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Abstract

　　In this paper, I examine representative stories of Himuka mythology 
mainly in the Kojiki to place them at intersectional points of space and 
time, and really to decipher the mythical stories in Himuka.
　　Ninigi-no-mikoto, the Sun-Goddess Amaterasuʼs grandson, on her or-
der, descended from Heaven （Takama-no-hara） to the sacred mountain 
Takachiho in Himuka. Then, he moved to the Ata area in Satsuma, 
where Hayato tribe has resided ; there, he met the beautiful Konohana-
no-sakuya-hime （Kamu-atatsu-hime）, a daughter of Ooyamatsumi-no-ka-
mi （God of mountain）. She gave birth to three children in burning birth-
room. Elder brother Umisachi-hiko （Hayato tribe） worked as fisherman, 
whereas younger brother Yamasachi-hiko （Imperial tribe） worked as 
hunter. While Yamasachi-hiko borrowed a fishing hook from his brother, 
he lost the hook. He was pressed for returning the hook by his brother, 
therefore he went into sea for the hook. In the palace of Watatsumi-no-
kami （God of sea） he met Toyotama-hime who was a daughter of Wata-
tsumi, and got married with her. Yamasachi-hiko brought back the fish-
ing hook which Watatsumi found, and gave back this to his brother. 
Thus Yamasachi-hiko revenged himself on Umisachi-hiko. This story 
shows that Hayato tribe prostrated itself before Imperial tribe.
　　Thereafter pregnant Toyotama-hime came to Yamasachi-hiko, and 
in a cave near sea gave birth in shark figure to a boy baby Ugayafukiae-
zu-no-mikoto. Thus, Ugayafukiaezu-no-mikoto inherited the blood of 
Watatsumi through Toyotama-hime, and indirectly inherited the blood of 
Ooyamatsumi through his mother Konohana-no-sakuya-hime. Ugayafukia-
ezu-no-mikoto was brought up by Tamayori-hime who was younger sis-
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ter of Toyotama-hime, and got married with his aunt Tamayori-hime. 
They had several children, and one of them was called Kamuyamato-
iware-hiko, who ascended later the first Emperor Jinmu. By this genealo-
gy of mixed parentage has Imperial tribe gained the divine power of 
mountain and sea. Therefore Imperial pedigree is not unitary but plural, 
and the legitimacy of Imperial tribe is supported by such mythical pedi-
gree. Thus Himuka mythology shows that Yamato court was inserting 
the southern part of Kyusyu （Satsuma and Oosumi）, where Hayato tribe 
has resisted the court, into own territory.
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日
本
神
話
の
空
間
と
時
間
―
日
向
篇

伊　

坂　

青　

司

は
じ
め
に

　

前
稿
の
「
日
本
神
話
の
空
間
と
時
間
―
出
雲

（
1
（

篇
」
に
引
き
続
い
て
、
日
本
神
話
の
中
で
も
日

（
2
（

向
を
舞
台
に
し
た
「
日
向
神

（
3
（

話
」

を
主
題
化
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
考
察
の
視
点
は
、
空
間
と
時
間
の
座
標
軸
、
す
な
わ
ち
地
理
的
空
間
と
し
て
の
場
所
と
物
語
の

時
間
系
列
の
交

（
4
（

点
か
ら
日
向
神
話
を
解
読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
素
材
と
な
る
の
が
、
主
に
『
古
事
記
』
お
よ
び
『
日
本
書

紀
』
の
神
代
神
話
で
あ
る
。
神
話
は
か
な
ら
ず
し
も
史
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ま
っ
た
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う

わ
け
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
史
実
に
基
づ
い
た
伝
承
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
地
名
で
示
さ
れ
た
地
理
的
空
間
に

し
て
も
、
物
語
の
時
間
系
列
に
し
て
も
、
神
話
の
中
で
は
転
位
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
神
話
構
成
上
の
操
作
に
は
注
意
を
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
記
紀
神
話
を
素
材
と
し
つ
つ
も
、
考
古
学
や
歴
史
学
の
成
果
に
よ
っ
て
、
物
語
解
読
の
客
観
性
を

担
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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日
向
神
話
の
主
題
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
は
記
紀
神
話
に
お
い
て
、
天
つ
神
の
系
譜
か
ら
な
る
日
向
神
話
の
前
に
な
ぜ
国
つ

神
の
系
譜
か
ら
な
る
出
雲
神
話
が
配
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
神
代
神
話
の
配
列
順
序
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
稿
を
参
照
し
つ
つ

考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

出
雲
国
は
、
九
州
北
部
か
ら
比
較
的
早
く
水
田
稲
作
が
伝
わ
っ
て
出
雲
族
が
国
造
り
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
鉄
器
製
造
の
先
進

（
5
（

地

と
し
て
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
と
っ
て
は
版
図
に
組
み
込
み
た
い
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
『
古
事
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
葦
原
中
国
に

出
雲
国
が
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
、
高
天
原
の
主
神
で
あ
る
天
照
大
神
が
、
そ
の
葦
原
中
国
を
統
治
す
る
の
は
自
ら
の
長
男
で
あ
る
天

あ
め
の

忍お
し

穂ほ

耳み
み
の

命み
こ
とだ

と
強
弁
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
葦
原
中
国
が
「
豊と

よ

葦あ
し

原は
ら

の
水み

ず

穂ほ
の

国く
に

」（
記
二
九
三
頁
）
と
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
出
雲
国
が
水
田
稲
作
の
豊
か
な
国
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
天
照
大
神
は
、
天
忍
穂
耳
命
を
葦

原
中
国
に
天
降
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
長
男
は
葦
原
中
国
が
「
た
い
そ
う
ざ
わ
め
い
て
い
る
」（
記
二
九
三
頁
）
と
腰
が
引

け
て
、
葦
原
中
国
に
降
る
こ
と
な
く
途
中
で
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
。
天
照
大
神
は
取
り
巻
き
の
神
々
と
相
談
し
て
、
次
男
で
あ
る
天

あ
め
の

菩ほ

比ひ
の

神か
み

を
葦
原
中
国
に
派
遣
す
る
が
、
大
国
主
神
に
媚
び
て
そ
こ
に
居
着
い
て
し
ま
う
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

　

前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
建

た
け
み

御か
づ

雷ち
の

神か
み

が
（
6
（

派
遣
さ
れ
、
大
国
主
神
と
二
人
の
息
子
の
承
諾
も
得
て
出
雲
国
を
譲
ら
れ
る
と

い
う
形
で
決
着
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
国
譲
り
の
条
件
は
、
大
国
主
神
が
宮
殿
を
造
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
こ
に
鎮
ま
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
、
出
雲
国
の
祭
祀
権
に
つ
い
て
は
大
国
主
神
に
帰
属
し
た
ま
ま
で
、
天
照
大
神
は
出
雲
国
の
統
治
権
を
獲
得
し
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
物
語
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
大
和
朝
廷
が
伊
勢
神
宮
と
は
異
な
る
出
雲
大
社
の
独
立
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、
律

令
制
に
よ
っ
て
出
雲
国
を
令
制
国
と
し
て
組
み
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
出
雲
神
話
か
ら
日
向
神
話
へ
と
い
う
記
紀
神
話
の
配
置
順
序
に
は
、
地
上
の
葦
原
中
国
に
は
日
向
国
に
先
立
っ
て
強
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大
な
出
雲
国
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
、
大
和
朝
廷
に
お
け
る
歴
史
認
識
が
背
景
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ

ち
、
出
雲
国
は
大
国
主
神
に
よ
っ
て
国
造
り
が
完
成
し
た
先
進
国
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
向
は
そ
の
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
天

孫
族
の
活
動
舞
台
と
な
る
後
進
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
日
向
国
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の

「
国
生
み
」
神
話
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の

命み
こ
とと

伊い

邪ざ

那な

美み
の

命み
こ
とが

交
わ
っ
て
生
ん
だ
筑つ

く

紫し
の

島し
ま

（
九

州
）
に
は
四
つ
の
顔
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
筑つ

く

紫し
の

国く
に

・
豊と

よ

国の
く
に・

肥ひ
の

国く
に

・
熊く

ま

曾そ
の

国く
に

と
い
う
。
こ
こ
に
は
ま
だ
「
日
向
国
」
の
名
は
な
く
、

そ
れ
に
お
お
よ
そ
対
応
す
る
の
が
「
熊
曾
国
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
筑
紫
島
に
ま
だ
日
向
国
は
な
く
、
筑
紫

島
の
南
部
一
帯
が
「
熊
曾

（
7
（

国
」
と
名
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
に
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
令
制
国
「
日
向
国
」
と
さ
れ
る
前
に
、

九
州
南
部
の
大
和
朝
廷
に
服
さ
な
い
広
い
地
域
が
「
熊
曾
国
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
、
歴
史
的
経
緯
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い

る
。「
熊
曾
」
の
「
熊
」
は
、
後
に
肥
後
国
の
南
部
で
「
球
磨
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
地
域
に
対
応
し
、「
曾
」
は
そ
の
南
東

に
位
置
す
る
大
隅
半
島
の
「
贈そ

於お

」
（
8
（

に
対
応
し
て
、
そ
の
二
つ
の
地
域
を
両
極
に
し
て
広
が
る
九
州
南
部
の
、
い
ま
だ
令
制
国
と
し

て
区
分
さ
れ
な
い
茫
漠
と
し
た
地
域
が
「
熊
曾
国
」
と
名
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
「
熊
曾
」
の
名
は
『
日
本
書
紀
』
で
は

「
熊

（
9
（

襲
」
と
表
記
さ
れ
、
そ
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
名
前
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
地
に
住
む
先
住
民
の
抵
抗
勢
力
の
大
き
さ
を
示
し

て
い

（
55
（

る
。

　

熊
曾
国
は
も
と
も
と
形
成
期
の
ヤ
マ
ト
王
権
の
勢
力
が
及
ば
な
い
、
版
図
外
の
異
境
の
地
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
見
て
も
九
州
南

部
の
薩
摩
と
大
隅
は
、
土
着
の
「
隼は

や

人と

」（
55
（

族
が
大
和
朝
廷
の
律
令
制
導
入
に
抵
抗
し
て
、
陸
奥
の
蝦え

み

夷し

の
地
と
と
も
に
令
制
国
設

置
の
も
っ
と
も
遅
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
北
海
道
を
除
く
列
島
全
体
に
版
図
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
大
和
朝
廷
に
と
っ

て
、
隼
人
の
抵
抗
が
続
く
九
州
南
部
の
地
域
は
統
治
戦
略
の
最
前
線
を
な
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
出
雲
神
話
に
続
く
日
向
神
話
に
は
、
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そ
の
よ
う
な
九
州
南
部
に
つ
い
て
の
大
和
朝
廷
の
現
状
認
識
と
現
在
的
な
課
題
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
出
雲
神
話
に
続
い
て
、
次
な
る
葦
原
中
国
で
あ
る
日
向
が
神
話
物
語
の
舞
台
に
な
る
。
以
下
で
は
、「
筑
紫
の
日
向
」

の
高た

か

千ち

穂ほ
の

峰み
ね

に
天

（
55
（

孫
の
邇に

邇に

芸ぎ
の

命み
こ
とが

降
臨
し
て
、
主
に
山
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
考
察
し
（
一
）、
そ
し
て
邇
邇
芸
命
か
ら

始
ま
る
天
孫
族
三
代
の
、
主
に
九
州
南
部
の
海
と
沿
岸
域
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
考
察
す
る
（
二
）
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　
山
を
舞
台
に
し
た
日
向
神
話
の
物
語

邇
邇
芸
命
の
高
千
穂
峰
降
臨

　

九
州
南
部
の
日
向
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
「
日
向
神
話
」
に
つ
い
て
、
主
に
『
古
事
記
』
に
即
し
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
日
向
神
話
は
、
高
天
原
か
ら
葦
原
中
国
の
高
千
穂
峰
に
天
照
大
神
の
孫
で
あ
る
邇
邇
芸
命
が
降
臨
す
る
い
わ
ゆ
る
天て

ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

の

物
語
か
ら
始
ま
っ
て
、
さ
ら
に
天
孫
族
が
日
向
の
地
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
る
物
語
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

天
照
大
神
と
高た

か

木ぎ
の

神か
み

は
（
55
（

、
出
雲
国
す
な
わ
ち
「
葦
原
中
国
を
完
全
に
平
定
し
終
わ
っ
た
」（
記
三
〇
一
頁
）
と
の
報
告
を
建
御
雷

神
か
ら
受
け
、
天
照
大
神
は
長
男
で
あ
る
天

あ
め
の

忍お
し

穂ほ

耳み
み
の

命み
こ
とに

、「
葦
原
中
国
に
降
っ
て
統
治
し
な
さ
い
」（
同
前
）
と
委
任
す
る
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
委
任
さ
れ
た
天
忍
穂
耳
命
は
、
か
つ
て
出
雲
へ
降
る
こ
と
に
躊
躇
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
言
い
訳
を
し
て
自

ら
降
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
の
言
い
訳
と
は
、「
自
分
が
天
降
り
し
よ
う
と
し
て
装
束
を
整
え
て
い
る
間
に
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
」（
同

前
）
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
、
そ
の
子
を
自
分
の
代
わ
り
に
天
降
り
さ
せ
た
い
と
い
う
。
そ
の
子
と
は
天
忍
穂
耳
命
と
高
木
神

の
娘
と
の
間
の
子
で
、
天あ

ま

津つ

日こ

子ひ

番ほ

能の

邇に

邇に

芸ぎ
の

命み
こ
とと

名（
55
（

付
け
ら
れ
た
。
そ
の
名
前
は
天
つ
神
で
天
照
大
神
の
孫
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
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い
。
そ
こ
で
天
照
大
神
は
そ
の
申
し
出
に
従
っ
て
、
葦
原
中
国
の
「
豊と

よ

葦あ
し

原は
ら

の
水み

ず

穂ほ
の

国く
に

」
を
統
治
す
る
よ
う
、
自
ら
の
孫
で
あ
る
邇

邇
芸
命
を
天
降
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
葦
原
中
国
が
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
古
事
記
』
の
中
で

