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子

は
じ
め
に

　

『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
（
1
）

は
、
宣
長
が
伊
勢
二
宮
の
祭
神
に
つ
い
て
論
じ
た
書
で

あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
祭
神
が
天
照
大
御
神
で
あ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
者
は
い

な
い
が
、
外
宮
の
祭
神
に
つ
い
て
は
内
宮
と
外
宮
の
優
劣
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
た
め

に
、
中
世
以
来
、
議
論
が
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

外
宮
の
神
官
達
に
よ
っ
て
中
世
に
偽
作
さ
れ
た
神
道
五
部
書
は
、
外
宮
の
祭
神
で
あ

る
御み

け

つ

饌
津
神
を
天
御
中
主
尊
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
宮
を
内
宮
と
対
等
の
位

置
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
、
近
世
に
至
る
と
外
宮
の
祭
神
は
根
源
の
神
で
あ
る
国
常
立

尊
で
あ
る
が
ゆ
え
に
外
宮
は
内
宮
よ
り
も
尊
い
と
す
る
論
説
が
現
れ
た
（
2
）

。

　

こ
う
し
た
外
宮
の
主
張
に
対
し
て
、
吉
見
幸
和
（
3
）

は
、
井
面
守
和
（
4
）

の
指
摘
を
さ
ら
に
広

範
囲
に
渡
っ
て
、
か
つ
詳
細
に
論
証
し
、
外
宮
神
官
達
の
主
張
は
偽
作
に
基
づ
い
た
根

拠
の
な
い
妄
説
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
吉
見
幸
和
は
、
外
宮
の
祭
神
は
、
天

孫
降
臨
の
際
、
邇
々
芸
命
に
付
き
従
っ
た
膳
部
の
神
で
あ
る
と
考
え
る
（
5
）

。
儒
学
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
武
家
の
論
理
を
そ
の
神
道
説
に
も
徹
底
さ
せ
る
（
6
）

吉
見
幸
和
は
、
内

宮
と
外
宮
を
君
臣
関
係
で
と
ら
え
（
7
）

、
外
宮
の
祭
神
を
、
主
君
で
あ
る
内
宮
、
天
照
大
御

神
の
臣
下
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
の
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
で
は
、
井
面
守
和
、
吉
見
幸

和
の
実
証
性
を
評
価
し
つ
つ
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
た
柔
軟
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
外
宮
の
神
官
達
の
よ
う
な
野
心
を
持
た
ず
、
吉
見
幸
和
の
よ
う
に
強
い
武
家
意

識
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
宣
長
は
、
神
の
「
御
霊
」
を
祭
る
と
い
う
神
道
の
本
質

に
立
ち
返
っ
て
二
宮
の
祭
神
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
、
外
宮
の

祭
神
が
天
照
大
御
神
が
高
天
原
で
祭
る
豊
受
大
神
の
「
御
霊
」
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出

す
の
で
あ
る
。

　

宣
長
に
と
っ
て
食
を
司
る
豊
受
大
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
は
（
8
）

、
そ
れ
な

し
に
人
は
こ
の
世
に
在
り
得
な
い
、
人
の
生
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
力
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
二
宮
の
祭
神
問
題
も
二
宮
の
優
劣
を
決
す
る
と
い
う
社
会
的
、
な
い
し
は

政
治
経
済
的
な
問
題
（
9
）

で
は
な
く
、
神
の
め
ぐ
み
の
大
き
さ
、
尊
さ
を
い
か
に
明
確
に
認

識
す
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
宣
長
は
外
宮
の
祭
神
が
天
照
大
御
神

が
天
上
で
祭
る
食
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
神
の
「
御
霊
」、

す
な
わ
ち
め
ぐ
み
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
天
照
大
御
神
が
豊
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受
大
神
を
祭
っ
て
い
る
が
如
く
神
の
力
を
尊
び
、
拝
む
こ
と
が
人
の
在
り
方
で
あ
る
こ

と
を
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
が
、
宣
長
の
意
図
ど
お
り
）
10
（

竹
を
割
っ
た
よ
う
な
明
快
さ

を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
従
来
の
議
論
を
眺
め
渡
し
て
公
正
な
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
た

め
ば
か
り
で
は
な
い
。
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
の
絶
対
性
を
説
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
二
宮
の
祭
神
問
題
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
政
治
経
済
的
な
意
図
や
社
会
的

立
場
の
相
違
を
完
全
に
相
対
化
し
、
人
は
神
の
「
御
霊
」
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
る
と

い
う
神
道
の
核
心
を
す
っ
き
り
と
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
の
み
な
ら
ず
、
宣
長
は
著
作
の
随
所
で
神
の
「
御
霊
」、

