
し
て
、

Ｂ
な
り
」（
Ａ
者
、
Ｃ
而
、
Ｂ
也
）
と
い
う
特
徴
的
な
構
造
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
引
用
し
た
二
つ
の
用
例
の
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
る
「
朝
日
之
直
刺
国
、
夕
日
之
日
照
国
也
」
と
「
珠
二
貫
、
又
、
振
浪
比
礼
、
切
浪
比
礼
、
振
風
比
礼
、
切
風
比
礼
、
又
、
奥
津
鏡
、

17（　）

古
事
記
神
話
に
お
け
る
﹁
隠
身
﹂
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
︵
岸
根
︶

四
四
九



辺
津
鏡
、
并
八
種
也
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
Ｂ
の
部
分
は
明
ら
か
に
体
言
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、「
也
」
も
前
述
の

よ
う
な
置
き
字
と
し
て
で
は
な
く
、「
な
り
」（「
ぞ
」
も
可
能
で
あ
ろ
う
）
と
訓
読
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
文
章
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
複
数
回
登
場
し
て
い
て
、
そ
れ
が
意
図
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、「
隠
身
也
」
に
つ
い
て
も
、「
隠
り
身
な
り
」
と
い
う
体
言
の
形
で
訓
読
す
る
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、「
而
」
の
前
の
部
分
が
「
成
り
坐
し
て
」
と
い
う
用
言
で
あ
る
か
ら
、「
隠
身
」
も
「
身
を
隠
す
」
と
い
う
用
言
の
形
で
訓
読
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
、「
隠
り
身
」
と
い
う
訓
読
を
長
年
阻
ん
で
き
た
前
述
の
主
張
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
用
例
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は

な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
主
張
は
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
と
題
さ

れ
た
書
籍
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、「
隠
身
」
の
訓
読
に
関
し
て
は
、
一
般
論
の
域
を
超
え
る
こ
と
な
く
、『
古
事
記
』

に
見
ら
れ
る
「
特
殊
な
る
訓
法
」
を
見
落
と
し
て
い
る
可
能
性
も
想
定
さ
れ
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
三
回
登
場
す
る
「
隠
身
」
と
い
う
語
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
訓
読

に
つ
い
て
は
、「
身
を
隠
す
」
型
の
訓
読
が
多
数
派
、「
隠
り
身
」
型
の
訓
読
は
少
数
派
と
言
え
る
状
況
で
あ
り
、
し
か
も
、「
而
」
を
は

さ
ん
だ
前
後
の
部
分
は
体
言
な
ら
体
言
、
用
言
な
ら
用
言
と
い
う
よ
う
に
形
を
そ
ろ
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
と
い
う
通
説
化
し
た
主
張
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が
、「
隠
り
身
」
と
訓
読
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
「
而
」
に
関
わ
る

用
例
を
網
羅
的
に
調
査
し
、
そ
の
主
張
が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
必
ず
し
も
合
致
し
て
い
な

い
用
例
を
複
数
見
出
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
「
Ａ
は
、
Ｃ
に
し
て
、
Ｂ
な
り
」（
Ａ
者
、
Ｃ
而
、
Ｂ
也
）
と
い
う
特
徴
的
な
構
造
を
見
出
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
「
隠
身
」
と
い
う
語
を
含
む
文
章
が
、
そ
の
よ
う
な
用
例
と
ま
っ
た
く
同
一

の
構
造
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
察
で
切
り
開
か
れ
た
知
見
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
隠
身
」
と
い
う
語
を
「
隠
り
身
」
と
訓
読
す
る
こ
と
が
決

し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
（
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
構
造
を
も
つ
用
例
で
は
、「
而
」

を
は
さ
ん
だ
後
の
部
分
が
体
言
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、「
隠
身
也
」
に
つ
い
て
も
体
言
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
可
能
性
は
か
な

り
高
い
と
言
え
る
が
）、「
身
を
隠
す
」
型
の
訓
読
と
、
よ
う
や
く
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
の
か
も
し
れ
な
い）

32
（

。
そ
し
て
、「
隠
身
」
を
「
身
を
隠
す
」
で
は
な
く
、「
隠
り
身
」
と
訓
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
た

め
に
は
、「
隠
身
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
意
味
を
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
「
隠
身
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
神
の
古
事