は
出
雲
国
に
次
い
で
二
度
目
で
、
そ
の
後
に
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
葦
原
中
国
は
、
そ
の
名
称
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
水
田
稲
作
の
豊
か
な
地
で
あ
る
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

　

邇
邇
芸
命
の
天
降
り
先
の
地
理
的
空
間
は
、
地
上
の
葦
原
中
国
の
中
で
も
「
筑
紫
の
日
向
」
で
あ
る
こ
と
が
間
も
な
く
明
ら
か
に

な
る
。
神
話
物
語
の
舞
台
は
、
山
陰
の
出
雲
国
か
ら
一
気
に
九
州
の
日
向
に
空
間
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
上
の
高
天

原
か
ら
す
る
と
、
地
上
の
出
雲
か
ら
遠
方
の
日
向
へ
と
天
降
り
先
を
移
動
す
る
こ
と
な
ど
何
の
苦
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
高
天
原
は
、
地
上
空
間
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
神
々
が
必
要
に
応
じ
て
目
当
て
の
地
上
へ
と
降
下
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由

な
神
話
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
邇
邇
芸
命
の
降
臨
の
地
が
出
雲
か
ら
、
さ
ら
に
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
日
向
」
な
の
か
、
ま
ず
そ
の
地

理
的
空
間
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。「
筑
紫
の
日
向
」
は
『
古
事
記
』
の
中
で
、
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
国
で
死
に
穢け

が

れ
た

恐
ろ
し
い
伊
邪
那
美
命
か
ら
逃
げ
て
辿
り
着
い
た
地
と
し
て
前
に
登
場
し
て
い
た
。
そ
の
地
は
天
上
の
高
天
原
で
は
な
く
、
地
上
の

葦
原
中
国
に
あ
る
。
そ
こ
は
「
筑
紫
の
日
向
」
の
「
橘

た
ち
ば
な

の
小お

門ど

の
阿あ

波わ

岐き

原が
は
ら」（

記
二
六
六
）
と
し
て
特
定
さ
れ
、
伊
邪
那
岐
命

が
伊
邪
那
美
命
の
死
の
穢
れ
を
祓は

ら

う
た
め
に
禊み

そ
ぎを

し
た
場

（
5（
（

所
と
さ
れ
て
い
る
。
伊
邪
那
岐
命
は
身
に
着
け
て
い
た
穢
れ
た
物
を
捨
て

て
瀬
の
水
で
身
を
濯
ぎ
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
死
の
穢
れ
を
祓
う
の
に
水
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
、
神
々
が
成
る
こ
と
に
水
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
禊
の
最
後
に
、
伊
邪
那
岐
命
は
自
ら
の
左
目
を
水
で
洗
っ
て
天
照
大
神
が
、

右
目
を
洗
っ
て
月
読
命
が
、
鼻
を
洗
っ
て
須
佐
之
男
命
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
も
と
も
と
天
照
大
神
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も
地
上
の
日
向
の
阿
波
岐
原
で
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
天
照
大
神
は
、
父
で
あ
る
伊
邪
那
岐
命
に
よ
っ
て
天
上
の
高

天
原
を
治
め
る
よ
う
に
委
任
さ
れ
、
地
上
か
ら
高
天
原
へ
と
昇
っ
て
そ
の
主
神
と
な
る
。
そ
し
て
天
照
大
神
は
高
天
原
の
主
神
と
し

て
、
自
ら
の
孫
を
地
上
に
降
臨
さ
せ
、
葦
原
中
国
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
日
向
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
太
陽
に
向
か
う
地
と
し
て
、
太
陽
の
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
生
ま
れ
故
郷
に
ふ
さ
わ

し
い
。
そ
し
て
そ
の
日
向
は
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
し
て
、
天
照
大
神
が
高
天
原
か
ら
邇
邇
芸
命
を
降
臨
さ
せ
る
地
に
な
る
の
で

あ
る
。
天
照
大
神
が
そ
の
水
穂
国
に
と
り
わ
け
目
を
付
け
た
の
は
、
高
天
原
で
自
ら
水
田
稲
作
を
営
む
神
と
し
て
の
性

（
55
（

格
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
降
臨
の
地
が
天
照
大
神
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
邇
邇
芸
命
が
高
天
原
か
ら
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
に
天
降
り
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
高
天
原
か
ら
の
分
岐
点
に
「
上
は

高
天
原
を
照
ら
し
、
下
は
葦
原
中
国
を
照
ら
す
神
」（
記
三
〇
一
頁
）
が
い
た
。
そ
こ
で
天あ

め

宇の
う

受ず
め

売の
み

命こ
と

が（
55
（

遣
わ
さ
れ
て
「
誰
か
」
と

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
国
つ
神
の
猿さ

る

田た

毘ひ

古こ
の

神か
み

と
名
乗
り
、
天
孫
の
天
降
り
の
先
導
役
と
し
て
迎
え
に
来
た
と
い
う
。
こ
の
神
が
先
導
し

た
先
こ
そ
、「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
聖
な
る
峰
」（
記
三
〇
三
頁
）
で
あ
っ

（
55
（

た
。
こ
こ
に
天
孫
降
臨
の
地
が
日
向
の
高
千
穂
峰
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
天
照
大
神
が
邇
邇
芸
命
の
天
降
り
先
と
し
て
指
定
し
た
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
の
中
で
も
、
邇
邇

芸
命
を
日
向
の
高
千
穂
峰
へ
導
い
た
の
は
猿
田
毘
古
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
猿
田
毘
古
神
の
正
体
は
、
何
者
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
猿
田
毘
古
神
と
天
照
大
神
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
猿
田
毘
古
神
は
、
自
ら
の
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
伊
勢
の
狭さ

長な

田だ

の
五い

す

ず
十
鈴
の
川
上
」（
紀
上
六
四
頁
）
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
伊
勢
の
五
十
鈴
川
上
流
域
の
土
着
の
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
伊
勢
の
地
と
は
、
後
に
倭

や
ま
と

姫ひ
め
の

命み
こ
と

が（
54
（

大
和
か
ら
天
照

大
神
の
鎮
座
す
る
地
を
求
め
て
辿
り
着
き
、
天
照
大
神
が
「
伊
勢
国
は
し
き
り
に
浪
の
打
ち
寄
せ
る
傍か

た

国く
に

の
美
し
い
国
」（
紀
上
一
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四
三
頁
）
と
し
て
、
気
に
入
っ
て
降
臨
す
る
こ
と
に
な
る
当
の
地
で
あ
る
。
そ
し
て
倭
姫
命
は
、
天
照
大
神
の
言
葉
の
ま
ま
に
大
神

の
「
祠
を
伊
勢
国
に
立
て
」、
そ
し
て
自
ら
斎
王
と
し
て
こ
も
る
「
斎い

つ
き

宮の
み
やを

五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に
立
て
た
」
と
さ
れ
る
（
紀
上
一

四
四
頁
）。
こ
う
し
て
み
る
と
、
天
照
大
神
を
祀
る
神
宮
が
創
祀
さ
れ
る
の
に
先
立
っ
て
、
猿
田
毘
古
神
は
そ
の
伊
勢
の
地
を
土
着

の
神
と
し
て
支
配
し
て
い
た
こ
と
に
な

（
55
（

る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
天
孫
降
臨
の
場
面
で
の
猿
田
毘
古
神
の
登
場
は
、
後
に
天
照
大
神

が
伊
勢
国
に
降
臨
す
る
伏
線
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

邇
邇
芸
命
を
高
千
穂
峰
へ
と
先
導
す
る
役
目
を
終
え
た
猿
田
毘
古
神
は
、
邇
邇
芸
命
の
指
示
で
天
宇
受
売
命
に
伊
勢
の
地
ま
で
送

っ
て
も
ら
い
、
そ
の
縁
に
よ
っ
て
天
宇
受
売
命
は
猿
田
毘
古
神
の
名
を
継
い
で
猿さ

る

女め
の

君き
み

を（
55
（

名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
記
三

〇
四
頁
）。
こ
こ
に
は
、
大
和
朝
廷
で
祭
祀
を
司
る
巫
女
集
団
で
あ
る
猿
女
君
と
伊
勢
国
の
猿
田
毘
古
神
と
の
因
縁
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

と
こ
ろ
で
邇
邇
芸
命
が
天
降
る
に
あ
た
っ
て
、
天
照
大
神
は
五
人
の
伴と

も

緒の
を

を
随
伴
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
天

あ
め
の

児こ
や

屋ね
の

命み
こ
と、

布ふ

刀と

玉だ
ま
の

命み
こ
と、

天
宇
受
売
命
は
、
天
の
岩
屋
に
隠
れ
た
天
照
大
神
を
誘
い
出
す
場
面
で
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
。
布
刀
玉
命
は
制
作
さ
れ
た
勾ま

が

玉た
ま

の
連
珠
と
八や

咫た
の

鏡か
が
みを

枝
に
つ
る
し
た
榊
の
木
を
捧
げ
持
ち
、
天
児
屋
命
は
祝
詞
を
唱
え
る
。

そ
し
て
天
宇
受
売
命
は
乳
房
を
あ
ら
わ
に
し
て
裳
の
紐
を
陰
部
ま
で
垂
ら
し
、
そ
の
神
憑
り
し
た
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
踊
り
で

集
ま
っ
た
神
々
が
ど
っ
と
大
笑
い
す
る
。
不
思
議
に
思
っ
た
天
照
大
神
が
岩
屋
の
戸
を
少
し
開
け
て
顔
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
天
児

屋
命
と
布
刀
玉
命
が
八
咫
鏡
を
差
し
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
顔
に
誘
わ
れ
て
岩
屋
か
ら
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

手た
ぢ

力か
ら

男お
の

神か
み

が
天
照
大
神
の
手
を
と
っ
て
引
っ
張
り
出
し
た
と
い
う
（
記
二
七
三
―

四
頁
）。
こ
う
し
た
天
照
大
神
再
出
現
の
一
連
の

物
語
は
高
天
原
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
命み

こ
とや

神
は
天
つ
神
の
系
列
に
属
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
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れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
天
児
屋
命
は
大
和
朝
廷
の
祭
祀
を
司
る
中
心
氏
族
で
あ
る
中
臣
（
藤
原
）
氏（

55
（

の
祖
神
と
さ
れ
、
ま
た

布
刀
玉
命
は
同
じ
く
祭
祀
を
司
る
忌い

ん

部べ

氏
の
祖
神
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
天
宇
受
売
命
は
忌
部
氏
の
系
譜
に
繫
が

（
55
（

り
、
巫
女
の
猿
女
君

の
祖
神
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
大
和
朝
廷
で
祭
祀
を
司
っ
て
い
た
有
力
氏
族
や
巫
女
の
祖
神
が
、
天
照
大
神
の
再
出
現
の

場
面
に
続
い
て
こ
こ
で
も
天
孫
降
臨
の
随
伴
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
和
朝
廷
に
お
け
る
そ
れ
ら
一
族
の
存
在
の
大
き
さ
を
顕

示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
邇
邇
芸
命
が
天
降
る
に
あ
た
っ
て
、
天
照
大
神
は
「
八や

坂さ
か

瓊に
の

曲ま
が

玉た
ま

及
び
八
咫
鏡
、
草

く
さ
な

薙ぎ
の

剣つ
る
ぎの

三
種
の
神
器
」（
紀
上
六
二
頁
）

を
邇
邇
芸
命
に
持
た
せ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
「
三
種
の
神

（
55
（

器
」
と
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
天
皇
に
継
承
さ
れ
て
き
た

の
は
、
こ
の
場
面
で
の
神
話
物
語
に
基
づ
い
て
い
る
。
天
照
大
神
は
八
咫
鏡
に
つ
い
て
「
こ
の
鏡
は
唯
一
私
の
御み

魂た
ま

と
し
て
、
私
を

拝
む
よ
う
に
祀
り
な
さ
い
」（
記
三
〇
二
頁
）
と
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鏡
に
は
他
の
二
種
の
神
器
以
上
に
、
天
照
大
神
自

身
に
よ
っ
て
特
別
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
弥
生
時
代
の
稲
作
に
と
っ
て
太
陽
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
銅
鏡
が
太

陽
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
天
照
大
神
の
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
邇
邇
芸
命
は
「
伊い

須す

受ず

能の

宮み
や

」（
記
七
六
頁
）
す
な
わ
ち
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
建
つ
「
伊
勢
の
皇
大
神
宮
」
を
拝
み
祭
っ
た
（
記
三
〇
二
頁
）
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
の
垂
仁
朝
の
記
述
に
倭
比
売
命
が
天
照
大
神
の
「
伊
勢
の
大
神
宮
を
祀
っ
た
」（
記
三
四
二
頁
）
と
あ

る
の
だ
か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
創
建
は
先
の
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面
で
の
邇
邇
芸
命
に
よ
る
皇
大
神
宮
遥
拝
の
物
語
は
、

時
間
を
先
取
り
し
た
神
話
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
よ
い
よ
邇
邇
芸
命
一
行
は
猿
田
毘
古
神
に
先
導
さ
れ
、
高
天
原
か
ら
「
雲
を
押
し
分
け
て
」、「
筑つ

く

紫し

の
日ひ

向む
か

の
高た

か

千ち

穂ほ

の
聖
な

る
峰
」（
記
三
〇
三
頁
）
に
天
降

（
5（
（

る
。
邇
邇
芸
命
が
降
臨
し
た
空
間
的
地
点
が
よ
う
や
く
こ
こ
に
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ



日本神話の空間と時間11

に
し
て
も
天
孫
降
臨
の
地
が
、
後
に
ヤ
マ
ト
王
権
形
成
の
地
と
な
る
大
和
の
三
輪
山
で
は
な
く
、
な
ぜ
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
日
向

の
高
千
穂
峰
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
確
か
に
、
邇
邇
芸
命
が
日
向
の
高
千
穂
峰
に
降
臨
し
た
と
い
う
物
語
は
、
祖
母
で