め
ぐ
み
に
つ
い
て
述
べ
）
11
（

、
天
照
大
御
神
か
ら
松
坂
の
産
土
神
な
ど
に
至
る
神
々
の
「
御

霊
」
を
毎
朝
拝
む
た
め
の
拝
神
式
を
書
き
留
め
て
い
る
）
12
（

。
人
は
神
の
「
御
霊
」、
め
ぐ

み
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
る
と
い
う
観
念
は
そ
れ
ほ
ど
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
観
念
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
宣
長
の
神
道
思
想
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宣
長
の
神
道
論
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
幾
多
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
今
、
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
立

脚
点
、
な
い
し
は
視
点
を
大
き
く
整
理
し
て
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

一
つ
は
宣
長
の
神
道
論
を
垂
加
神
道
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
の
特
質
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
く
は
村
岡
典
嗣
氏
が
）
13
（

、
ま
た
、

新
し
く
は
前
田
勉
氏
が
）
14
（

、
宣
長
の
垂
加
神
道
に
対
す
る
批
判
の
内
容
を
構
造
的
に
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
宣
長
の
神
道
論
の
中
に
垂
加
神
道
の
影
響
、
な
い
し
は
垂
加
神

道
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。

　

二
つ
め
は
、
東
よ
り
子
氏
）
15
（

に
代
表
さ
れ
る
、
近
代
批
判
の
立
場
か
ら
宣
長
の
神
道
論

の
擬
似
古
代
性
を
明
ら
か
に
す
る
論
説
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
で
あ
っ
た
は

ず
の
古
代
の
神
々
が
洗
練
さ
れ
た
人
格
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

過
程
を
宣
長
の
神
道
論
に
読
み
と
り
、
そ
こ
に
近
世
、
近
代
の
思
想
の
限
界
を
見
る
立

場
で
あ
る
。

　

三
つ
め
は
、
相
良
亨
氏
）
16
（

の
よ
う
に
、
宣
長
の
思
想
と
内
面
的
な
意
識
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
と
い
う
人
物
を
深
く
整
合
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場

で
あ
る
。
相
良
氏
は
宣
長
の
特
質
と
し
て
「
二
重
構
造
と
も
い
う
べ
き
姿
勢
」
）
17
（

が
あ
る

と
指
摘
し
、
宣
長
が
そ
の
個
人
的
な
相
剋
や
人
間
社
会
に
あ
ら
わ
れ
る
善
悪
の
諸
相
を

神
に
全
面
的
に
随
順
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
過
程
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　

一
つ
め
の
立
場
と
二
番
目
の
立
場
で
は
、
宣
長
に
お
け
る
神
の
「
御
霊
」
に
つ
い
て

と
り
た
て
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
相
良
氏
の
場
合
は
、
宣
長
が
こ
の
世

界
を
神
の
御み

し

わ

ざ

所
為
に
よ
る
世
界
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、

補
助
的
に
神
の
「
御
霊
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
）
18
（

。
い
ず
れ
も
、
宣
長
の
神

の
「
御
霊
」
に
つ
い
て
本
質
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
宣
長
に
お
い
て
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
を
受
け
て
こ
の
世
に

在
る
と
い
う
観
念
は
非
常
に
強
く
、
し
か
も
、
そ
の
め
ぐ
み
を
生
き
て
い
る
こ
と
そ
れ

自
体
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
宣
長
の
神
道
論
の
重
要
な
特
質
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
に
、
深
く
宣
長
の
思
想
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宣
長
が
神
の
「
御
霊
」
を
人
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
左
右
す
る
も
の
と

見
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
は
じ
め
て
、
宣
長
が
垂
加
神
道
に
お
け
る
人
の
あ
る
べ
き

姿
と
は
全
く
異
な
る
あ
り
方
を
提
唱
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
、

人
を
神
の
「
御
霊
」、
つ
ま
り
め
ぐ
み
を
一
方
的
に
う
け
て
在
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
垂
加
神
道
の
よ
う
に
「
土
金
の
伝
」
に
よ
っ
て
主
体
的
に
心
身
を
修
め

堅
持
し
て
皇
統
の
護
持
を
達
成
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
穏
し
く
楽
し
く
」）

19
（

生
き
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
る
。
そ
こ
に
読
み
と
る
べ
き
こ
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
町
人
の
安
逸

な
生
活
態
度
で
は
な
く
、
人
の
生
を
左
右
す
る
神
の
「
御
霊
」
に
対
す
る
信
頼
の
深
さ

で
あ
る
。
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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
御
霊
」
に
関
す
る
考
察

　

ま
た
、
宣
長
に
お
い
て
は
、
神
と
い
う
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
と
一
体
化
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
め
ぐ
み
を
与
え
る
も
の
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
神
を
拝
む
こ
と
が
重
要
視

さ
れ
る
。
そ
れ
を
実
感
を
欠
い
た
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
神
観
念
で
あ
る
と
否
定
的
に
見
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
近
世
に
生
き
た
人
間
と
し
て
相
応
の
神
観

念
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
見
え
な
い
神
の
「
御
霊
」
の
大
き
さ
を
文
献
の
背
後
に
読
み
取