記
神
話
に
お
け
る
位
置
づ
け
、「
隠
身
」
と
常
に
結
び
つ
い
て
登
場
す
る
「
独
神
」
と
い
う
語
の
意
味
、
さ
ら
に
、「
身
を
隠
す
」
と
い
う

こ
と
が
古
事
記
神
話
の
構
想
上
で
成
り
立
ち
う
る
の
か
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
課

題
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
古
事
記
神
話
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
「
隠
身
」
に
つ
い
て
、
あ

く
ま
で
も
『
古
事
記
』
に
お
け
る
語
法
と
い
う
側
面
か
ら
、
訓
読
の
あ
る
べ
き
形
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
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注（
1
）　

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
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
、
小
学
館
、
二
十
九
頁
）
を

参
照
。

（
2
）　
『
寛
永
版
本 

古
事
記
』（
正
式
な
書
名
は
不
明
で
あ
る
。
寛
永
二
十
一
年
、
二
条
通
観
音
町
風
月
宗
智
、
五
丁
表
）、
中
村
啓
信
、
菅
野
雅
雄
編
『
日

本
神
話
』（
平
成
六
年
、
重
版
、
お
う
ふ
う
、
十
九
頁
）、
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
、
二
十
四
頁
）
を
参
照
。

（
3
）　

倉
野
憲
司
、
他
校
注
『
古
事
記 

祝
詞
』（
昭
和
五
十
六
年
、
第
一
版
・
第
二
十
五
刷
、
日
本
古
典
文
学
大
系
1
、
岩
波
書
店
、
五
十
一
頁
）、
荻
原

浅
男
、
他
校
注
・
訳
『
古
事
記 

上
代
歌
謡
』（
昭
和
六
十
年
、
第
十
五
版
、
日
本
古
典
文
学
全
集
1
、
小
学
館
、
五
十
頁
〜
五
十
一
頁
）、
西
宮
一
民

編
『
古
事
記 

新
訂
版
』（
平
成
十
二
年
、
新
訂
版
・
第
十
四
刷
、
お
う
ふ
う
、
二
十
六
頁
）、
同
上
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
、
二
十
六
頁
〜
二
十
七
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
、
六
十
八
頁
、
八
十
頁
、
八
十
六
頁
）、
次
田
真
幸
著
『
古
事
記
（
上
） 

全
訳
注 

』（
平
成
十
六
年
、
第
一
版
・
第
四
十
六
刷
、
講
談
社

学
術
文
庫
、
講
談
社
、
三
十
六
頁
）、
武
田
祐
吉
訳
注
、
中
村
啓
信
補
訂
・
解
説
『
新
訂
古
事
記 

付
現
代
語
訳
』（
昭
和
五
十
九
年
、
第
十
版
、
角
川

文
庫
、
角
川
書
店
、
二
十
一
頁
〜
二
十
二
頁
）、
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
、
七
十
頁
）、
中
西
進
著
『
古
事
記
を
よ
む
Ⅰ 

天
つ
神
の
世
界
』（
昭
和
六
十
年
、
再
版
、
角
川
書
店
、
三
十
四
頁
〜
三
十
五
頁
）、
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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
、
十
五
頁
）、
金
井
清
一
著
「
身
を
隠
し
た
ま

ふ
神
」（
昭
和
六
十
年
、『
古
典
と
現
代
』
第
五
十
三
号
、
一
頁
）
を
参
照
。

（
4
）　

前
掲
の
『
寛
永
版
本 

古
事
記
』（
四
丁
裏
）
を
参
照
。

（
5
）　

度
会
延
佳
校
正
『
鼇
頭
古
事
記
』（
貞
享
四
年
、
講
古
堂
、
一
丁
表
〜
裏
）
を
参
照
。

（
6
）　

青
木
和
夫
、
石
母
田
正
、
佐
伯
有
清
、
他
校
注
『
古
事
記
』（
昭
和
五
十
七
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
日
本
思
想
大
系
1
、
岩
波
書
店
、
十
九
頁
）、

益
田
勝
実
著
『
古
事
記
』（
昭
和
五
十
九
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
岩
波
書
店
、
五
十
七
頁
、
五
十
九
頁
、
七
十
頁
）
を
参
照
。