あ
る
天
照
大
神
が
日
向
の
阿
波
岐
原
で
誕
生
し
た
と
い
う
神
話
物
語
と
連
動
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
阿
波
岐
原
か
ら
そ
う
遠
く
は
な

い
高
千
穂
峰
は
、
天
孫
が
そ
の
霊
峰
に
降
臨
す
る
と
い
う
物
語
に
相
応
し
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
高
千
穂
峰
が
天
照
大
神

の
生
ま
れ
故
郷
に
近
い
と
い
う
だ
け
で
は
根
拠
に
乏
し
い
。
高
千
穂
峰
が
木
も
生
え
な
い
火
山
で
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
の
イ
メ
ー

ジ
か
ら
程
遠
い
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
高
千
穂
峰
が
な
ぜ
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
秘
密
を
解
く
鍵
は
、
高
千
穂
峰
を
西
に
望
む
日
向
の
阿
波
岐
原
周
辺
の
空
間
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
日
向
の
地
理
的
空
間
と
歴
史
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

天
照
大
神
の
生
ま
れ
故
郷
と
さ
れ
る
日
向
の
阿
波
岐
原
周
辺
（
現
・
宮
崎
平
野
）
は
、
一
ツ
瀬
川
や
大
淀
川
な
ど
の
河
川
の
水
に

恵
ま
れ
た
沖
積
平
野
で
、
火
山
灰
に
よ
る
シ
ラ
ス
台
地
の
多
い
九
州
南
部
の
中
で
は
水
田
稲
作
に
適
し
た
地
で
あ

（
55
（

る
。
宮
崎
平
野
中

部
を
流
れ
る
一
ツ
瀬
川
中
流
域
の
高
台
に
点
在
す
る
西さ

い

都と

原ば
る

古
墳
群
は
、
男お

狭さ

穂ほ

塚づ
か

・
女め

狭さ

穂ほ

塚づ
か

古
墳
な
ど
大
型
の
前
方
後
円
墳
三

一
基
を
含
む
三
一
九
基
か
ら
な
る
国
内
最
大
規
模
の
古
墳

（
55
（

群
で
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
つ
な
が
っ
た
日
向
の
在
地
豪
族
の
中
心
地
を
な
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
男
狭
穂
塚
古
墳
の
培
塚
と
さ
れ
る
西
都
原
一
七
〇
号
墳
か
ら
舟
形
埴
輪
が
発
掘
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
形
状

か
ら
想
像
さ
れ
る
大
型
の
手
漕
ぎ
船
は
、
日
向
の
地
か
ら
日
向
灘
を
経
由
し
て
大
和
や
朝
鮮
半
島
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

海
上
交
通
路
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
宮
崎
平
野
南
部
を
流
れ
る
大
淀
川
流
域
に
は
、
檍

あ
お
き

遺
跡
に
前
方
後
円
墳
を
含
む
檍
古

墳
（
55
（

群
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
地
域
で
も
水
田
稲
作
を
背
景
に
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
在
地
豪
族
が
形
成
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
稲
作
文
化
に
よ
っ
て
、
す
で
に
弥
生
時
代
に
は
宮
崎
平
野
の
広
域
に
い
く
つ
か
の
集
落
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
ま
と
ま
り

と
し
て
の
国
は
、『
魏
志
』
倭
人
伝
の
中
に
記
述
さ
れ
た
倭
国
の
「
投つ

馬ま

国こ
く

」
（
54
（

に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
ツ
瀬
川
や
大
淀
川

の
水
に
恵
ま
れ
た
こ
の
地
域
は
、
水
田
稲
作
の
豊
か
な
地
と
し
て
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
天
孫
降
臨
の
霊
峰
と
さ
れ
る
高
千
穂
峰
は
、
そ
の
東
山
麓
か
ら
流
れ
る
大
淀
川
流
域
か
ら
西
に
遠
望
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置

に
聳
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
向
の
地
に
、
天
照
大
神
に
よ
っ
て
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
い
う
こ
の
名
称
が
与
え
ら
れ
、
邇
邇
芸

命
の
天
孫
降
臨
神
話
が
構
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

（
55
（

る
。

　

古
墳
時
代
の
ヤ
マ
ト
王
権
に
と
っ
て
日
向
が
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
宮
崎
平
野
に
築
造
さ
れ
た
古
墳
群
に
多
く
の
前
方

後
円
墳
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
前
述
の
西
都
原
古
墳
群
や
檍
古
墳
群
以
外
で
も
、
大
淀
川
流
域
の
台
地
上
に
築
造

さ
れ
た
生い

き

目め

古
墳
群
は
、
前
方
後
円
墳
七
基
を
含
む
古
墳
時
代
初
期
か
ら
の
大
規
模
な
古
墳
群
で
、
一
号
墓
は
箸
墓
古
墳
の
二
分
の

一
の
相
似
形
で
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
宮
崎
平
野
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
群
は
、
在
地
豪
族

の
諸

も
ろ
か

県た
の

君き
み

一
族
が
こ
の
地
域
全
体
の
中
心
勢
力
を
な
し
、
五
世
紀
初
め
に
は
大
和
朝
廷
と
の
同
盟
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
が
保
証
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

（
55
（

る
。
ま
た
大
和
朝
廷
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
日
向
の
地
は
薩
摩
半
島
と
大
隅
半
島
に
対
す
る
統
治
の

前
線
拠
点
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
日
向
神
話
を
構
成
す
る
空
間
的
背
景
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
高
千
穂
峰
は
、
そ
の
山
頂
に
降
り
立
っ
た
邇
邇
芸
命
に
よ
っ
て
、「
韓か

ら

国の
く
にに

向
き
合
い
」、「
笠か

さ

紗さ
の

岬み
さ
き」

に
通
じ
、「
朝
日

が
ま
っ
す
ぐ
に
射
す
国
」、「
夕
日
の
照
り
輝
く
国
」
と
し
て
、
空
間
的
に
「
も
っ
と
も
よ
い
地
」
と
さ
れ
て
い
る
（
記
三
〇
三
頁
）。

す
な
わ
ち
、
北
方
に
は
朝
鮮
半
島
の
韓
国
が
遠
く
に
位
置
し
、
ま
た
南
方
に
は
薩
摩
半
島
の
笠
沙
岬
へ
と
通
じ
る
位
置
に
あ
る
。
そ

の
笠
沙
岬
は
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
日
向
神
話
の
一
つ
の
舞
台
に
な
る
。
東
か
ら
昇
る
「
朝
日
が
ま
っ
す
ぐ
に
射
す
国
」
と
い
う
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表
現
に
は
、
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
日
に
向
か
う
と
い
う
「
日
向
国
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
高
千
穂
峰
の
山
頂
か
ら
の
眺
望
と
は
裏
腹
に
、
高
千
穂
峰
は
実
際
に
は
木
も
生
え
な
い
火
山
で
あ
り
、「
豊

葦
原
の
水
穂
国
」
と
は
程
遠
い
水
田
稲
作
に
は
ま
っ
た
く
適
さ
な
い
地
な
の
で
あ

（
55
（

る
。『
古
事
記
』
で
は
、
邇
邇
芸
命
は
高
千
穂
峰

の
大
地
に
柱
を
太
く
立
て
、
千ち

木ぎ

を
高
く
上
げ
た
「
宮
殿
」
に
住
ん
だ
と
さ
れ
る
（
記
三
〇
三
頁
）。
し
か
し
噴
火
を
繰
り
返
し
て

き
た
高
千
穂
峰
に
、
そ
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
高
千
穂
峰
は
、
日
向
国
の
南
端
に
聳
え
る

美
し
い
神
奈
備
山
と
し
て
山
岳
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
隅
半
島
の
曾
於
地
域
に
接
す
る
前
線
拠
点

と
し
て
、
天
孫
降
臨
神
話
を
構
成
す
る
象
徴
的
な
霊
峰
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

邇
邇
芸
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
物
語

　

と
こ
ろ
で
邇
邇
芸
命
は
高
千
穂
峰
か
ら
南
に
向
か
い
、
物
語
の
舞
台
は
「
笠
沙
岬
」
に
転
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
笠
沙
岬
は
、

薩
摩
半
島
か
ら
外
洋
に
突
き
出
し
た
野
間
半
島
の
野
間
岬
（
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
笠
沙
町
）
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
野
間
半
島
に
は

現
在
も
「
笠
沙
」
の
地
名
が
遺
っ
て
い
る
。
野
間
岬
か
ら
せ
り
あ
が
っ
て
眼
下
に
外
洋
を
望
む
野
間

（
55
（

岳
に
は
磐い

わ

座く
ら

の
遺
跡
が
あ
っ
て
、

先
住
民
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
薩
摩
半
島
の
こ
の
野
間
半
島
か
ら
南
西
部
は
も
と
も
と
「
阿あ

多た

」
と
呼
ば
れ
る
隼
人
の
地
で
、
こ

の
地
に
お
い
て
そ
の
後
の
邇
邇
芸
命
の
物
語
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

高
千
穂
峰
か
ら
下
っ
て
来
た
邇
邇
芸
命
は
、
こ
の
笠
沙
岬
で
容
姿
端
麗
な
一
人
の
乙
女
と
出
会
い
、
素
性
を
問
う
た
と
こ
ろ
「
大お

お

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

の
娘
で
、
名
は
神か

む

阿あ

多た

都つ

比ひ

売め

、
別
名
木こ

の

花は
な

之の

佐さ

久く

夜や

毘ひ

売め

」
（
55
（

（
記
三
〇
四
頁
）
だ
と
名
乗
っ
た
。
そ
こ
で
邇
邇
芸
命
は

早
速
に
求
婚
し
た
と
こ
ろ
、
父
親
の
許
し
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
使
者
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
大
山
津
見
神
は
喜
ん
で
結
婚
を
承
諾
し
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た
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
が
自
ら
の
本
名
を
「
神
阿
多
都
比
売
」
と
し
て
、「
阿
多
」
の
出
で
あ

る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
自
ら
が
阿
多
隼
人
族
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
た
こ

と
に
な
る
。
邇
邇
芸
命
が
神
阿
多
都
比
売
と
こ
の
地
で
出
会
っ
て
結
婚
し
た
と
さ
れ
る
物
語
は
、
大
和
朝
廷
と
阿
多
隼
人
と
の
関
係

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
阿
多
地
域
は
、
邇
邇
芸
命
が
目
指
し
た
は
ず
の
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
と
は
違
っ
て
水
田
稲
作
に
適
し
た
土

地
も
な
く
、
日
向
国
と
違
っ
て
在
地
の
豪
族
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
域
に
前
方
後
円
墳
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
む
し
ろ
阿
多
地
域
で
は
縄
文
系
の
土
着
の
先
住
民
が
独
自
の
勢
力
と
文
化
を
保
持
し
て
お
り
、
大
和

朝
廷
は
そ
の
先
住
民
を
取
り
込
ん
で
「
阿
多
（
薩
摩
）
隼

（
5（
（

人
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

邇
邇
芸
命
と
神
阿
多
都
比
売
と
の
結
婚
と
い
う
神
話
物
語
に
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
で
は
、
大

和
朝
廷
に
対
す
る
薩
摩
隼
人
の
抵
抗
は
あ
っ
た
も
の
の
、
八
世
紀
初
め
に
は
平
定
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

（
55
（

る
。
そ
し
て
薩
摩
の
地

は
、
そ
の
後
に
令
制
国
に
組
み
込
ま
れ
て
「
薩
摩

（
55
（

国
」
の
一
部
と
な
る
。
こ
の
地
を
薩
摩
国
に
組
み
込
ん
だ
大
和
朝
廷
は
、
記
紀
編

纂
に
お
い
て
邇
邇
芸
命
と
神
阿
多
都
比
売
の
神
話
物
語
を
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
つ
神
の
邇
邇
芸
命
と
娘
と
の
結
婚
を
喜
ん
だ
父
親
の
大
山
津
見
神
は
、
結
納
の
品
々
を
献
上
す
る
と
と
も
に
、
木

花
之
佐
久
夜
毘
売
の
姉
で
あ
る
石い

わ

長な
が

比ひ

売め

を
、
子
孫
の
寿
命
が
長
く
な
る
よ
う
に
と
差
し
出
し
て
き
た
。
し
か
し
邇
邇
芸
命
は
醜
い

石
長
比
売
を
送
り
返
し
、
桜
の
花
の
よ
う
に
美
し
い
木
花
之
佐
久
夜
毘

（
55
（

売
を
選
択
し
た
た
め
に
、
そ
の
後
の
天
皇
の
寿
命
は
短
か
く

な
っ
た
と
い
う
。
手
元
に
残
し
た
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
一
夜
の
契
り
を
交
わ
し
、
そ
の
後
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
が
再
び
や
っ
て

来
た
時
、
す
で
に
身
ご
も
っ
て
「
今
に
も
出
産
の
時
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」（
記
三
〇
六
頁
）
と
告
げ
る
。
し
か
し
邇
邇
芸
命
は
、

そ
の
子
が
は
た
し
て
一
夜
の
契
り
だ
け
で
身
ご
も
っ
た
我
が
子
な
の
か
を
疑
っ
た
。
そ
こ
で
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
、
そ
の
疑
念
を
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晴
ら
す
た
め
に
「
天
つ
神
の
御
子
で
あ
れ
ば
無
事
に
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
」（
記
三
〇
六
頁
）
と
、
自
ら
作
っ
た
産
屋
に
入
っ
て
火

を
放
ち
、
火
中
で
無
事
に
出
産
し
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
、
桜
の
花
の
よ
う
に
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
燃

え
さ
か
る
火
の
よ
う
な
激
し
さ
も
秘
め
て
い
る
。
そ
の
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
が
、
薩
摩
半
島
の
阿
多
か
ら
東
に
望
む
錦
江
湾
（
鹿
児

島
湾
）
の
火
山
の
島
、
す
な
わ
ち
桜

（
54
（

島
に
祀
ら
れ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
火
山
の
女
神
は
、
後
に
富
士
山
本ほ