り
、
日
常
生
活
の
中
に
察
知
し
得
た
宣
長
の
能
力
を
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
宣
長
が
認
識
し
て
い
た
神
の
め
ぐ
み
の
大
き
さ
と
そ
れ
を
受

け
て
こ
の
世
に
在
る
と
い
う
充
足
感
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
充
足
感
こ
そ
「
安
心
」
）
20
（

の
正
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宣
長
の

神
の
「
御
霊
」
に
対
す
る
認
識
の
深
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
良
氏
の

論
説
を
補
強
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
宣
長
が
神
の
「
御

霊
」、
め
ぐ
み
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う

な
人
の
在
り
方
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
宣
長
の
神
道
思
想
を
よ
り

深
く
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
す
る
。

一
「
御
霊
」
の
概
念
の
分
析

　

は
じ
め
に
宣
長
に
よ
る
「
御
霊
」
の
定
義
を
確
認
し
、「
御
霊
」
の
対
概
念
で
あ
る
「
現

身
」
と
対
照
し
な
が
ら
「
御
霊
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

１
「
御
霊
」
の
定
義

　

宣
長
は
、
古
来
、
人
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
神
と
呼
ん
で
き
た
か
と
い
う
視
点
か
ら

神
を
帰
納
的
に
定
義
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
凡
て
迦カ

ミ微
と
は
、
古
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
フ
ミ
ド
モ

御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
モ
ロ
モ
ロの
神
た
ち
を
始
め
て
、

其ソ

を
祀マ
ツ

れ
る
社
に
坐
ス

御
霊
を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に
も
云
ず
、
鳥ト
リ
ケ
モ
ノ獣
木
草
の

た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其ソ
ノ
ホ
カ餘

何
に
ま
れ
、
尋ヨ
ノ
ツ
ネ常

な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳コ
ト

の
あ
り
て
、

可カ

シ

コ畏
き
物
を
迦
微
と
は
云
な
り
、

 

（
『
古
事
記
伝
』
三
之
巻
、
全
九
、一
二
五
頁
）

　

「
何
に
ま
れ
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
を
迦
微
」
と
い
う

な
ら
ば
、
霊
的
な
も
の
か
ら
人
、
自
然
の
事
物
に
至
る
ま
で
、
き
わ
め
て
広
範
囲
な
も

の
が
神
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
伊
勢
二
宮
の
祭
神
問
題
を
題
材
と

し
て
用
い
る
こ
と
か
ら
、
神
を
宣
長
の
い
う
「
古
御
典
等
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
神
た

ち
」
と
「
其
を
祀
れ
る
社
に
坐
御
霊
」
と
に
限
定
し
て
考
察
し
て
い
く
）
21
（

。

　

さ
ら
に
、
宣
長
は
、「
現う
つ
し
み身

」
の
神
を
言
う
場
合
と
「
御
霊
」
の
神
を
言
う
場
合
が

あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

す
べ
て
古
書
に
、
其
神
と
い
へ
る
に
、
現ウ
ツ
シ
ミ
ミ

御
身
な
る
と
、
御
霊
な
る
と
の
差
別
あ

り
、
現
御
身
と
は
、
其
「
御
霊
」
の
現
在
の
御
身
を
い
ひ
、
御
霊
と
は
、
そ
の

神シ
ン
レ
イ霊

を
い
ひ
、
御ミ
タ
マ
シ
ロ

霊
実
と
は
、
鏡
に
も
何
物
に
も
あ
れ
、
其
神
霊
を
託ヨ
セ
ツ
ケ著

た
る
物

を
い
ひ
て
、
俗
に
い
は
ゆ
る
御
神
体
な
り
、
然
る
に
現
御
身
を
も
御
霊
実
を
も
、

同
じ
く
た
ゞ
某
ノ

神
と
い
へ
り
、

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
八
七
頁
）

　

「
現
身
」
と
は
、
現
に
あ
る
身
の
こ
と
で
あ
り
、「
御
霊
」
と
は
い
わ
ゆ
る
神
霊
の
こ

と
で
あ
る
。
神
に
つ
い
て
「
御
霊
」
だ
け
で
な
く
「
現
身
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
宣

長
に
お
け
る
神
が
人
格
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
２
の
（
２
）

で
詳
述
す
る
よ
う
に
、「
現
身
」
と
「
御
霊
」
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
御
霊
」

の
特
質
が
明
確
に
示
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

宣
長
は
「
御
霊
」
だ
け
で
は
な
く
「
霊
」、「
御
威
霊
」、「
御
魂
」
な
ど
を
す
べ
て
「
み

た
ま
」
と
訓
む
が
、
用
例
か
ら
「
御
霊
」
と
は
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