（
7
）　
『
古
事
記
』
の
写
本
で
あ
る
前
田
本
と
曼
殊
院
本
と
猪
熊
本
（
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
、
四
十
五
頁
右
〜
左
））、
前
掲
の
『
寛
永
版
本 

古
事
記
』（
四
丁
裏
）
を
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、『
寛
永
版
本　

古
事
記
』
で
は
三
回
登

場
す
る
「
隠
身
」
の
訓
読
が
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
8
）　

本
居
宣
長
著
、
小
野
田
光
雄
解
説
『
訂
正
古
訓
古
事
記　

上
』（
昭
和
五
十
六
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
勉
誠
社
、
十
九
頁
〜
二
十
頁
）、
丸
山
林

平
校
注
『
定
本
古
事
記
』（
昭
和
四
十
四
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
講
談
社
、
八
十
七
頁
、
八
十
九
頁
）
を
参
照
。

（
9
）　
「
隠
身
」
を
「
か
く
り
み
」
と
訓
読
す
る
の
は
、「
隠
る
」
を
四
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
下
二
段
活
用
の
「
隠
る
」

も
上
代
に
存
在
し
て
い
る
。
後
者
の
活
用
を
採
る
な
ら
ば
、「
か
く
り0

み
」
で
は
な
く
、「
か
く
れ0

み
」
と
訓
読
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

「
隠
れ
処が

」「
隠
れ
笠
」
な
ど
（
な
お
、「
隠
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、「
幽
宮
」
を
「
か
く
れ
み
や
」
と
訓
読
す
る
事
例
も
あ
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
、
六
十
一
頁
）
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を
参
照
）
の
よ
う
に
、
下
二
段
活
用
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
て
複
合
語
を
作
る
例
は
古
い
時
代
に
も
見
ら
れ
る
が
、
四
段
活
用
の
連
用
形
が
名
詞
化

し
て
複
合
語
を
作
る
例
は
、
古
い
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
か
く
り
み
」
で
は
な
く
、「
か
く
れ

み
」
と
訓
読
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、「
隠
身
」
を
「
身
を
隠
す
」

と
い
う
用
言
と
し
て
訓
読
す
る
か
、「
隠
身
」
と
い
う
体
言
と
し
て
訓
読
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
体
言
と
し
て
訓
読
す
る
に
し
て
も
、

そ
れ
を
「
か
く
り
み
」
と
「
か
く
れ
み
」
の
ど
ち
ら
と
し
て
訓
読
す
る
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
に
出
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
『
古

事
記
』
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
目
指
し
て
い
る
の
は
古
事
記
神
話
で
「
隠
身
」
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
問
題
に
取
り
組
む
予
定
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
通
例
に
基
づ
き
、「
隠
身
」
を
「
か
く
り
み
」
と
訓
読
し
て
お
き
た
い
。

（
10
）　

本
稿
で
は
「
隠
身
」
と
い
う
語
を
二
通
り
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
一
つ
の
意
味
は
古
事
記
神
話
の
原
文
に
あ
る
「
隠
身
」
の
こ
と
で
あ
り
、
も

う
一
つ
の
意
味
は
「
か
く
り
み
」
と
訓
読
さ
れ
た
「
隠
身
」
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
じ
「
隠
身
」
と
い
う
形
で
は
こ
の
二
つ
を
区
別
し
に
く
い
場
合

が
あ
る
の
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
隠
り
身
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。 

（
11
）　
「
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
」
と
訓
読
し
て
い
る
も
の
の
、「
原
文
の
「
隠
身
也
」
は
「
隠
身
な
り
き
」
と
も
訓
め
る
は
ず
」
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。

前
掲
の
西
郷
信
綱
著
『
古
事
記
注
釈　

第
一
巻
』（
七
十
七
頁
）
を
参
照
。
ま
た
、
筆
者
は
直
接
確
認
し
て
い
な
い
が
、
山
田
孝
雄
述
『
古
事
記
上
巻

講
義 

一
』（
昭
和
十
五
年
、
志
波
彦
神
社
・
塩
竈
神
社
古
事
記
研
究
会
）
も
「
隠
り
身
」
と
訓
読
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
倉
野
憲
司
著
『
古