ん

宮ぐ
う

浅せ
ん

間げ
ん

大た
い

社し
ゃ

を
（
55
（

は
じ
め
、
火
山
に
ま
つ
わ
る
全
国
の
浅
間
神
社
の
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
火
中
で
三
人
の
子
を
無
事
に
生
ん
だ
こ
と
で
、
邇
邇
芸
命
の
疑
念
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
、
三
人
の
男
子

は
、
順
に
火ほ

照で
り
の

命み
こ
と、

火ほ

須す

勢せ

理り
の

命み
こ
と、

火ほ

遠お
り

理の
み

命こ
と

と
名
付
け
ら
れ
た
。
長
男
の
火
照
命
は
「
隼
人
の
阿
多
君
の
祖
先
」（
記
三
〇
六

頁
）
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
天
孫
族
と
は
系
譜
を
異
に
す
る
阿
多
隼
人
の
祖
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
記
紀
編
纂
の
前

に
は
す
で
に
阿
多
地
域
は
令
制
国
の
薩
摩
国
に
組
み
込
ま
れ
、
阿
多
隼
人
も
平
定
さ
れ
て
朝
廷
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

（
55
（

た
。
そ

の
こ
と
か
ら
、
阿
多
隼
人
の
祖
と
さ
れ
る
火
照
命
も
、
天
孫
族
と
同
じ
血
縁
の
兄
弟
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
阿
多
隼
人
を
朝
廷
へ
の
服
従
を
も
っ
て
天
孫
族
の
血
筋
に
組
み
込
む
神
話
的
操
作
は
、
大
和
朝
廷
へ
の
出
雲
族
の
服
従
を
も
っ

て
、
須
佐
之
男
命
を
天
照
大
神
の
弟
と
し
て
血
族
関
係
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。

　

長
男
の
火
照
命
に
対
し
て
三
男
の
火
遠
理
命
は
、
天あ

ま

津つ

日ひ

高こ

日ひ

子こ

穂ほ

々ほ

手で

見み
の

命み
こ
とと

い
う
別
名
（
記
三
〇
六
頁
）
で
、
天
つ
神
の
血

筋
を
引
く
邇
邇
芸
命
直
系
の
天
孫
族
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
天
孫
族
の
火
遠
理
命
と
は
い
え
、

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
父
親
で
あ
る
大
山
津
見
神
の
血
筋
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
孫
族
が
山
の
神
の
霊
的
な
力
を
取
り
込
ん
だ

と
い
う
神
話
的
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
火
遠
理
命
が
神
阿
多
都
比
売
の
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後

の
天
皇
族
に
は
阿
多
隼
人
の
血
筋
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
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邇
邇
芸
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
に
ま
つ
わ
る
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
薩
摩
半
島
は
、『
古
事
記
』
が
完
成
す
る
一
〇
年
前
の
七

〇
二
年
に
は
九
州
南
部
の
広
域
に
設
置
さ
れ
た
日
向
国
か
ら
分
立
し
、
令
制
国
の
薩
摩
国
と
し
て
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
新
た
な
版
図

に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
桜
島
を
挟
ん
で
薩
摩
半
島
の
対
岸
に
位
置
す
る
大
隅
半
島
（
現
在
の
鹿
児
島
県
東
部
）
の
中
で

も
、
中
部
の
贈
於
と
呼
ば
れ
た
地
域
で
は
先
住
民
の
大
隅
隼
人
が
勢
力
を
持
ち
、
そ
の
一
部
が
大
和
朝
廷
に
対
す
る
反
乱
を
繰
り
返

し
て
い
た
。
班
田
収
授

（
55
（

制
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
大
和
朝
廷
の
律
令
制
に
対
し
て
、
土
地
の
共
有
を
伝
統
と
す
る
隼
人
の
一
部
が
抵

抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
贈
於
地
域
を
含
む
大
隅
半
島
一
帯
が
、
七
一
二
年
に
は
広
域
の
日
向
国
か
ら
令
制
国
の
大
隅
国
と
し

て
分
立
す
る
。
し
か
し
贈
於
地
域
は
、『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
た
七
二
〇
年
に
も
大
隅
国
守
の
殺
害
に
端
を
発
し
た
隼
人
の
反
乱

が
起
こ
り
、
征
隼
人
持
節
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
大
伴
旅

（
55
（

人
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
鎮
圧
さ
れ
る
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
。

日
向
国
に
隣
接
す
る
贈
於
と
そ
の
周
辺
海
域
は
、
九
州
南
部
全
域
を
統
治
下
に
収
め
よ
う
と
す
る
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
、
緊
張
関
係

を
孕
ん
だ
地
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
海
を
舞
台
に
し
た
日
向
神
話
の
物
語

火
遠
理
命
と
火
照
命
の
物
語

　

邇
邇
芸
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
子
と
し
て
山
の
神
の
血
筋
を
引
く
天
孫
族
の
火
遠
理
命
の
物
語
は
、
次
に
海
と
そ
の
沿
岸
地

域
を
舞
台
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
海
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
、
地
理
的
に
特
定
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で

の
物
語
の
流
れ
か
ら
九
州
南
部
の
海
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
九
州
南
部
一
帯
は
、
海
と
山
の
入
り
組
ん
だ
地
形
空
間
を
な
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し
て
い
る
。
と
り
わ
け
海
と
そ
の
沿
岸
地
域
に
注
目
し
て
み
る
と
、
薩
摩
半
島
と
大
隅
半
島
に
挟
ま
れ
た
錦
江
湾
（
鹿
児
島
湾
）
は
、

海
底
噴
火
に
よ
る
姶あ

い

良ら

カ
ル
デ
ラ
が
桜
島
か
ら
湾
奥
部
に
ま
で
深
い
内
海
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
隅
半
島
の
東
側
に
は
、
日

向
灘
か
ら
志
布
志
湾
へ
と
つ
な
が
る
沿
岸
域
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
錦
江
湾
と
志
布
志
湾
に
挟
ま
れ
た
大
隅
半
島
一
帯
は
、
も
う
一

つ
の
隼
人
族
で
あ
る
「
大
隅
隼

（
55
（

人
」
と
名
付
け
ら
れ
た
縄
文
系
の
先
住
民
が
独
自
の
勢
力
と
し
て
、
そ
の
一
部
が
大
和
朝
廷
に
抵
抗

し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
大
隅
半
島
の
曾
於
地
域
は
、
版
図
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
大
和
朝
廷
と
隼
人
族
と
の
間
に
緊
張
状
態
を
生

み
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
域
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
神
話
物
語
は
、
天
孫
族
の
火
遠
理
命
す
な
わ
ち
山や

ま

佐さ

知ち

毘ひ

古こ

と
、
隼
人
族
の
火
照
命
す
な
わ
ち
海う

み

佐さ

知ち

毘ひ

古こ

と
の
兄
弟
間
の
確
執
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

山
で
狩
猟
を
生
業
に
し
て
い
る
弟
の
火
遠
理
命
は
、
海
で
漁
労
を
生
業
に
し
て
い
る
兄
の
火
照
命
の
釣
針
が
欲
し
く
な
り
、
兄
に

道
具
の
交
換
を
提
案
し
て
、
よ
う
や
く
釣
針
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
火
遠
理
命
は
釣
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
兄

が
大
切
に
し
て
い
た
そ
の
釣
針
を
海
中
に
な
く
し
て
し
ま
う
。
兄
か
ら
釣
針
の
返
還
を
執
拗
に
求
め
ら
れ
、
責
め
立
て
ら
れ
て
困
り

果
て
て
い
る
と
こ
ろ
に
塩

し
お
つ

椎ち
の

神か
み

が（
5（
（

現
れ
て
、
火
遠
理
命
は
海
の
神
で
あ
る
綿わ

た

津つ

見み
の

神か
み

の
（
55
（

も
と
へ
と
籠
の
小
舟
で
送
り
出
さ
れ
た
。

着
い
た
と
こ
ろ
は
、
魚
の
鱗
の
よ
う
に
並
び
建
つ
綿
津
見
神
の
壮
麗
な
宮
殿
で
あ
っ
た
。
火
遠
理
命
は
塩
椎
神
に
教
え
ら
れ
た
よ
う

に
井
戸
の
ほ
と
り
の
木
の
上
で
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
侍
女
の
手
引
き
で
綿
津
見
神
の
娘
の
豊と

よ

玉た
ま

毘ひ

売め

が
現
れ
、
端
整
で
高
貴
な
姿

の
火
遠
理
命
を
見
初
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
父
親
の
綿
津
見
神
も
、
火
遠
理
命
を
天
つ
神
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
か
ら
歓
待
し
、

娘
と
結
婚
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
火
遠
理
命
は
綿
津
見
神
の
宮
殿
の
人
と
な
っ
た
。

　

火
遠
理
命
は
こ
の
海
の
宮
殿
で
夢
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
、
三
年
経
っ
た
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
来
た
目
的
を
思
い
出
し
た
。
深
い
溜

息
を
つ
く
訳
を
問
う
綿
津
見
神
に
事
の
仔
細
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
鯛
の
喉
に
刺
さ
っ
て
い
る
釣
針
を
見
つ
け
て
く
れ
た
。
こ
う
し
て
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火
遠
理
命
は
、
綿
津
見
神
か
ら
釣
針
を
返
す
時
の
呪
文
と
二
つ
の
玉
を
与
え
ら
れ
、
釣
針
を
手
に
一ひ

と

尋ひ
ろ

ワ
（
55
（

ニ
（
サ
メ
）
に
乗
っ
て
戻

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

　

火
遠
理
命
が
綿
津
見
神
の
宮
殿
か
ら
帰
還
し
て
宮
を
創
建
し
た
と
い
う
由
来
を
伝
え
る
の
が
、
日
向
灘
に
浮
か
ぶ
青
島
に
建
つ
青

島
神
社
で
あ
る
。
そ
の
青
島
神
社
は
、
火
遠
理
命
と
そ
の
妻
の
豊
玉
毘
売
を
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
そ
の
創
建
時
期
は
不
明
で

あ
る
が
、
こ
の
青
島
は
、
阿
波
岐
原
か
ら
日
向
灘
を
南
下
し
て
大
隅
半
島
南
部
の
志
布
志
湾
に
至
る
海
上
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
、
大

和
朝
廷
に
と
っ
て
は
、
日
向
国
か
ら
大
隅
半
島
へ
と
統
治
圏
を
拡
大
す
る
た
め
の
重
要
な
海
の
前
線
拠
点
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
。

　

話
を
元
に
戻
し
て
、
火
遠
理
命
は
釣
針
を
兄
に
返
す
時
に
、
綿
津
見
神
か
ら
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
て
後
ろ
手
で
渡
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
予
言
ど
お
り
火
照
命
は
三
年
の
間
に
貧
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
恨
ん
だ
火
照
命
が
戦
い
を
仕
掛
け
て
き
た

の
で
、
火
遠
理
命
は
綿
津
見
神
か
ら
も
ら
っ
た
「
潮
の
満
ち
る
玉
」（
記
三
一
〇
頁
）
で
溺
れ
さ
せ
、
今
度
は
憐
れ
み
を
乞
う
て
き

た
火
照
命
を
「
潮
の
干
る
玉
」（
同
）
で
助
け
て
や
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
苦
し
め
ら
れ
た
火
照
命
は
額
を
土
に
こ
す
り
つ
け
て
、「
私

め
は
今
か
ら
後
は
、
あ
な
た
を
昼
も
夜
も
守
る
者
と
な
っ
て
お
仕
え
し
ま
す
」（
記
三
一
一
頁
）
と
言
っ
て
、
火
遠
理
命
に
服
従
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
「
火
照
命
の
子
孫
の
隼
人
」（
同
前
）
は
、
溺
れ
る
よ
う
な
仕
草
を
含
む
演

（
55
（

技
で
朝
廷
に
仕
え

て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
兄
弟
の
物
語
は
、
記
紀
編
纂
に
よ
っ
て
、
ま
た
大
和
朝
廷
に
仕
え
る
隼
人
に
よ
っ
て
、
朝
廷
内

の
人
々
の
間
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
火
照
命
が
火
遠
理
命
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
兄
弟
の
物
語
か
ら
、
次
の
よ
う
な
構
図
が
見
え
て
く
る
。
そ

れ
は
、
邇
邇
芸
命
の
直
系
血
族
で
あ
る
天
孫
族
の
火
遠
理
命
が
、
隼
人
の
祖
で
あ
る
火
照
命
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
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天
孫
族
に
よ
る
隼
人
族
の
支
配
―

従
属
関
係
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
歴
史
的
に
意
味
し
て
い
る
の
は
、
大
和
朝
廷
が
九
州
南
部
の
大

隅
半
島
で
抵
抗
を
続
け
る
大
隅
隼
人
の
一
部
を
抑
え
込
み
、
朝
廷
内
の
隼
人
司
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

（
54
（

る
。
さ
ら
に
こ
れ

に
続
く
九
州
南
部
の
沿
岸
地
域
を
舞
台
に
し
た
日
向
物
語
で
は
、
天
孫
族
の
火
遠
理
命
が
綿
津
見
神
の
娘
で
あ
る
豊
玉
毘
売
と
の
間

に
子
を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
孫
族
に
海
の
霊
力
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

鵜
葺
草
葺
不
合
命
か
ら
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
へ

　

さ
て
、
火
遠
理
命
が
綿
津
見
神
の
宮
殿
を
去
っ
た
後
、
豊
玉
毘
売
は
火
遠
理
命
を
追
い
か
け
て
来
た
。
と
い
う
の
も
、
豊
玉
毘
売

は
そ
の
時
す
で
に
妊
娠
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
火
遠
理
命
の
許
で
出
産
し
よ
う
と
し
た
の
も
、「
天
つ
神
の
ご
子
孫
は
海
の
中
で

お
生
ま
れ
に
な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」（
記
三
一
一
頁
）
と
い
う
豊
玉
毘
売
の
強
い
思
い
ゆ
え
で
あ
る
。
豊
玉
毘
売
は
出
産
間
近
に