御ミ

タ

マ魂
と
は
、
恩
ミ
タ
マ
ノ
フ
ユ

頼
、【
神
ミ
タ
マ
ノ
フ
ユ霊

又

霊
ミ
タ
マ
ノ
フ
ユな

ど
も
あ
り
、
】
又
萬
葉
五
【
二
十
六
丁
】

に
、
阿ア

ガ

ヌ

シ

ノ

ミ

タ

マ

タ

マ

ヒ

テ

我
農
斯
能
美
多
麻
多
麻
比
弖
な
ど
あ
る
意
に
て
、
其
功イ

サ

ヲ徳
を
称
え
た
る
名
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な
り
、

 

（
『
古
事
記
伝
』
九
之
巻
、
全
九
、四
一
六
頁
）

　

「
宇ウ

カ

ノ

ミ

マ

タ

迦
之
御
魂
神
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、「
御
魂
」

と
は
「
其
功
徳
を
称
へ
た
る
名
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宣
長
に
お
け
る
「
御

霊
」
の
基
本
的
な
意
味
は
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
、
力
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
は
た
ら
き

の
結
果
で
あ
る
功
徳
や
め
ぐ
み
を
意
味
す
る
。

　

「
御
霊
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
宣
長
は
「
さ
て
世
中
に
あ
ら
ゆ
る
、
大
小
の
も

ろ
〳
〵
の
事
は
、
天
地
の
間
に
お
の
づ
か
ら
あ
る
こ
と
も
、
人
の
身
の
う
へ
の
こ
と
も
、

な
す
わ
ざ
も
、
皆
こ
と
〴
〵
く
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
神
の
御
は
か
ら
ひ
な
る
」）

22
（

と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
世
の
す
べ
て
は
「
神
の
は
か
ら
ひ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
神
の
御
霊
」

に
よ
っ
て
成
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
格
的
要
素
を
も
つ
宣
長
の
神
は
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
「
現
身
」
つ
ま
り
身
体
を
そ
な
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、「
神
の
は
か
ら
ひ
」、

あ
る
い
は
「
神
の
御
心
」
と
表
現
さ
れ
る
意
志
に
よ
っ
て
「
御ミ

シ

ワ

ザ

所
為
」
）
23
（

を
あ
ら
わ
す
。「
御

霊
」
は
そ
の
「
は
か
ら
ひ
」、
な
い
し
は
「
御
心
」
を
実
現
す
る
力
で
あ
り
）
24
（

、
そ
れ
に
よ
っ

て
こ
の
世
は
か
く
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
。

２
「
御
霊
」
と
「
現
身
」

（
１
）　

「
御
霊
」
の
在
り
方

　

「
御
霊
」
は
、
そ
の
霊
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
目
に
は
見
え
ず
と
も
遍
在
し
て
は
た
ら

き
を
あ
ら
わ
す
。

凡
て
神
ノ

御
霊
は
、
御
霊
に
て
、
い
と
も
霊ク

シ

ビ異
な
る
物
に
坐
セ

ば
、
悉
く
此コ

コ処
に

あ
れ
ど
も
、
彼カ

シ

コ処
に
も
い
さ
ゝ
か
減ヘ
ル

こ
と
な
く
、
彼
処
に
減
ね
ど
も
、
此
処
に
も

悉
く
具
ソ
ノ
ナ
ハり

て
、
其
体
は
千
チ
ヨ
ロ
ヅ
ト
コ
ロ

万
処
に
分
つ
と
い
へ
ど
も
、
ほ
ど
〳
〵
に
何
れ
に
も
、

そ
の
用
は
欠カ
ク

る
こ
と
な
し
、

 

（
『
古
事
記
伝
』
十
五
之
巻
、
全
十
、一
五
九
頁
）

　

人
は
見
え
な
い
「
御
霊
」
を
「
御ミ
タ
マ
シ
ロ

霊
実
」
に
つ
け
て
勧
請
し
、
そ
れ
を
拝
む
の
で
あ

る
が
、
も
と
の
「
御
霊
」
が
い
く
つ
に
分
か
れ
た
と
し
て
も
、「
用
」、
つ
ま
り
「
御
霊
」

の
は
た
ら
き
は
か
わ
ら
な
い
。「
御
霊
」
は
各
処
に
お
い
て
、
自
在
に
、
等
し
く
は
た

ら
き
を
あ
ら
わ
す
。

（
２
）　

「
御
霊
」
と
「
現
身
」
を
区
別
す
る
こ
と
の
意
味

　

宣
長
は
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
で
「
御
霊
」
と
「
現
身
」
を
区
別
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
が
強
調
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
井
面
守
和
と
吉
見
幸
和
に
対
す
る
批
判
の
内
容
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
す
る
。

①
「
御
霊
」
の
意
味―

神
の
め
ぐ
み
の
強
調

　

宣
長
は
、
記
紀
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
神
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
神
の

「
現
身
」
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
神
の
「
御
霊
」
を
指
す
の
か
を
明
確
に
区
別
す
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
で
は
、
従
来
の