事
記
全
註
釈　

第
二
巻 

上
巻
篇
篇
（
上
）』（
昭
和
四
十
九
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
三
省
堂
、
二
十
八
頁
）
を
参
照
）。
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（
12
）　

鈴
木
知
太
郎
監
修
、
武
谷
久
雄
著
『
校
註 

古
事
記
』（
平
成
二
十
年
、
第
二
十
六
版
、
笠
間
書
院
、
七
頁
〜
八
頁
）
を
参
照
。

（
13
）　

田
中
頼
庸
校
訂
『
校
訂
古
事
記
』（
明
治
二
十
年
、
神
宮
教
院
、
上
巻
、
一
丁
表
〜
裏
）、
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
7　

古
事
記　

先

代
旧
事
本
紀
、
神
道
五
部
書
』（
平
成
十
四
年
、
新
装
版
・
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
五
頁
）
を
参
照
。

（
14
）　

大
野
晋
著
『
日
本
人
の
神
』（
平
成
十
四
年
、
第
一
版
・
第
四
刷
、
新
潮
文
庫
、
新
潮
社
、
十
七
頁
）
を
参
照
。

（
15
）　
『
釈
日
本
紀
』
に
引
用
さ
れ
た
『
大
倭
本
紀
』
と
い
う
書
物
の
記
述
に
基
づ
い
て
「
治
」
と
い
う
語
を
補
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
『
古
事
記
』
写
本
に
見
ら
れ
な
い
「
治
」
と
い
う
語
を
『
古
事
記
』
以
外
の
書
物
に
基
づ
い
て
補
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
敷

田
年
治
注
『
古
事
記
標
注
』（
明
治
十
一
年
、
森
吉
兵
衛
刊
、
二
丁
表
、
三
丁
裏
、
四
丁
表
）
を
参
照
。

（
16
）　

三
矢
重
松
著
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』（
大
正
十
四
年
、
文
学
社
、
十
九
頁
）
を
参
照
。

（
17
）　

前
掲
の
倉
野
憲
司
著
『
古
事
記
全
註
釈　

第
二
巻 

上
巻
篇
（
上
）』（
二
十
八
頁
〜
二
十
九
頁
）、
神
野
志
隆
光
、
山
口
佳
紀
著
『
古
事
記
注
解
2
』

（
平
成
五
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
笠
間
書
院
、
三
十
一
頁
〜
三
十
二
頁
）、
西
宮
一
民
著
「『
古
事
記
』
冒
頭
神
話
の
撰
録
過
程
上
の
考
察
」（
平
成

十
一
年
、『
萬
葉
』
第
百
六
十
九
号
、
十
八
頁
〜
十
九
頁
）
を
参
照
。

（
18
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
二
十
五
頁
（
原
文
は
百
六
十
二
頁
、
以
下
の
表
記
の
仕
方
も
同
じ
）、
三
十
二
頁

（
百
六
十
七
頁
）、
三
十
七
頁
（
百
七
十
二
頁
）、
五
十
二
頁
（
百
八
十
五
頁
）、
五
十
三
頁
（
百
八
十
五
頁
）、
五
十
四
頁
（
百
八
十
六
頁
〜
百
八
十
七

頁
）、
六
十
頁
（
百
九
十
一
頁
））
を
参
照
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
訓
読
や
表
記
の
一
部
を
変
更
し
た
。

（
19
）　

塚
本
哲
三
編
輯
『
漢
文
叢
書 

史
記
四
』（
昭
和
二
年
、
有
朋
堂
書
店
、
四
百
八
十
二
頁
）
を
参
照
。
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（
20
）　

た
だ
し
、
本
居
宣
長
が
作
成
し
た
『
古
事
記
』
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
而
」
の
用
例
は
、『
古
事
記
』
全
体
で
五
百
七
十
四
回
（
そ
の
内
、
古

事
記
神
話
で
は
二
百
六
十
七
回
）
と
、
一
回
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
事
記
神
話
で
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
天
つ
神
の
御
子
に
国
を
譲
る
場
面
で
、

「
乃
隠
也
。
故
随
白
而0

」
と
い
う
文
章
を
補
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
『
古
事
記
』
写
本
に
見
ら
れ
な
い
、
創
作
さ
れ
た