な
っ
て
、
海
辺
の
渚
に
鵜
の
羽
根
で
葺
い
た
産
屋
を
大
急
ぎ
で
造
っ
た
が
、
葺
き
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
出
産
が
切
迫
し
た
。
そ
こ
で

豊
玉
毘
売
は
、
火
遠
理
命
に
「
本
来
の
姿
に
な
っ
て
産
み
ま
す
。
ど
う
か
私
を
ご
覧
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」（
記
三
一
二
頁
）

と
告
げ
て
産
屋
に
入
る
。
そ
の
言
葉
を
不
審
に
思
っ
た
火
遠
理
命
が
産
屋
の
中
を
密
か
に
覗
い
て
み
る
と
、
豊
玉
毘
売
が
「
大
き
な

ワ
ニ
（
和
邇
）
に
な
っ
て
、
く
ね
く
ね
と
這
っ
て
」（
同
前
）
出
産
し
て
い
る
。
そ
の
姿
を
見
て
火
遠
理
命
は
驚
き
、
恐
ろ
し
く
な

っ
て
逃
げ
出
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
た
豊
玉
毘
売
は
恥
ず
か
し
く
思
い
、
産
ん
だ
ば
か
り
の
子
を
置
い
て
海
の
国
に

帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
子
の
名
前
は
鵜
の
羽
根
で
産
屋
を
葺
き
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
鵜う

が

葺や

草ふ

葺き

不あ
え

合ず
の

命み
こ
とと

名
付
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
鵜
葺
草
葺
不
合
命
は
、
天
孫
族
の
火
遠
理
命
の
子
で
あ
り
な
が
ら
、
綿
津
見
神
の
血

筋
で
あ
る
豊
玉
毘
売
の
、
し
か
も
そ
の
「
本
来
の
姿
」
で
あ
る
ワ
ニ
（
サ
メ
）
の
血
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
鵜
葺
草
葺
不
合
命
を
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
の
が
日
向
灘
に
面
し
た
鵜う

戸ど

神
（
（5
（

宮
で
、
そ
の
本
殿
の
建
つ
岩
窟
内
で
豊
玉
毘

売
は
子
を
産
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
的
伝
承
を
伝
え
る
鵜
戸
神
宮
は
、
日
向
灘
に
浮
か
ぶ
青
島
を
さ
ら
に
南
下
し

て
志
布
志
湾
へ
と
直
接
通
じ
る
沿
岸
ル
ー
ト
の
前
線
拠
点
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
鵜
戸
神
宮
は
、
大
隅
半
島
の
海
側
か
ら

内
陸
部
の
曾
於
を
に
ら
む
位
置
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
海
の
国
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
母
親
の
豊
玉
毘
売
に
代
わ
っ
て
、
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
養
育
の
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
の
が

綿
津
見
神
の
次
女
、
す
な
わ
ち
豊
玉
毘
売
の
妹
の
玉た

ま

依よ
り

毘ひ

売め

で
あ
る
。
豊
玉
毘
売
は
こ
の
妹
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
「
真
珠
の
よ
う

な
」（
同
前
）
火
遠
理
命
へ
の
想
い
を
歌
に
し
て
託
し
、
そ
れ
に
応
え
て
火
遠
理
命
は
、「
妻
の
こ
と
を
忘
れ
は
し
な
い
、
命
の
あ
る

か
ぎ
り
」（
記
三
一
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
豊
玉
毘
売
へ
の
想
い
を
歌
に
託
し
て
返
し
た
。
玉
依
毘
売
に
育
て
ら
れ
た
鵜
葺
草
葺

不
合
命
は
、
こ
の
叔
母
と
結
婚
し
、
産
ま
れ
た
子
が
五い

つ

瀬せ
の

命み
こ
とを

長
男
と
す
る
四
兄
弟
で
、
そ
の
末
の
弟
が
神か

む

倭や
ま

伊と
い

波わ

礼れ

毘ひ

古こ
の

命み
こ
と

で（
（5
（

あ
る
。
こ
の
末
の
弟
が
後
に
五
瀬
命
ら
兄
弟
と
日
向
か
ら
東
方
に
移
動
し
、
大
和
の
畝う

ね

傍び

の
橿か

し

原は
ら

宮の
み
やで

初
代
天
皇
と
し
て
即
位
し
、

神
武
天
皇
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
邇
邇
芸
命
か
ら
火
遠
理
命
（
山
佐
知
比
古
）
へ
、
そ
し
て
火
遠
理
命
か
ら
鵜
葺
草
葺
不
合
命
へ
と
つ
な
が
る
天
孫

族
の
系
譜
が
日
向
三
代
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
火
遠
理
命
と
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
物
語
は
、
九
州
南
部
の
海
と
そ
の
沿
岸
を
舞
台

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
邇
邇
芸
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
子
と
し
て
山
の
神
の
血
筋
を
引
く
天
孫
族
の
火
遠
理
命
は
、
続
い
て
海

の
神
で
あ
る
綿
津
見
神
の
娘
の
豊
玉
毘
売
と
の
間
に
鵜
葺
草
葺
不
合
命
を
も
う
け
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
鵜
葺
草
葺
不
合
命
は
、
父

親
の
火
遠
理
命
か
ら
天
孫
族
と
と
も
に
山
の
神
の
血
筋
を
、
ま
た
母
親
の
豊
玉
毘
売
か
ら
海
の
神
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
鵜
葺
草
葺
不
合
命
は
、
豊
玉
毘
売
の
「
本
来
の
姿
」
を
な
す
ワ
ニ
（
サ
メ
）
か
ら
産
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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火
遠
理
命
の
天
孫
族
の
血
と
と
も
に
、
半
分
は
海
の
ワ
ニ
（
サ
メ
）
の
血
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
鵜
葺
草

葺
不
合
命
は
、
豊
玉
毘
売
の
妹
で
あ
る
玉
依
毘
売
と
の
間
に
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
を
も
う
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古

命
す
な
わ
ち
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
に
も
、
天
孫
族
の
血
と
と
も
に
ワ
ニ
の
血
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
系
譜

に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
天
皇
族
は
綿
津
見
神
の
血
筋
を
合
わ
せ
持
ち
、
海
の
霊
力
を
血
統
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
天
皇
族
の
系
譜
に
海
の
ワ
ニ
（
サ
メ
）
の
血
が
混
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
、
驚
く
べ
き
神
話

的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
秘
密
を
解
く
鍵
は
、
歴
史
的
に
見
て
九
州
南
部
の
沿
岸
域
を
活
動
の
舞
台
に

し
て
い
た
古
代
の
海あ

人ま

族
の
存
在
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
向
神
話
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
綿
津
見
神
は
、
海
人
族
が
奉
斎
す
る

祭
神
で
あ
り
、
全
国
の
綿
津
見
神
社
は
こ
の
海
の
神
を
祭
神
と
し
て
い

（
（5
（

る
。
ま
た
海
と
沿
岸
域
を
舞
台
に
し
た
日
向
神
話
に
ワ
ニ

（
和
邇
）
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
海
人
族
の
一
族
で
あ
る
和
邇
氏
の
こ
の
海
域
に
お
け
る
役
割
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
氏
族
は
ワ
ニ
（
サ
メ
）
を
動
物
ト
ー
テ
ム
と
し
、
航
海
に
長
け
た
海
洋
集
団
で
あ
っ

（
（5
（

た
。「
ワ
ニ
」
と
い
う
名

前
を
聞
け
ば
、
大
和
朝
廷
内
の
人
々
は
海
の
「
ワ
ニ
（
サ
メ
）」
と
と
も
に
、
氏
族
と
し
て
の
「
和
邇
」
を
思
い
浮
か
べ
た
に
ち
が

い
な
い
。
し
か
も
こ
の
和
邇
氏
は
大
和
の
地
に
入
っ
て
拠
点
を
か
ま

（
（5
（

え
、
天
皇
族
と
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
血
縁
的
に
つ
な
が
っ
て

い
（
（（
（

た
。
天
皇
族
に
と
っ
て
、
和
邇
氏
と
の
姻
戚
関
係
は
王
権
の
強
化
と
拡
大
に
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
和
邇
氏
は
形
成
期
の
ヤ
マ
ト
王
権
と
血
縁
的
に
深
く
関
わ
っ
た
氏
族
で
、
記
紀
編
纂
に
先
立
つ
大
和
朝
廷
内
で
も
、

そ
の
出
自
が
海
人
族
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
豊
玉
毘
売
が
ワ
ニ
（
サ
メ
）
の
姿
で
天
孫
族
の
子
を
出
産
し
た

と
い
う
奇
怪
な
神
話
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
和
邇
氏
の
存
在
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
向
か
ら
ヤ
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マ
ト
に
入
っ
て
き
た
新
参
の
天
孫
族
が
先
住
の
和
邇
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
が
、
天
孫
族
と
ワ
ニ
（
サ
メ
）
の
混
血
神
話
の

背
景
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
に
大
和
朝
廷
は
、
九
州
南
部
の
海
域
を
も
活
動
範
囲
と
し
て
い
た
海
人
族
の
和
邇
氏
の
力

を
後
ろ
盾
に
し
て
、
隼
人
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
薩
摩
・
大
隅
半
島
に
ま
で
版
図
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

大
和
朝
廷
は
九
州
南
部
の
全
域
に
七
世
紀
後
半
に
令
制
国
と
し
て
日
向
国
を
設
置
し
た
後
、
七
〇
二
年
に
は
日
向
国
か
ら
薩
摩
国

を
分
立
し
、
さ
ら
に
大
隅
半
島
を
版
図
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
、『
古
事
記
』
完
成
の
翌
年
七
一
三
年
に
は
大
隅
国
を
も
分
立
し
た
。

大
和
朝
廷
は
大
隅
半
島
の
全
域
を
実
質
的
に
版
図
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
、
在
地
の
豪
族
と
の
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
。
志
布

志
湾
沿
岸
域
の
肝き

も

属つ
き

平
野
に
お
い
て
は
、
大
和
朝
廷
は
水
田
稲
作
に
よ
っ
て
勢
力
を
な
し
た
大お

お

隅す
み
の

直あ
た
い

と
（
（5
（

の
同
盟
に
よ
っ
て
、
半
島

南
東
部
を
統
治
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
肝
属
平
野
は
曾そ

一
族
の
支
配
領
域
で
も
あ
り
、
こ
の
一
族
は
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て

県あ
が
た

主ぬ
し

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

（
（5
（

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
曾
於
地
域
に
は
、
律
令
制
に
よ
っ
て
班
田
収
授
を
導
入
し
よ
う
と
す
る

朝
廷
に
対
し
て
執
拗
に
抵
抗
す
る
隼
人
の
勢
力
が
残
存
し
て
い
た
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
七
二
〇
年
に
は
大
隅
国
守
が
殺
害
さ
れ

る
大
隅
隼
人
の
反

（
（5
（

乱
が
起
こ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
朝
廷
か
ら
大
伴
旅
人
が
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
、
反
乱
は
よ
う

や
く
鎮
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
大
隅
国
に
お
け
る
緊
張
し
た
政
治
状
況
を
背
景
に
し
て
、
海
と
沿
岸
域
を
舞
台
に
し
た
日
向
神
話
が
編
纂
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
大
隅
半
島
の
曾
於
地
域
に
お
け
る
隼
人
の
存
在
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
、

高
千
穂
峰
が
大
隅
隼
人
の
支
配
す
る
曾
於
地
域
を
攻
略
す
る
北
か
ら
の
前
線
拠
点
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
南
か
ら
の
前
線
拠
点
は
、

大
隅
半
島
南
東
部
の
志
布
志
湾
沿
岸
か
ら
肝
属
平
野
へ
と
入
る
肝
属
川
流
域
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
天
照
大
神
誕
生
の
地
で
あ
る
阿

波
岐
原
か
ら
日
向
灘
を
南
下
し
、
青
島
神
社
か
ら
鵜
戸
神
宮
を
経
て
志
布
志
湾
か
ら
入
り
込
め
る
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
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て
大
隅
半
島
周
辺
の
海
と
そ
の
沿
岸
域
は
、
高
千
穂
峰
へ
の
天
孫
降
臨
か
ら
続
く
も
う
一
つ
の
、
海
を
舞
台
に
し
た
日
向
神
話
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
筑
紫
の
日
向
に
あ
る
高
千
穂
峰
に
天
降
っ
た
邇
邇
芸
命
か
ら
火
遠
理
命
を
経
て
鵜
葺
草
葺
不
合
命
に
至
る
「
日
向
三
代
」

の
神
話
物
語
を
見
て
き
た
。
九
州
南
部
の
広
い
意
味
で
の
日
向
一
帯
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
物
語
は
「
日
向
神
話
」

と
名
付
け
ら
れ
る
。
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
う
し
た
日
向
神
話
の
物
語
と
構
成
を
、
地
理
的
空
間
と
時
間
の
経
緯
と

の
交
点
と
い
う
視
点
か
ら
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

日
向
三
代
の
神
話
物
語
は
、
地
理
的
空
間
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
邇
邇
芸
命
が
降
臨
し
た
日
向
国
の
南
端
に
位
置
す
る
高
千
穂
峰

か
ら
始
ま
り
、
邇
邇
芸
命
と
山
の
神
の
娘
で
あ
る
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
が
出
会
っ
て
結
婚
し
た
薩
摩
半
島
の
阿
多
、
そ
の
間
に
生

ま
れ
た
と
さ
れ
る
火
照
命
（
海
佐
知
比
古
）
と
火
遠
理
命
（
山
佐
知
比
古
）
が
確
執
し
合
う
海
の
沿
岸
域
、
火
遠
理
命
と
綿
津
見
神

の
娘
で
あ
る
豊
玉
毘
売
が
出
会
っ
て
結
婚
し
た
海
の
宮
殿
、
そ
し
て
鵜
葺
草
葺
不
合
命
が
生
ま
れ
た
海
の
沿
岸
域
と
い
う
よ
う
に
、

物
語
の
空
間
は
山
か
ら
海
と
沿
岸
域
へ
と
移
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
物
語
の
舞
台
は
、
九
州
南
部
の
薩
摩
半
島
の
山
間
部