研
究
が
外
宮
の
祭
神
を
た
だ
「
天
御
中
主
尊
」、「
国
常
立
尊
」
あ
る
い
は
「
豊
受
大
神
」

と
し
か
述
べ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
豊
受
大
神
の
「
御

霊
」
で
あ
る
と
す
る
。

外
宮
は
豊ト

ユ

ケ受
ノ

大
神
、
そ
の
御
名
を
豊ト
ヨ
ウ
ケ
ビ
メ
ノ
ミ
コ
ト

宇
気
毘
売
命
と
申
シ

奉
り
て
、
穀
食
の
本

元
の
御
霊
に
ま
し
〳
〵
て
、
高
天
ノ

原
に
於
て
、
天
照
大
御
神
の
重
く
祭
ら
せ
給

ふ
、
御ミ

ケ

ツ

食
津
大
神
に
ま
し
ま
す
也
、

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
七
五
頁
）

　

外
宮
の
祭
神
は
「
穀
食
の
本
元
の
御
霊
」
で
あ
り
、
現
に
高
天
原
で
天
照
大
御
神
が

「
重
く
祭
ら
せ
給
ふ
」
神
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
に
つ
づ
く
段
落
で
、
内
宮
に
お
い

て
も
拝
ん
で
い
る
の
は
天
照
大
御
神
の
「
御
霊
」
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
説
明
し
て
い

る
）
25
（

。「
人
体
に
し
て
、
即
ち
天
つ
日
に
ま
し
ま
す
」）

26
（

天
照
大
御
神
は
高
天
原
に
そ
の
「
現
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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
御
霊
」
に
関
す
る
考
察

身
」
を
お
き
、
太
陽
と
し
て
こ
の
世
を
照
ら
す
。
し
か
し
、
人
は
そ
の
「
現
身
」
あ
る

い
は
太
陽
と
い
う
実
物
を
拝
む
こ
と
は
な
く
、
天
照
大
御
神
を
ま
つ
る
神
社
の
御
神

体
、
す
な
わ
ち
「
御
霊
」
を
拝
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宣
長
は
二
宮
に
祭
ら
れ
て

い
る
の
が
と
も
に
「
御
霊
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
神
の
「
御
霊
」
の
尊
さ
を
示
す
。

②
井
面
守
和
『
神
路
記
』
に
対
す
る
批
判

　

外
宮
の
祭
神
を
「
斎
庭
の
稲
穂
」
で
あ
る
と
す
る
『
神
路
記
』
）
27
（

を
批
判
す
る
際
も
「
斎

庭
の
稲
穂
も
、
豊
受
大
神
の
神
霊
に
よ
り
て
、
生
れ
る
に
は
あ
れ
ど
も
、
此
稲
穂
す
な

は
ち
其
神
（
外
宮
の
祭
神―
大
久
保
注
）
な
る
に
は
あ
ら
ず
」）

28
（

と
述
べ
て
い
る
。
稲
魂

と
い
う
意
味
で
稲
穂
を
祭
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
宣
長
の
場
合
は
稲
穂
と
い
う

現
物
で
は
な
く
「
豊
受
大
神
の
神
霊
」
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
稲
穂
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
を
重
視
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

③
吉
見
幸
和
に
対
す
る
批
判

　

吉
見
幸
和
に
対
す
る
批
判
も
同
様
に
、
神
の
め
ぐ
み
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
。
吉
見
幸
和
は
外
宮
の
祭
神
を
天
照
大
御
神
に
従
う
膳
部
の
神
で
あ
る
と
主
張

す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
天
孫
降
臨
の
記
事
で
豊
受
大
神
が
随
臣
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
）
29
（

。
宣
長
は
、
こ
の
見
解
を
神
と
い
う
も
の
に
「
現
身
」
と
「
御

霊
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
知
ら
な
い
解
釈
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

吉
見
氏
上
件
の
子
細
を
わ
き
ま
へ
ず
、
現
御
身
と
御
霊
実
と
の
差
異
あ
る
こ
と
を

し
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
臣
列
供
奉
の
神
也
と
い
へ
る
は
、
神
典
の
お
も
む
き
を
し

ら
ざ
る
、
例
の
漢
意
の
麁
忽
に
ぞ
有
け
る
、

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
八
八
頁
）

　

宣
長
は
天
孫
降
臨
の
記
事
に
記
さ
れ
た
神
々
は
、「
現
身
」
で
あ
る
天
の
児
屋
の
命

以
下
の
五い
つ
と
も
の
を

伴
緒
と
、「
御
霊
」
で
あ
る
思
金
神
、
手
力
男
神
、
豊
受
大
神
な
ど
に
分
け

て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「
現
身
」
で
あ
る
天
の
児
屋
の
命
以
下
の
五
伴

緒
な
ら
ば
随
臣
と
も
な
ろ
う
が
、「
御
霊
」
で
あ
る
豊
受
大
神
は
随
臣
に
は
な
り
得
な

い
。
吉
見
幸
和
は
そ
の
区
別
を
知
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
外
宮
の
祭
神
を
内
宮
の
天
照
大