文
章
な
の
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
而
」
は
当
然
、
調
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
掲
の
本
居
宣
長
著
、
小
野
田
光
雄
解
説
『
訂
正
古

訓
古
事
記　

上
』（
百
三
十
頁
）、
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集　

第
十
巻
』（
昭
和
五
十
一
年
、
第
一
版
・
第
三
刷
、
筑
摩
書
房
、
百
二
十
二
頁
）
を

参
照
。

（
21
）　

神
野
志
隆
光
著
『
古
事
記
の
世
界
観
』（
昭
和
六
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
二
十
頁
、
三
十
七
頁
）、
三
浦
佑
之
著
『
古
事
記

の
ひ
み
つ　

歴
史
書
の
成
立
』（
平
成
十
九
年
、
第
一
版
・
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
百
七
頁
〜
百
十
九
頁
）
を
参
照
。

（
22
）　

一
例
と
し
て
、
序
文
で
は
『
古
事
記
』
の
完
成
を
報
告
し
た
年
を
「
和
銅
五
年
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
く
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
の
方
が

『
日
本
書
紀
』（
養
老
四
年
完
成
）
よ
り
も
八
年
早
く
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
序
文
の
記
述
だ
け
に
基
づ
い
て
、
成
立
に
関
し
て
、

そ
の
よ
う
な
前
後
関
係
を
予
め
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
両
神
話
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
筆

者
は
、
①
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
本
文
神
話
（
筆
者
は
日
本
書
紀
神
話
の
各
段
冒
頭
に
登
場
す
る
、
編
纂
者
が
正
式
に
認
め
て
い
る
神
話
を
「
本

文
神
話
」
と
呼
ん
で
い
る
。
岸
根
敏
幸
著
『
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
神
話
』（
令
和
元
年
、
第
一
版
・
第
二
刷
、
晃
洋
書
房
、
二
頁
）
を
参
照
）
が

最
初
か
ら
最
後
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
形
で
物
語
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
②
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
神
話
に
は
、
世
界
、
神
、
国
の
統
治
と
い
う
根
本

的
な
事
柄
の
捉
え
方
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
③
古
事
記
神
話
に
比
べ
て
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
の
記
述
は
あ
ま
り
に
も
コ
ン
パ
ク
ト
で
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あ
り
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
地
上
に
国
土
を
作
ろ
う
と
し
た
理
由
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
に
送
ら
れ
た
理
由
、
悪
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
根
の
国

に
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
て
、
草
薙
剣
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
献
上
し
た
理
由
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
神
話
の
後
半
で
唐
突

に
「
皇
祖
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
点
な
ど
、
神
話
と
い
う
一
つ
の
物
語
を
展
開
す
る
上
で
、
内
容
的
に
不
十
分
な
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
④
『
古
事
記
』
と
い
う
存
在
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
が
表
面
に
出
て
き
た
の
は
、
幕
府
と
い
う
武
士
の
政
権
が
誕
生

し
て
、
朝
廷
の
権
威
が
衰
微
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
古
事
記
神
話
は
、
日

本
書
紀
神
話
の
編
纂
に
関
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
編
纂
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
人
々
が
、
自
ら
が
是
と
す
る
神
話
を
密
か
に
編
纂
し
て
、
秘
密
裏

に
保
持
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
事
記
神
話
の
方
が
日
本
書
紀
神
話
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
序
文
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の

例
と
し
て
、
神
話
の
解
釈
自
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
話
の
冒
頭
を
飾
る
天
地
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
本
文
神
話
は
、
上
方
が
天
、
下
方
が
地
と
い
う
よ
う
に
分
離
し
た
と
述
べ
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
が
、

日
本
書
紀
本
文
神
話
の
場
合
、
天
と
地
が
分
か
れ
る
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
混
沌
に
し
て
鶏
子
の
如
く
」、
す
な
わ
ち
、

形
の
定
ま
ら
な
い
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
事
記
神
話
自
体
は
天
地
が
分
か
れ
る
以
前
の
状
態
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
の
序
文
に
は
「
気
象
未
だ
効
れ
ず
。
名
も
無
く
、
為
も
無
く
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
古
事
記
』