か
ら
大
隅
半
島
周
辺
の
海
と
そ
の
沿
岸
部
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
向
三
代
の
神
話
物
語
を
世
代
の
時
間
経
過
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
邇
邇
芸
命
か
ら
火
遠
理
命
へ
、
火
遠
理
命
か
ら
鵜
葺
草

葺
不
合
命
へ
と
い
う
天
孫
族
三
世
代
の
継
承
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
天
孫
族
の
血
縁
継
承
は
天
孫
族
以
外
の
血
が
混
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ざ
っ
て
ゆ
く
混
血
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
記
紀
神
話
の
中
に
生
々
し
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
天
照
大
神
の
直
系
の
孫
で
あ
る
邇
邇
芸
命
は
、
高
天
原
か
ら
降
臨
し
て
大
山
津
見
神
の
娘
、
す
な
わ
ち
木
花
之
佐
久
夜

毘
売
こ
と
神
阿
多
都
比
売
と
結
婚
し
、
生
ま
れ
た
三
人
の
子
ど
も
は
天
孫
族
と
山
の
神
の
血
筋
と
の
混
血
で
あ
る
。
し
か
も
血
を
分

け
た
兄
弟
で
あ
る
は
ず
の
長
男
の
火
照
命
が
、
阿
多
隼
人
の
祖
で
あ
る
と
い
う
種
明
か
し
が
さ
れ
て
い
る
。
三
男
の
火
遠
理
命
は
天

照
大
神
の
血
を
引
く
天
孫
族
で
あ
り
な
が
ら
、
阿
多
隼
人
の
血
も
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
火
遠
理
命
と
綿

津
見
神
の
娘
で
あ
る
豊
玉
毘
売
と
の
子
が
鵜
葺
草
葺
不
合
命
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
鵜
葺
草
葺
不
合
命
は
天
孫
族
で
あ
る
と
と

も
に
、
豊
玉
毘
売
か
ら
海
の
神
の
血
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
父
親
の
火
遠
理
命
か
ら
山
の
神
の
血
を
も
受
け
継

い
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
鵜
葺
草
葺
不
合
命
は
山
の
神
と
海
の
神
の
血
筋
を
引
く
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
混
血
の
世
代
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

日
向
三
代
の
後
に
、
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
綿
津
見
神
の
娘
で
豊
玉
毘
売
の
妹
の
玉
依
毘
売
の
間
に
生
ま
れ
た
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命

は
、
天
照
大
神
の
五
世
孫
と
し
て
天
孫
族
で
あ
る
と
と
も
に
、
山
の
神
と
海
の
神
の
血
筋
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
神
倭
伊
波
礼

毘
古
命
は
、
日
向
か
ら
東
遷
し
て
大
和
で
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
。
こ
う
し
て
そ
の
後
の
天
皇
族
の
系
譜
に
は
、

日
向
三
代
の
混
血
の
プ
ロ
セ
ス
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
天
皇
族
の
系
譜
は
天
照
大
神
の
直
系
と

し
て
の
一
元
的
な
血
統
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
元
的
な
混
血
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
記
紀
神
話
そ
の
も
の
が
示

し
て
い
る
。
記
紀
神
話
に
示
さ
れ
た
婚
姻
関
係
に
よ
る
混
血
プ
ロ
セ
ス
の
物
語
は
、
天
皇
族
の
系
譜
の
多
元
性
に
よ
っ
て
そ
の
正
統

性
を
示
そ
う
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
正
統
性
は
、
天
照
大
神
か
ら
つ
な
が
る
天
孫
族
の
純
血
性
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
九
州
南
部
に
お
け
る
隼
人
族
や
海
人
族
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
こ
そ
証
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
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意
味
で
日
向
神
話
の
物
語
は
、
た
ん
な
る
神
話
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
多
元
的
で
多
様
な
交
わ
り
を
反
映
し
た
リ

ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
こ
に
は
、
九
州
南
部
に
対
す
る
大
和
朝
廷
の
版
図
拡
大
と
い
う
意
図
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
記
紀
編
纂
に
先
立
っ
て
、

朝
廷
は
列
島
全
体
に
律
令
制
の
班
田
収
授
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
最
後
に
残
さ
れ
た
の
が
東
北
の
蝦
夷
の
地
と
九
州
南
部

の
薩
摩
・
大
隅
両
半
島
の
隼
人
の
地
で
あ
っ
た
。
班
田
収
授
を
こ
の
地
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
朝
廷
の
政
策
に
抵
抗
し
た
の
が
、
土
地

共
有
を
生
活
の
基
盤
と
す
る
隼
人
で
あ
る
。
と
り
わ
け
大
隅
隼
人
の
反
乱
に
対
し
て
、
朝
廷
は
そ
の
鎮
圧
に
武
力
を
も
っ
て
し
た
。

記
紀
神
話
の
中
で
も
最
後
に
配
さ
れ
た
日
向
神
話
は
、
そ
う
し
た
大
隅
半
島
の
緊
迫
し
た
情
勢
を
背
景
に
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
大
和
朝
廷
の
現
在
的
視
点
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
注
》

　
　
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信
訳
注
『
新
版
古
事
記
』（
角
川
文
庫
、
平
成
二
一
年
）
に
よ
り
、
引
用
箇
所
を
（
記
一
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
ま
た

『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
宇
治
谷
孟
訳
『
日
本
書
紀
』
上
・
下
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
り
、
引
用
箇
所
を
上
下
の
区
別
と
と
も

に
（
紀
上
一
頁
）
と
い
う
よ
う
に
付
す
。
な
お
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
。

（
1
）　
『
人
文
研
究
』
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
六
号
、
二
〇
二
二
年
、
五
五
―

九
〇
頁
。

（
2
）　
「
日
向
」
は
も
と
も
と
日
に
向
か
う
と
い
う
意
味
か
ら
し
て
、
九
州
南
部
の
中
で
も
太
陽
の
昇
る
東
側
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
で
筑
紫
島
の
南
部
地
域

を
広
く
指
す
「
熊
曾
」（『
日
本
書
紀
』
で
は
「
熊
襲
」）
が
、
最
初
の
令
制
国
名
の
「
日
向
」
と
し
て
九
州
南
部
一
帯
を
包
括
す
る
国
名
と
な
っ
た
。
日
向
神
話
は
そ

の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
九
州
南
部
と
そ
の
周
辺
の
海
ま
で
含
め
た
物
語
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
3
）　

梅
原
猛
は
『
天
皇
家
の
〝
ふ
る
さ
と
〟
日
向
を
ゆ
く
』（
新
潮
文
庫
、
平
成
一
七
年
）
で
、
日
向
神
話
が
戦
前
に
お
い
て
「
国
粋
主
義
を
助
長
」
し
て
き
た
こ
と
を
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批
判
す
る
一
方
で
、
津
田
左
右
吉
の
よ
う
に
「
大
和
朝
廷
の
支
配
を
神
聖
化
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（
二
六
九
頁
）
だ
と
す
る
議
論
に
対
す
る
疑
念

か
ら
、
考
古
学
的
遺
跡
や
伝
承
を
踏
ま
え
て
日
向
神
話
を
検
証
し
て
い
る
。

（
4
）　

熊
野
純
彦
は
神
代
神
話
の
中
で
も
『
古
事
記
』
を
念
頭
に
置
い
て
、
時
間
と
場
所
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
時
間
の
か
な
た
へ
と
流
れ
去
っ
た
で
き

ご
と
も
、
し
か
し
い
っ
ぽ
う
場
所
の
う
ち
に
あ
か
し
を
残
し
、
痕
跡
を
刻
ん
で
ゆ
く
」（『
本
居
宣
長
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
、
七
四
七
頁
）。

（
5
）　

奥
出
雲
が
古
代
に
お
け
る
鉄
器
製
造
の
先
進
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奥
出
雲
を
舞
台
に
し
た
須
佐
之
男
命
に
よ
る
八
俣
大
蛇
退
治
の
物
語
で
、
そ
の
体
内
か
ら
取
り

出
さ
れ
た
草
薙
剣
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
稿
の
六
四
頁
を
参
照
。

（
6
）　

伊
邪
那
岐
命
が
火
之
迦
具
土
神
の
首
を
切
っ
た
血
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
雷
と
剣
の
神
で
、
鹿
島
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
。
後
に
、
藤
原
不
比
等
に
よ
っ
て
創
祀
さ

れ
た
春
日
大
社
に
鹿
島
神
宮
か
ら
勧
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
7
）　

熊
曾
国
は
そ
の
後
の
律
令
制
に
よ
っ
て
、「
熊
」
と
表
記
さ
れ
た
地
域
が
「
肥
後
国
」
南
部
地
域
の
「
球
磨
郡
」
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
広
域
が
当
初
は
令
制
国
の

「
日
向
国
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
後
に
日
向
国
か
ら
「
薩
摩
国
」
が
、
続
い
て
「
贈
於
」
と
呼
ば
れ
た
地
域
を
含
む
「
大
隅
国
」
が
分
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
8
）　

明
治
一
二
年
に
行
政
区
画
と
し
て
置
か
れ
た
「
囎
唹
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
北
は
霧
島
市
か
ら
曾
於
市
を
挟
ん
で
、
南
は
志
布
志
市
や
鹿
屋
市
に
及
ん
で
い
て
、

も
と
も
と
の
広
域
の
曾
於
地
域
が
元
に
な
っ
て
い
る
。

（
9
）　

筑
紫
島
の
各
『
風
土
記
』
で
は
「
球く

ま

そ

磨
贈
於
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
中
村
明
蔵
『
ク
マ
ソ
の
虚
構
と
実
像
』
丸
山
学
芸
図

書
、
平
成
七
年
、
三
五
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
中
村
明
蔵
は
「
球
磨
と
贈
於
と
の
間
に
は
地
形
的
・
地
理
的
に
み
て
も
一
体
感
が
な
い
」（『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史

研
究
』
名
著
出
版
、
昭
和
六
一
年
、
一
四
九
頁
）
う
え
に
、
文
化
的
に
も
「
異
質
な
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
球
磨
贈
於
は
も
と
も
と
熊
襲
に
対
応
す
る

九
州
南
部
の
広
域
を
表
す
名
称
で
、
両
者
の
間
の
一
体
性
は
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
10
）　
『
日
本
書
紀
』
の
景
行
天
皇
の
条
に
、
景
行
天
皇
が
九
州
巡
行
に
お
い
て
熊く

ま

襲そ

梟た
け

帥る

を
討
伐
し
て
襲
の
国
を
平
定
し
た
も
の
の
、
し
か
し
再
び
叛
い
た
熊
襲
に
対
し

て
、
第
二
皇
子
の
小
碓
命
す
な
わ
ち
日や

ま
と本

武た
け

尊る

を
遣
わ
し
て
討
伐
さ
せ
た
と
あ
る
。

（
11
）　
「
隼
人
」
は
「
ハ
ヤ
ブ
サ
の
よ
う
な
人
」
と
い
う
意
味
で
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
、
薩
摩
国
と
大
隅
国
の
先
住
民
に
共
通
す
る
敏
捷
で
勇
猛
な
性
格
と
し

て
一
面
で
は
称
揚
さ
れ
た
。
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（
12
）　
「
天
孫
」
は
直
接
的
に
は
天
照
大
神
の
孫
で
あ
る
邇
邇
芸
命
を
指
す
が
、
邇
邇
芸
命
か
ら
始
ま
る
天
照
大
神
の
子
孫
を
総
称
し
て
「
天
孫
族
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
13
）　

こ
こ
に
登
場
す
る
高
木
神
は
、
も
と
も
と
高
天
原
に
最
初
に
成
っ
た
三
神
の
う
ち
天あ

め

之の

御み

中な
か

主ぬ
し

神の
か
みに

次
ぐ
二
番
目
の
高た

か

御み

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

の
別
名
で
あ
る
。
そ
の
名
前
の

と
お
り
高
木
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
で
、
縄
文
時
代
以
来
の
樹
木
信
仰
の
記
憶
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
神
は
そ
の
後
も
天
照
大
神
と
と
も
に
天
孫
族
に

対
す
る
司
令
塔
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
三
番
目
の
神か

む

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

が
出
雲
族
に
対
す
る
司
令
塔
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
の
と
対
で
あ
る
。

（
14
）　

そ
の
名
称
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
天あ

ま

津つ

彦ひ
こ

火ほ
の

瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
とと

さ
れ
、
天
忍
穂
耳
命
と
高
木
神
の
娘
で
あ
る
萬

よ
ろ
ず

幡は
た

豊と
よ

秋あ
き

津つ

師し

比ひ

売め
の

命み
こ
との

子
と
さ
れ
る
。

（
15
）　
「
阿
波
岐
原
」
は
現
在
の
宮
崎
市
阿
波
岐
原
町
に
比
定
さ
れ
、
伊
邪
那
岐
命
が
禊
を
し
た
と
さ
れ
る
「
み
そ
ぎ
池
」
が
日
向
灘
の
沿
岸
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。「
阿

波
岐
原
」
が
伊
邪
那
岐
命
の
禊
の
場
所
に
選
ば
れ
た
の
は
、
こ
の
地
が
在
地
豪
族
の
諸

も
ろ
か

県た
の

君き
み

の
日
迎
え
の
場
所
と
し
て
、
太
陽
神
信
仰
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
い
う
歴

史
的
背
景
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
村
明
蔵
「
日
向
神
話
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
隼
人
族
の
生
活
と
文
化
』
隼
人
文
化
研
究
会
編
、
雄
山

閣
、
一
九
九
三
年
、
四
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
16
）　

須
佐
之
男
命
が
天
照
大
神
と
の
誓う

け
い約

に
勝
っ
た
と
し
て
、
高
天
原
で
「
天
照
大
神
の
作
る
田
の
畔
を
断
ち
切
り
、
田
に
引
く
水
路
の
溝
を
埋
め
」（
記
二
七
二
頁
）