御
神
の
随
臣
で
あ
る
と
す
る
誤
り
を
お
か
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

吉
見
幸
和
は
記
紀
を
天
皇
の
系
譜
と
事
績
を
述
べ
た
歴
史
書
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
記
さ
れ
た
内
容
は
す
べ
て
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
霊

的
な
は
た
ら
き
を
積
極
的
に
読
み
と
る
こ
と
は
な
い
）
30
（

。
し
た
が
っ
て
、
天
孫
降
臨
の
記

事
も
歴
史
的
に
お
こ
っ
た
権
力
の
委
託
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
現
実
の
社

会
的
な
序
列
に
相
応
す
べ
く
、
外
宮
の
祭
神
は
天
照
大
御
神
の
臣
下
の
神
で
あ
る
と
規

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
宣
長
は
天
孫
降
臨
の
記
事
に
霊
的
な
手
続
き
を
読
み
と
る
。

宣
長
が
、
天
孫
降
臨
の
く
だ
り
に
記
さ
れ
て
い
る
神
々
を
「
現
身
」
の
神
々
と
「
御
霊
」

の
神
々
と
に
わ
け
る
の
は
、
神
の
「
御
霊
」
と
い
う
超
越
的
な
力
を
明
確
に
示
す
た
め

で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
天
照
大
御
神
は
皇
統
の
無
窮
の
繁
栄
を
約
束
す
る
勅

令
を
下
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
み
ず
か
ら
の
「
御
霊
」
を
鏡
に
つ
け
て
邇
々
芸
命
に

与
え
る
）
31
（

。『
古
事
記
』
で
も
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
鏡
を
「
あ
が
魂
」
と
し
て
祭
る
よ

う
に
諭
し
て
い
る
。

八
尺
の
勾
玉
・
鏡
ま
た
草
な
ぎ
の
釼
つ
る
ぎ

、
常
世
の
思
金
の
神
・
手
力
男
の
神
・
天
の

石
門
別
の
神
を
副そ

へ
た
ま
ひ
て
、
詔
ら
し
し
く
、「
こ
れ
の
鏡
は
、
も
は
ら
あ
が

御
魂
と
し
て
、
あ
が
前
を
拝い
は

ふ
が
ご
と
く
い
つ
き
ま
つ
れ
」。
次
に
、「
思
金
の
神

は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
ま
つ
り
ご
とせ

よ
」。
こ
の
二
柱
の
神
は
さ
く
し
ろ
伊い

す

ず

須
受
の

宮
を
拝
ひ
祭
り
た
ま
ひ
き
。
次
に
登と

ゆ

け

由
気
の
神
、
こ
は
度わ
た
ら
ひ相
に
坐
す
神
ぞ
。
次
に

天
の
石
戸
別
の
神
。
亦
の
名
は
櫛
石
窓
の
神
と
い
ひ
、
亦
の
名
は
豊
石
窓
の
神
と

い
ふ
。
こ
の
神
は
御
門
の
神
ぞ
。
次
に
手
力
男
の
神
は
佐さ

な

な

が

た

那
々
県
に
坐
す
ぞ
。

 

（
『
古
事
記
』、
九
〇
頁―

九
一
頁
）

　

宣
長
に
よ
れ
ば
、
勾
玉
、
鏡
、
釼
は
み
な
御
霊
実
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る

神
々
も
み
な
「
御
霊
」
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
照
大
御
神
が
み
ず
か
ら
の
御
霊
を

と
り
つ
け
た
鏡
と
思
金
神
の
「
御
霊
」
は
「
さ
く
し
ろ
伊
須
受
の
宮
」、
す
な
わ
ち
内
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宮
に
、
登
由
気
神
（
豊
受
大
神
）
の
「
御
霊
」
は
「
度
相
」（
外
宮
）
に
祭
ら
れ
て
い
る
。

天
照
大
御
神
は
天
孫
降
臨
に
際
し
て
、
各
々
の
神
の
「
御
霊
」
を
く
だ
し
、
そ
れ
を
祭

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
御
霊
」
の
力
、
つ
ま
り
め
ぐ

み
が
発
効
す
る
。

　

宣
長
に
と
っ
て
天
孫
降
臨
の
で
き
ご
と
は
「
御
霊
」、
つ
ま
り
神
の
超
越
的
な
め
ぐ

み
の
観
念
な
し
に
は
語
り
得
な
い
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
歴
史
的
事
実
と
し

て
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
有
限
な
人
間
の
水
準
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
吉
見
幸
和

に
対
し
て
宣
長
が
強
く
反
発
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
宣
長
に
お
け
る
「
現
身
」
の
概
念
が
人
格
的
な
要

素
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
現
身
」
と
は
現
の
身
体
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
神
を
現
実
の
人
間
の
如
く
限
ら
れ
た
時
間
と
空
間
に
在
る
歴
史
的

存
在
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
神
を
歴
史
的
存
在
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
、