序
文
の
こ
の
記
述
を
取
り
入
れ
る
な
ら
ば
、
天
と
地
が
分
か
れ
る
以
前
に
つ
い
て
も
、
古
事
記
神
話
と
日
本
書
紀
本
文
神
話
の
記
述
は
基
本
的
に
一

致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
古
事
記
神
話
の
本
文
部
分
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
に
依
拠
し
て
、
古
事
記
神
話
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
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と
は
、
古
事
記
神
話
を
誤
っ
た
方
向
に
解
釈
す
る
危
険
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・

訳
『
日
本
書
紀
1
』（
十
九
頁
）、
前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
二
十
一
頁
）、
前
掲
の
岸
根
敏
幸
著
『
古
事
記
神
話
と

日
本
書
紀
神
話
』（
五
頁
〜
六
頁
）
を
参
照
。

（
23
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
二
十
四
頁
（
百
六
十
一
頁
）、
四
十
頁
（
百
七
十
四
頁
）、
五
十
五
頁
（
百
八
十
七
頁
）、

五
十
九
頁
（
百
九
十
一
頁
））
を
参
照
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
訓
読
や
表
記
の
一
部
を
変
更
し
た
。

（
24
）　

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
、
五
百
二
十
二
頁
〜

五
百
二
十
三
頁
の
「
な
す
」
の
項
）
を
参
照
。

（
25
）　

以
前
、
筆
者
は
こ
こ
に
登
場
す
る
「
治
む
」
を
祭
る
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
岸
根
敏
幸
著
「
古
事
記
神
話

に
お
け
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
―
―
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
言
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
平
成
三
十
一
年
、『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
五
十
巻
・

第
四
号
、
千
三
百
三
十
一
頁
〜
千
三
百
三
十
二
頁
）
を
参
照
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
祭
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
で
は
本
質
的
な
違
い
は
な
い
も

の
の
、
こ
の
「
治
む
」
を
直
接
、
祭
る
と
い
う
意
味
に
は
捉
え
ず
に
、
建
物
を
造
営
す
る
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
日
本
で
は
古
来
、
神
籬
や
磐
座
な
ど
を
設
け
て
、
そ
こ
に
神
を
迎
え
る
と
い
う
形
で
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
、
祭
祀
が
終
わ
れ
ば
、
神

は
元
の
世
界
に
戻
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
は
、
祭
祀
の
時
に
神
を
迎
え
る
と
い
う
形
か
ら
、
社
殿
を
建
て
て
、
神
が
そ
こ
に
常
在

す
る
と
い
う
形
へ
と
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
殿
に
参
拝
す
る
こ
と
で
、
常
時
、
神
に
接
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
神
に
対
し
て
建
物
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
神
を
そ
の
建
物
に
常
在
さ
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せ
て
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
祭
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

（
26
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
百
四
十
二
頁
（
二
百
五
十
四
頁
）、
六
十
三
頁
（
百
九
十
三
頁
）、
七
十
三
頁
（
二
百
一

頁
）、
九
十
六
頁
（
二
百
十
八
頁
））
を
参
照
。
な
お
、
今
回
の
調
査
の
結
果
で
は
、「
而
」
を
は
さ
ん
で
、
前
後
の
部
分
に
体
言
が
並
列
さ
れ
る
と
い

う
用
例
は
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
27
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
二
十
六
頁
〜
二
十
七
頁
（
百
六
十
三
頁
））
を
参
照
。

（
28
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
五
十
八
頁
（
百
八
十
九
頁
））
を
参
照
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
訓
読
や
表
記

の
一
部
を
変
更
し
た
。

（
29
）　

本
稿
の
考
察
に
直
接
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
向
韓
国
、
真
来
通
笠
沙
之
御
前
而
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い

て
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
問
題
点
と
し
て
、
①
「
韓
国
」
と
は
朝
鮮
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
日
本
書
紀
本
文
神
話
（
第

九
段
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
不
毛
な
国
土
を
意
味
す
る
「
空
国
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
②
「
真
来
通
」
と
「
笠
沙
之
御
前
」
が
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、「
笠
沙
之
御
前
」
を
通
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
か
な
ど
、
こ
の
部
分
に
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
も
相
ま
っ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。
前
掲
の
大
野
晋