る
と
い
う
乱
暴
狼
藉
を
働
い
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記
述
は
、
高
天
原
が
天
照
大
神
の
水
田
稲
作
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
17
）　

記
紀
神
話
で
、
天
岩
屋
に
隠
れ
た
天
照
大
神
が
再
出
現
す
る
場
面
で
は
神
憑
り
し
て
踊
る
と
い
う
巫
女
的
性
格
を
示
し
、
邇
邇
芸
命
に
随
伴
し
て
日
向
に
降
臨
す
る

場
面
で
は
、
猿
田
毘
古
神
に
対
し
て
強
い
眼
力
で
睨
み
勝
つ
強
い
性
格
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
18
）　
『
日
本
書
紀
』
一
書
（
第
一
）
に
は
、
天あ

め

鈿の
う

女ず
め

が
猿
田
彦
神
に
天
孫
の
天
降
り
先
を
問
う
た
と
こ
ろ
、「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
」（
紀
上
六
四
頁
）
と
答
え
た
と
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
高
千
穂
峰
を
天
孫
降
臨
先
に
選
ん
だ
の
は
こ
の
猿
田
彦
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
19
）　

垂
仁
天
皇
（
3
世
紀
末
か
ら
4
世
紀
前
半
）
の
第
四
皇
女
で
、『
古
事
記
』
で
の
表
記
は
倭
比
売
命
。

（
20
）　

猿
田
毘
古
神
を
祭
神
と
す
る
猿
田
彦
神
社
は
、
天
照
大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
内
宮
の
近
く
に
位
置
し
て
お
り
、
猿
田
毘
古
神
と
天
照
大
神
の
近
し
い
関
係
を
示
し
て

い
る
。

（
21
）　

天
宇
受
売
命
を
始
祖
と
す
る
氏
族
で
、
大
嘗
祭
な
ど
朝
廷
で
の
祭
祀
を
巫
女
と
し
て
執
り
行
っ
た
。
稗
田
氏
は
猿
女
君
の
後
裔
で
、
太
安
万
侶
編
纂
に
よ
る
『
古
事

記
』
の
元
に
な
る
伝
承
内
容
を
誦
習
し
た
と
さ
れ
る
稗
田
阿
礼
は
、
そ
の
稗
田
氏
の
出
で
あ
る
。
賣め

太た

神
社
（
奈
良
県
大
和
郡
山
市
）
は
稗
田
阿
礼
を
主
祭
神
と
し
て



28

祀
る
。

（
22
）　

天
児
屋
命
を
祖
神
と
す
る
中
臣
氏
の
中
で
も
、
鎌
足
は
大
化
の
改
新
の
功
績
に
よ
り
天
智
天
皇
か
ら
藤
原
氏
を
賜
り
、
鎌
足
の
子
で
あ
る
藤
原
不
比
等
は
大
和
朝
廷

に
お
い
て
大
宝
律
令
の
制
定
や
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
も
参
画
し
て
い
る
。
ま
た
不
比
等
の
娘
の
宮
子
は
文
武
天
皇
（
草
壁
皇
子
の
子
）
の
妃
と
し
て
、
後
の
聖
武

天
皇
の
母
と
な
る
。
こ
う
し
た
藤
原
不
比
等
の
朝
廷
内
で
の
役
割
と
天
皇
家
と
の
姻
戚
関
係
が
、
天
孫
降
臨
の
場
面
に
お
け
る
重
要
な
役
割
の
歴
史
的
背
景
に
な
っ
て

い
る
。

（
23
）　

忌
部
氏
の
文
書
で
あ
る
『
古
語
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
布
刀
玉
命
は
天
御
中
主
神
の
長
男
で
あ
る
高た

か

皇み

産む
す

霊ひ
の

神か
み

の
子
と
さ
れ
、
ま
た
天
宇
受
売
命
は
布
刀
玉
命
の
娘
と

さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　

三
種
の
神
器
の
う
ち
、
草
薙
剣
は
八
俣
大
蛇
を
退
治
し
た
須
佐
之
男
命
か
ら
天
照
大
神
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
、
鉄
器
製
造
の
先
進
地
で
あ
っ
た
奥
出
雲
に
由
来
し

て
い
る
。
鏡
は
も
と
も
と
中
国
に
由
来
す
る
銅
鏡
で
あ
る
が
、
八
咫
鏡
は
天
照
大
神
を
誘
い
出
す
た
め
に
鍛
冶
が
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
産
の
大
型
銅

鏡
と
想
定
さ
れ
る
。
原
田
大
六
は
伊
都
国
の
平
原
遺
跡
一
号
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
大
型
内
行
花
文
鏡
を
、
伊
勢
神
宮
の
神
体
で
あ
る
八
咫
鏡
と
同
型
で
あ
る
と
し
て
い

る
（『
実
在
し
た
神
話　

発
掘
さ
れ
た
「
平
原
弥
生
古
墳
」』
学
生
社
、
昭
和
四
一
年
、
一
六
六
頁
）。
勾
玉
は
縄
文
時
代
以
来
の
宝
玉
で
、
そ
の
形
態
か
ら
生
命
の
根

源
的
霊
力
を
秘
め
た
物
と
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
鏡
と
鉄
剣
と
勾
玉
の
三
点
セ
ッ
ト
は
、
弥
生
時
代
の
墳
墓
に
広
く
副
葬
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
三
種
の
神
器
も
ま
た
そ
う

し
た
伝
統
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。「
三
種
の
神
器
」
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
た
の
は
南
北
朝
時
代
と
す
る
説
も
あ
る
（
水
野
祐
『
日
本
神
話
を
見
直
す
』
学
生
社
、

一
九
九
六
年
、
二
三
七
頁
を
参
照
）。
ま
た
明
治
期
に
制
定
さ
れ
た
「
皇
室
典
範
」
で
は
、
天
皇
が
崩
御
し
た
時
に
「
皇
嗣
」
が
「
祖
宗
ノ
神
器
」
す
な
わ
ち
「
鏡
・

剣
・
璽
三
種
ノ
神
器
」
を
継
承
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

そ
の
先
頭
に
立
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
、
武
装
し
た
天

あ
め
の

忍お
し

日ひ
の

命み
こ
と（

大
伴
氏
の
祖
神
）
と
天あ

ま

津つ

久く
め

米の
み

命こ
と

（
久
米
氏
の
祖
神
）
で
、
大
和
王
権
の
近
衛
兵
と
も
い
う
べ
き
役

割
を
担
う
軍
事
氏
族
、
す
な
わ
ち
大
伴
氏
と
久
米
氏
の
存
在
が
こ
こ
で
顕
彰
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
26
）　

九
州
南
部
に
水
田
稲
作
が
導
入
さ
れ
た
痕
跡
は
、
坂
元
遺
跡
（
都
城
市
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
遺
跡
は
、
大
淀
川
上
流
の
支
流
を
な
す
横
市
川
流
域
に
あ

っ
て
、
す
で
に
弥
生
時
代
早
期
に
北
部
九
州
か
ら
水
田
稲
作
が
伝
播
し
た
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。

（
27
）　

西
都
原
古
墳
群
の
中
で
も
大
型
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
男
狭
穂
塚
古
墳
は
邇
邇
芸
命
の
陵
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
女
狭
穂
塚
古
墳
は
木
花
之
佐
久
夜
比
売
の
陵
と
す
る
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伝
承
が
あ
り
、
そ
こ
に
両
古
墳
と
記
紀
神
話
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
考
古
学
的
に
は
、
男
狭
穂
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
諸
県
君
牛う

し

諸も
ろ

井い

、
女
狭
穂
塚
古
墳

の
被
葬
者
は
そ
の
娘
で
、
仁
徳
天
皇
の
妃
に
な
っ
た
髪か

み

長な
が

比ひ

売め

と
想
定
さ
れ
る
。

（
28
）　

檍
古
墳
群
の
中
で
も
、
古
墳
時
代
初
頭
の
前
方
後
円
墳
（
一
号
墳
）
の
墳
丘
内
か
ら
、
纏
向
遺
跡
の
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
と
共
通
す
る
国
内
最
大
級
の
木
槨
（
棺
を
囲
む

木
製
の
板
枠
）
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
在
地
豪
族
と
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
つ
な
が
り
が
想
定
さ
れ
る
。

（
29
）　

投
馬
国
は
、『
魏
志
』
倭
人
伝
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
南
、
投
馬
国
に
至
る
。
水
行
で
二
〇
日
」
と
あ
る
。
水
行
の
起
点
を
魏
の
帯
方
郡
の
使
者
が
常
駐
す
る
伊
都
国

だ
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
南
方
の
日
向
に
向
け
て
海
路
で
二
〇
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
に
続
け
て
投
馬
国
は
戸
数
が
「
五
万
余
戸
ば
か
り
」
と
あ
り
、
倭

国
の
中
で
も
邪
馬
臺
国
の
七
万
戸
に
つ
ぐ
九
州
南
部
最
大
規
模
の
国
と
し
て
、
弥
生
時
代
後
期
（
三
世
紀
前
半
）
の
日
向
地
域
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
投
馬
国

を
宮
崎
県
妻
地
方
と
比
定
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
足
立
倫
行
『
倭
人
伝
、
古
事
記
の
正
体
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
七
七
頁
を
参
照
。
ま
た
榎
一
雄
は
、
投

馬
国
を
「
日
向
の
沿
海
平
野
地
方
」
で
「
古
く
か
ら
弥
生
式
文
化
の
及
ん
で
い
る
地
域
」
と
し
て
、「
都
萬
（
今
の
妻
）
の
位
置
す
る
一
ツ
瀬
川
流
域
」
に
想
定
し
、

「
日
向
地
方
に
お
い
て
古
墳
の
分
布
の
最
も
稠
密
な
と
こ
ろ
」
と
し
て
西
都
原
古
墳
群
を
暗
示
し
て
い
る
。『
榎
一
雄
著
作
集
・
第
八
巻
・
邪
馬
台
国
』
及
古
書
院
、
一

九
九
二
年
、
八
七
頁
を
参
照
。

（
30
）　

津
田
左
右
吉
は
『
日
本
古
典
の
研
究
』
に
お
い
て
、「
日
向
大
隅
薩
摩
の
地
方
」
を
全
体
と
し
て
「
未
開
地
、
物
資
の
供
給
も
不
十
分
で
文
化
の
発
達
も
ひ
ど
く
後

れ
て
い
た
」
地
と
し
て
、
中
で
も
日
向
が
「
ど
う
し
て
皇
室
の
発
祥
地
で
あ
り
得
た
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
昭

和
三
八
年
、
二
七
二
頁
）
が
、
こ
う
し
た
議
論
に
は
宮
崎
平
野
の
弥
生
時
代
に
お
け
る
水
田
稲
作
跡
や
前
方
後
円
墳
を
含
む
古
墳
時
代
の
遺
跡
に
つ
い
て
の
考
古
学
的

考
察
が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
榎
一
雄
は
、
記
紀
神
話
で
「
天
孫
降
臨
や
皇
祖
の
発
祥
が
日
向
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
の
根
拠
と
し
て
、「
こ
う
考

え
て
納
得
の
ゆ
く
程
度
の
文
化
が
こ
の
方
面
に
発
達
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
榎
一
雄
の
前
掲
書
、
八
七
―

八
八
頁
を
参
照
。

（
31
）　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
日
向
国
の
諸
県
君
牛う

し

諸も
ろ

井い

の
娘
で
あ
る
髪か

み

長な
が

比ひ

売め

の
美
し
さ
を
聞
き
つ
け
た
応
神
天
皇
は
、
妃
に
迎
え
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
比
売
を

見
初
め
た
太
子
の
大

お
お
さ

雀ざ
き
の

命み
こ
と（

後
の
仁
徳
天
皇
）
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、
太
子
に
比
売
を
譲
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
逸
話
に
は
、
諸
県
君
と
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
同
盟

関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
村
明
蔵
に
よ
る
『
隼
人
の
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
、
二
一
頁
や
『
ク
マ
ソ
の
虚
像
と
実
像
』
丸
山
学
芸
図
書
、
一
九
九
五

年
、
一
一
九
頁
以
下
を
参
照
。
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（
32
）　
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
高た

か

皇み
む

産す
ひ

霊の

尊み
こ
とに

よ
っ
て
高
千
穂
峰
に
降
ろ
さ
れ
た
瓊
瓊
杵
尊
は
、
そ
こ
か
ら
「
痩
せ
た
不
毛
の
地
を
丘
続
き
に
歩
い
て
、
よ
い

国
を
求
め
て
」、「
阿
田
国
」
の
「
笠か

さ

狭さ
の

崎み
さ
き」

に
着
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
紀
上
五
八
頁
）。
こ
の
よ
う
に
高
千
穂
峰
は
不
毛
の
地
で
、
瓊
瓊
杵
尊
は
『
古
事
記
』
の
記

述
と
異
な
っ
て
そ
こ
に
宮
殿
を
建
て
る
こ
と
も
な
く
、
早
々
に
立
ち
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

野
間
岳
は
三
角
錐
の
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
代
か
ら
神
奈
備
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
そ
の
八
合
目
に
は
邇
邇
芸
命
を
主
祭
神
と
す
る
野
間
神
社
が
建
つ
。

（
34
）　

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
、『
日
本
書
紀
』
で
も
「
神か

む

吾あ

田た

津つ

姫ひ
め

」（
紀
上
五
八
頁
）
と
さ
れ
、
薩
摩
半
島
の
阿
多
（
吾
田
）
に
出
自
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

阿
多
地
域
は
律
令
制
下
で
薩
摩
国
の
「
阿
多
郡
」
と
し
て
区
分
さ
れ
た
。

（
35
）　
「
阿
多
隼
人
」
は
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
隼
人
の
出
自
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
隼
人
」
は

「
大
隅
隼
人
」
も
含
め
て
日
向
国
に
は
登
場
す
る
こ
と
な
く
、
倭
（
大
和
）
人
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
田
稲
作
文
化
以
前
の
縄
文
系
の
先
住
民
と
想
定