天
照
大
御
神
を
文
字
通
り
天
皇
の
大
祖
と
し
て
だ
け
考
え
る
と
、「
つ
ね
の
人
体
な
り

し
神
に
し
て
、
此
国
に
ま
し
〳
〵
し
て
、
神
代
に
大
和
国
に
宮
敷
い
ま
し
て
、
既
に
崩

御
な
り
し
神
の
ご
と
く
説
な
せ
る
」）

32
（

と
い
う
結
果
に
陥
る
。

　

宣
長
の
「
現
身
」
と
は
そ
う
し
た
人
間
的
な
意
味
で
の
身
体
で
は
な
く
、「
御
霊
」

と
い
う
力
を
方
向
づ
け
る
超
越
的
な
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。「
現
身
」
は
夢
や
占
い
に

そ
の
身
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
原
則
と
し
て
こ
の
世
か
ら
離
れ
た
高
天
原
）
33
（

や
日ひ

の

わ

か

み

や

之
少
宮
、
根ね
の
く
に国

に
）
34
（

ま
し
ま
し
て
、
不
可
視
の
存
在
な
が
ら
、
御
心
を
示
し
続
け
て

い
る
。

　

つ
ま
り
、
宣
長
の
「
現
身
」
と
は
神
が
人
間
と
同
じ
よ
う
な
身
体
を
も
つ
と
い
う
点

に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
が
時
空
を
こ
え
て
、
他
界
で
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と

を
言
い
た
い
が
た
め
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
神
は
、
そ
こ
か
ら
「
御
霊
」
と
い
う
超
越

的
な
力
を
こ
の
世
界
に
及
ぼ
す
。

（
３
）　

「
現
身
」
と
「
御
霊
」
の
実
在

　

宣
長
は
、
従
来
の
外
宮
の
祭
神
に
関
す
る
論
説
の
最
大
の
問
題
は
こ
の
眼
に
見
え
な

い
神
の
「
現
身
」、
お
よ
び
「
御
心
」
を
明
確
に
認
識
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
尊
び
敬

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
宣
長
は
、
人
が
神
の

「
現
身
」
が
眼
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
、「
神
慮
」
つ
ま
り
「
御
心
」
に
思
い
至
ら
ず
、
神

を
貶
め
る
言
動
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。

外
宮
は
、
さ
ば
か
り
天
照
大
御
神
の
重
く
し
奉
り
給
ふ
御
神
な
る
を
、
は
ゞ
か
り

も
な
く
、
み
だ
り
に
い
ひ
お
と
し
て
、
し
ひ
て
卑
き
神
に
な
し
奉
む
と
す
る
を
ば
、

天
照
大
御
神
は
ま
さ
に
歓
ヨ
ロ
コ

ば
せ
給
は
む
や
、
又
御ミ

ケ

ツ

食
津
大
神
の
、
た
ぐ
ひ
な
く
尊

き
御ミ

ケ食
の
御
霊
の
御
徳
を
ば
、
こ
と
さ
ら
に
蔽オ
ホ

ひ
か
く
し
て
、
天
御
中
主
尊
ぞ
、

国
常
立
尊
ぞ
な
ど
、
さ
ら
に
よ
し
も
な
き
神
に
説
な
し
て
、
み
だ
り
に
誣シ
ヒ

奉
る
を

ば
、
豊
受
大
神
も
ま
さ
に
よ
ろ
こ
ば
せ
給
は
む
や
、
も
し
二
大
御
神
の
現
御
身
の

大
御
前
な
ら
む
に
は
、
さ
や
う
の
み
だ
り
な
る
わ
た
く
し
ご
と
ど
も
は
、
さ
り
と

も
え
申
す
ま
じ
き
を
、
今
眼
の
ま
へ
に
見
え
さ
せ
給
は
ず
、
物
モ
ノ
ノ
タ
マ

詔
ふ
こ
と
な
き
故

に
、
な
ほ
ざ
り
に
思
ひ
て
、
神
慮
の
ほ
ど
を
恐
れ
奉
ら
ざ
る
か
ら
也
、
あ
な
か
し

こ
あ
な
か
し
こ

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』、
四
九
七
頁
）

　

外
宮
の
祭
神
を
天
御
中
主
尊
、
あ
る
い
国
常
立
尊
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
も
「
現
身
」

が
見
え
な
い
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、「
現
身
」
が
ま
の
あ
た
り
に
現
前
し
た
ら
、

そ
う
し
た
み
だ
り
な
発
言
は
決
し
て
為
し
得
な
い
だ
ろ
う
と
宣
長
は
考
え
る
。
神
が
眼

に
見
え
な
い
か
ら
、
ま
た
物
を
の
た
ま
わ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
誣
言
す
る
こ
と
は
、
は

な
は
だ
し
い
冒
涜
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
自
身
は
神
々
の
姿
を
見
、

そ
の
声
を
耳
に
と
ら
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
宣
長
は
神
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う