編
『
本
居
宣
長
全
集　

第
十
巻
』（
百
九
十
八
頁
〜
二
百
頁
）、
西
郷
信
綱
著
『
古
事
記
注
釈　

第
二
巻
』（
昭
和
五
十
一
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、
平

凡
社
、
二
百
七
十
六
頁
〜
二
百
七
十
八
頁
）、
倉
野
憲
司
著
『
古
事
記
全
註
釈　

第
四
巻 

上
巻
篇
（
下
）』（
昭
和
五
十
二
年
、
第
一
版
・
第
一
刷
、

三
省
堂
、
百
七
十
九
頁
〜
百
八
十
一
頁
）、
前
掲
の
山
口
佳
紀
、
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』（
百
十
八
頁
の
頭
注
一
・
三
）、
前
掲
の
西
宮
一
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民
校
注
『
古
事
記
』（
九
十
一
頁
）、
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
1
』（
百
二
十
一
頁
）
を
参
照
。

（
30
）　

言
霊
信
仰
を
前
提
と
す
る
言
挙
げ
に
つ
い
て
は
、
岸
根
敏
幸
著
「
古
事
記
神
話
と
言
霊
信
仰
（
後
編
）
―
―
他
者
に
幸
禍
を
も
た
ら
す
発
言
、
お

よ
び
、「
言
挙
げ
」
―
―
」（
平
成
二
十
九
年
、『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
四
十
九
巻
・
第
三
号
、
八
百
九
十
四
頁
〜
九
百
十
五
頁
）
を
参
照
。

（
31
）　

前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
百
十
六
頁
〜
百
十
七
頁
（
二
百
三
十
四
頁
））
を
参
照
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、

表
記
の
一
部
を
変
更
し
た
。

（
32
）　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
隠
」
の
用
例
（「「
隠
身
」
を
除
い
て
十
四
例
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、「
隠
伎
之
三
子
嶋
」
の
「
隠
」
は
数
に
入
れ
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
）
が
す
べ
て
動
詞
で
あ
る
点
を
、「
隠
身
」
を
「
身
を
隠
す
」
と
訓
読
す
べ
き
根
拠
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
先
行
研

究
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
す
べ
て
の
用
例
が
動
詞
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
隠
身
」
の
「
隠
」
を
動
詞
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
動
詞
以
外
の
形
が
必
要
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
形
で
登
場
さ
せ
る
の
が
自
然
な
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
古
事
記
神
話
で
は
、
自
ら
の
役
割
を
終
え
た
イ
ザ
ナ
キ
が
そ
の
後
に
「
淡
海
の
多
賀
に
坐
す
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
書
紀
本
文
神

話
に
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、「
幽か
く
れ
み
や宮を
淡
路
の
洲
に
構つ
く

り
、
寂し
ず
か然
に
長
と
こ
し
へに
隠
れ
ま
し
き
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
述
に
は
「
幽

宮
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
後
に
出
て
く
る
「
隠
れ
ま
し
き
」
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
な
の
か
、「
隠
」
と
い
う
漢
字
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い

が
、「
か
く
る
」
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
「
か
く
れ
」
と
い
う
語
が
登
場
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
隠
」
は
「
隠
る
」「
隠
す
」
の
よ
う

に
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
隠
身
」
を
、
古
事
記
神
話
の
最
初
の
部
分
に
出
て
く
る
特
別
な
神
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
、
限
定

的
な
術
語
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
動
詞
で
は
な
く
、
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
「
隠
」（「
か
く
り
」
あ
る
い
は
「
か
く
れ
」）
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と
い
う
語
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
神
話
に
お
け
る
「
隠
身
」
の
意
味
の
問
題
が
大

き
く
関
与
し
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
掲
の
神
野
志
隆
光
、
山
口
佳
紀
著
『
古
事
記
注
解 

2
』（
三
十
二
頁
）、
前
掲
の
森
卓
也
、
佐
藤

信
、
矢
嶋
泉
編
『
新
校 

古
事
記
』（
三
十
四
頁
、
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
表
記
の
一
部
を
変
更
し
た
）、
前
掲
の
小
島
憲
之
、
西
宮
一
民
他
校

注
・
訳
『
日
本
書
紀
1
』（
六
十
一
頁
〜
六
十
二
頁
）
を
参
照
。
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