さ
れ
る
。
九
州
南
部
の
代
表
的
な
縄
文
遺
跡
で
あ
る
上
野
原
遺
跡
を
は
じ
め
、
薩
摩
半
島
南
部
の
指
宿
に
も
橋
牟
礼
川
遺
跡
な
ど
の
縄
文
遺
跡
が
見
ら
れ
、
薩
摩
半
島

に
は
縄
文
人
が
定
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
原
口
耕
一
郎
は
、「
隼
人
」
が
空
間
的
に
九
州
南
部
の
中
で
も
日
向
国
を
除
く
「
薩
摩
・
大
隅
両
国
域
の
在
地
系
住

民
に
限
ら
れ
る
」（『
隼
人
と
日
本
書
紀
』
同
成
社
、
二
〇
一
八
年
、
四
五
頁
）
と
す
る
一
方
で
、
そ
の
民
族
的
出
自
に
つ
い
て
は
問
う
こ
と
な
く
、「
古
代
天
皇
制
あ

る
い
は
「
律
令
国
家
」
に
よ
っ
て
〝
上
〟
か
ら
〝
一
方
的
〟
に
創
り
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
」（
同
四
六
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
36
）　

文
武
天
皇
の
大
宝
二
年
（
七
〇
二
年
）
条
に
、
薩
摩
と
種
子
島
が
王
化
に
服
さ
な
か
っ
た
の
で
征
討
し
て
常
駐
の
官
人
を
置
い
た
こ
と
（『
続
日
本
紀
』
上
、
宇
治

谷
孟
現
代
語
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
五
二
頁
）、
ま
た
薩
摩
隼
人
を
征
討
す
る
時
に
大
宰
府
管
内
の
神
社
に
祈
禱
し
て
賊
を
平
定
す
る
こ
と
が
で
き

た
（
同
五
三
頁
）
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
37
）　
「
阿
多
」
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
七
〇
四
年
の
国
印
鋳
造
時
に
令
制
国
の
「
薩
麻
国
」
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
が
完
成
し
た
七
一
二
年
に
先
立
っ
て
、
阿

多
の
地
は
大
和
朝
廷
の
統
治
下
に
入
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
八
世
紀
半
ば
以
降
に
「
薩
摩
国
」
に
改
称
さ
れ
、「
阿
多
隼
人
」
も
「
薩
摩
隼
人
」
に
改
称
さ

れ
た
。

（
38
）　

本
居
宣
長
は
「
木
花
」
の
花
に
つ
い
て
、『
古
事
記
傳
』
の
中
で
「
櫻
花
」
と
解
釈
し
て
い
る
。『
本
居
宣
長
全
集
第
十
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
一
七

頁
。
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（
39
）　

桜
島
は
錦
江
湾
の
阿
多
カ
ル
デ
ラ
の
北
に
火
山
活
動
に
よ
っ
て
で
き
た
島
で
、
記
紀
神
話
の
編
纂
さ
れ
る
前
に
は
薩
摩
半
島
と
大
隅
半
島
の
間
に
島
と
し
て
姿
を
現

し
て
い
た
。
そ
の
桜
島
に
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
咲
耶
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
説
が
あ
る
（『
三
国
名
勝
図
会
』）。

（
40
）　

平
安
時
代
初
期
に
富
士
山
の
延
暦
大
噴
火
（
八
〇
〇
～
八
〇
二
年
）
と
貞
観
大
噴
火
（
八
六
四
～
六
年
）
が
あ
り
、
社
伝
に
よ
れ
ば
平
城
天
皇
の
命
に
よ
り
坂
上
田

村
麻
呂
が
八
〇
六
年
に
現
在
の
地
に
浅
間
大
社
の
社
殿
を
造
営
し
た
と
い
う
。
そ
の
大
社
の
祭
神
は
「
浅
間
大
神
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
木
花
之
佐

久
夜
毘
売
と
結
び
付
け
ら
れ
て
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
祭
神
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
41
）　

大
和
朝
廷
内
で
隼
人
は
軍
事
防
衛
を
司
る
兵
部
省
の
中
で
も
隼

は
や
ひ

人と
の

司つ
か
さに

組
み
込
ま
れ
、
薩
摩
国
か
ら
移
住
し
て
き
た
阿
多
隼
人
も
ま
た
そ
の
管
理
の
下
で
、
軍
事
や

歌
舞
の
訓
練
な
ど
を
行
っ
た
。

（
42
）　

飛
鳥
時
代
後
期
か
ら
導
入
さ
れ
た
班
田
収
授
制
は
、
班
田
収
授
法
に
基
づ
い
た
律
令
制
の
根
幹
を
な
す
土
地
制
度
で
、
農
民
は
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
た
班
田
を
耕
作

す
る
こ
と
に
よ
り
収
穫
物
の
一
定
の
割
合
を
国
家
に
収
納
し
、
死
後
に
は
土
地
を
国
家
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
米
の
収
穫
量
の
少
な
い
シ
ラ
ス
台
地
の

薩
摩
や
大
隅
で
は
、
こ
の
制
度
は
過
酷
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
辰
雄
『
熊
襲
と
隼
人
』
教
育
社
、
一
九
七
八
年
、
二
三
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
43
）　

大
和
朝
廷
に
お
い
て
左
将
軍
の
任
に
あ
っ
た
大
伴
旅
人
は
、
大
隅
隼
人
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
七
二
〇
年
に
征
隼
人
持
節
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
、
反
乱
鎮
圧
に

一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
。

（
44
）　

大
隅
隼
人
の
民
族
的
由
来
は
、
従
来
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
朝
廷
の
班
田
収
授
制
に
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
土
地
を
共
有

す
る
先
住
の
縄
文
系
住
民
と
想
定
さ
れ
る
。
曾
於
地
域
に
は
鳴
神
遺
跡
や
桐
木
遺
跡
な
ど
の
縄
文
遺
跡
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縄
文
系
の
先
住
民
が
水
田
稲
作

を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
定
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
45
）　

潮
流
と
製
塩
を
司
る
神
。
山
佐
知
比
古
を
綿
津
見
神
の
宮
殿
へ
導
い
た
こ
と
か
ら
航
海
安
全
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
こ
の
神
を
主
祭
神
と
す
る
総
本
社
が
陸
奥
国
一

之
宮
の
鹽し

お

竈が
ま

神
社
（
宮
城
県
塩
竈
市
）
で
あ
る
。

（
46
）　

綿
津
見
神
は
、
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
国
か
ら
戻
っ
て
「
筑
紫
の
日
向
」
の
瀬
の
水
で
禊
を
し
た
と
き
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
、
海
を
司
る
国
つ
神
で
あ
る
。
そ
の
誕
生

地
か
ら
し
て
、
こ
の
神
は
も
と
も
と
九
州
南
部
の
海
と
結
び
付
い
て
い
る
。

（
47
）　

こ
こ
で
大
き
な
「
ワ
ニ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
爬
虫
類
の
鰐
で
は
な
く
、
海
に
生
息
す
る
魚
類
の
サ
メ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
陰
地
方
沿
岸
で
は
サ
メ
を
ワ
ニ
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と
呼
ぶ
風
習
が
現
在
で
も
遺
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
こ
の
箇
所
の
原
文
で
は
ワ
ニ
が
「
和わ

邇に

（
邇
）」（
記
四
八
七
頁
）
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
海
人
族

の
一
派
で
あ
っ
た
和わ

邇に

氏
の
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）　

宮
中
で
の
儀
式
で
演
じ
た
隼
人
の
風
俗
歌
舞
に
、
海
水
に
溺
れ
る
よ
う
な
仕
草
も
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
こ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
で
は
、
兄

が
「
私
を
助
け
て
く
れ
た
ら
、
私
の
生
む
子
の
末
代
ま
で
…
俳わ

ざ

優お
ぎ

の
民
と
な
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
弟
の
前
で
潮
に
溺
れ
る
よ
う
な
滑
稽
な
仕
草
を
し
、
そ
れ
か
ら
今
に

至
る
ま
で
「
そ
の
子
孫
の
隼
人
た
ち
は
こ
の
所
作
を
や
め
る
こ
と
が
な
い
」（
紀
上
八
八
頁
）、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）　
『
日
本
書
紀
』
の
天
武
朝
一
一
年
（
六
八
二
年
）
に
、「
大
隅
の
隼
人
と
阿
多
の
隼
人
が
朝
廷
で
相
撲
を
と
り
、
大
隅
の
隼
人
が
勝
っ
た
」（
紀
下
二
九
一
頁
）
と
あ

り
、
大
隅
隼
人
と
阿
多
隼
人
の
一
部
が
と
も
に
大
和
朝
廷
に
仕
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
隼
人
に
相
撲
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
50
）　

鵜
戸
神
宮
は
推
古
朝
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
本
殿
は
宮
崎
県
日
南
市
の
日
向
灘
沿
岸
に
面
し
た
岩
窟
の
中
に
建
ち
、
そ
の
周
辺
の
荒
々
し
い
岩
場
か
ら
海
の
修

験
道
の
拠
点
と
も
さ
れ
て
き
た
。

（
51
）　
『
日
本
書
紀
』
で
は
神か

む

日や
ま

本と

磐い
わ

余れ
び

彦こ
の

天す
め
ら

皇み
こ
とと

表
記
さ
れ
、『
古
事
記
』
の
「
倭
」
に
対
し
て
「
日
本
」
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
対
外
的

な
国
号
と
さ
れ
た
「
日
本
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
52
）　

対
馬
沿
岸
の
海
に
面
し
て
建
つ
和
多
都
美
神
社
（
対
馬
市
豊
玉
町
）
の
祭
神
は
、
天
孫
族
の
火
遠
理
命
と
綿
津
見
神
の
長
女
の
豊
玉
姫
命
で
、
こ
の
神
社
に
も
綿
津

見
神
の
系
譜
が
伝
え
ら
れ
る
。

（
53
）　

宝
賀
寿
男
『
和
珥
氏　

古
代
氏
族
の
研
究
』
青
垣
出
版
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。
海
人
族
の
中
で
も
博
多
湾
を
根
拠
地
と
す
る
海あ

ま

部べ

氏
や
安あ

曇ず
み

氏
と
並
ん
で
、
和
邇

氏
は
九
州
か
ら
山
陰
の
沿
岸
域
を
活
動
領
域
に
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（
54
）　

大
和
に
お
け
る
和
邇
氏
の
本
拠
地
は
大
和
国
添
上
郡
和
邇
で
、
そ
の
拠
点
は
「
櫟い

ち
の

本も
と

古
墳
群
」（
奈
良
県
天
理
市
）
に
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
こ
の
古
墳
群
の
中
で

も
東と

う

大だ
い

寺じ

山や
ま

古
墳
は
四
世
紀
半
ば
頃
の
和
邇
氏
の
首
長
の
前
方
後
円
墳
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
副
葬
品
の
中
の
金き

ん

象ぞ
う

嵌が
ん

大
刀
は
二
世
紀
後
半
に
後
漢
で
制
作
さ
れ

た
と
推
定
さ
れ
、
海
人
族
と
し
て
の
和
邇
氏
に
よ
る
中
国
と
の
交
流
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
55
）　

和
珥
（
和
邇
）
氏
の
祖
は
、
第
五
代
孝
昭
天
皇
の
皇
子
・
天あ

め

足た
ら

彦し
ひ
こ

国く
に

押お
し

人ひ
と
の

命み
こ
と（

紀
上
一
一
六
頁
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
命
の
娘
（
押
媛
）
は
第
六
代
孝
安
天
皇

の
皇
后
と
な
り
、
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
母
親
と
さ
れ
る
（
紀
上
一
一
七
頁
）。
ま
た
第
九
代
開
化
天
皇
の
妃
（
意お

祁け

都つ

比ひ

売め
の

命み
こ
と）

が
丸わ

邇に

（
和
邇
）
臣お

み

の
血
筋
と
さ
れ
、
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ま
た
開
化
天
皇
の
第
三
皇
子
の
日ひ

子こ
い

坐ま
す

王の
み
こも

母
系
で
丸
邇
臣
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
と
さ
れ
る
（
記
三
三
三
頁
）。

（
56
）　

在
地
豪
族
の
大
隅
直
と
大
和
朝
廷
と
の
同
盟
関
係
は
、
志
布
志
湾
に
注
ぐ
肝
属
川
流
域
に
造
営
さ
れ
た
塚
崎
古
墳
群
に
含
ま
れ
る
前
方
後
円
墳
の
存
在
に
示
さ
れ
て

い
る
。
大
隅
氏
に
与
え
ら
れ
た
姓か

ば
ねの

「
直
」
が
、
こ
の
氏
族
の
朝
廷
へ
の
従
属
度
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
中
村
明
蔵
『
隼
人
の
古
代
史
』

二
二
頁
を
参
照
。

（
57
）　

在
地
豪
族
の
曾
一
族
が
県
主
と
し
て
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、「
王
権
に
従
属
し
た
在
地
豪
族
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
篠
川
賢
『
国
造
―
大
和
政
権
と
地
方

豪
族
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
一
年
、
七
六
頁
を
参
照
。
大
和
朝
廷
が
曾
県
主
に
よ
っ
て
曾
於
地
域
を
大
隅
国
統
治
の
足
掛
か
り
に
し
た
こ
と
は
、
こ
の
地
に
前
方

後
円
墳
を
含
む
唐と

う

仁じ
ん

古
墳
群
遺
跡
（
鹿
児
島
県
肝
属
郡
東
串
良
町
）
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
辰
雄
『
熊
襲
と
隼
人
』
教
育
社
、
一
九
七
八

年
、
六
一
頁
を
参
照
。

（
58
）　

中
村
明
蔵
は
「
隼
人
の
反
乱
」
に
「
曾
君
の
勢
力
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
和
朝
廷
の
律
令
制
に
対
す
る
抗
戦
が
、
比
較
的
小
規
模
で
あ
っ
た
薩
摩
隼
人

の
抗
戦
と
比
べ
て
大
規
模
で
長
期
化
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
書
『
ク
マ
ソ
の
虚
像
と
実
像
』
一
二
九
頁
を
参
照
。
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