に
「
天
照
大
御
神
は
ま
さ
に
歓
ば
せ
給
は
む
や
」、「
豊
受
大
神
は
ま
さ
に
歓
ば
せ
給
は

む
や
」
と
記
し
、
神
の
力
を
ひ
た
す
ら
畏
れ
て
「
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
」
と
述
べ

る
。
宣
長
は
、
眼
に
見
え
な
い
神
を
察
知
し
て
神
慮
を
お
そ
れ
、
ひ
た
す
ら
可
畏
み
拝
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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
御
霊
」
に
関
す
る
考
察

む
の
で
あ
る
。

　

宣
長
に
と
っ
て
「
御
霊
」、
つ
ま
り
神
の
は
た
ら
き
は
五
感
で
感
覚
で
き
る
ほ
ど
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
人
は
「
目
に
は
見
え
ね
共
、
声
あ
る
物
は
耳
に
聞
え
、
香
あ
る
物
は

鼻
に
嗅カ
ガ

れ
、
又
目
に
も
耳
に
も
鼻
に
も
触フ
レ

ざ
れ
共
、
風
な
ど
は
身
に
ふ
れ
て
こ
れ
を
し

る
、
其
外
何
に
て
も
み
な
、
触
る
と
こ
ろ
有
て
知
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
様

に
「
今
も
神
代
も
目
に
見
え
ぬ
神
も
あ
れ
共
、
そ
れ
も
お
の
〳
〵
そ
の
所シ

ワ

ザ為
あ
り
て
、

人
に
触
る
故
に
、
そ
れ
を
知
事
也
」
）
35
（

と
述
べ
て
い
る
。
見
え
な
い
神
で
も
そ
の
所
為
は

「
人
に
触
る
」。
神
の
「
御
霊
」
は
、
は
っ
き
り
と
は
た
ら
き
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

宣
長
に
と
っ
て
、
神
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

二　

「
御
霊
」
の
は
た
ら
き

　

宣
長
に
お
い
て
「
御
霊
」
の
は
た
ら
き
は
、
理
屈
を
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
人
が
生

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

１　

産
霊
の
「
御
霊
」

　

「
御
霊
」
と
は
、
神
の
「
御
心
」、
つ
ま
り
意
志
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
を
か
く
あ

ら
し
め
る
超
越
的
な
力
で
あ
る
。
次
に
引
く
産ム

ス

ビ霊
の
「
御
霊
」
が
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
。

此
天
地
も
諸
神
も
萬
物
も
、
皆
こ
と
〴
〵
く
其
本
は
、
高タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ

皇
産
霊
神
、

神カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ

皇
産
霊
神
と
申
す
二
神
の
、
産
霊
の
み
た
ま
と
申
す
物
に
よ
り
て
、
成ナ
リ
イ
デ
キ

出
来
た

る
物
に
し
て
、
世
々
に
人
類
の
生
れ
出
、
萬
物
萬
事
の
成
出
る
も
、
み
な
此
御
霊

に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、

 

（
『
玉
く
し
げ
』
全
八
、三
〇
九
頁
）

　

萬
の
物
、
事
を
産
み
成
す
産
霊
の
神
を
宣
長
は
非
常
に
重
視
し
た
。『
伊
勢
二
宮
さ

き
竹
の
弁
』
で
も
、
従
来
の
論
説
が
天
御
中
主
尊
、
国
常
立
尊
、
天
照
大
御
神
を
中
心

と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
古
来
最
も
尊
ば
れ
、
祭
ら
れ
て
き
た
の
は
、
産
巣
日
神
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
づ
神
武
天
皇
の
大
御
世
に
、
御
み
づ
か
ら
顕
ウ
ツ
シ
イ

斎ハ
ヒ

し
て
高
皇
産
霊
ノ

尊
を
祭
ら

せ
給
ふ
事
見
え
、
神
祇
官
に
於
て
も
、
神
産
日
神
高
御
産
日
神
を
祭
り
給
ひ
、
其

外
神
名
帳
に
、
山
城
ノ

国
乙
訓
ノ

郡
、
大
和
ノ

国
添
上
ノ

郡
十
市
ノ

郡
、
又
対
馬
ノ

国

な
ど
に
も
、
高
皇
産
霊
ノ

尊
を
祭
る
社
あ
り
、
皆
大
社
の
列
に
て
、
祀
典
重
き
を
、

天
御
中
主
ノ

尊
国
ノ

常
立
ノ

尊
を
朝
廷
に
殊
に
祭
ら
せ
給
へ
る
事
は
、
上
代
よ
り
聞

え
ず
、
古
書
に
か
つ
て
見
え
た
る
こ
と
な
く
、
国
々
に
其
社
と
い
ふ
も
、
古
ヘ

は

一
つ
も
聞
え
た
る
こ
と
な
き
を
、
今
の
世
に
は
、
国
々
の
大
社
の
中
に
も
、
数
座

の
内
を
一
座
は
、
国
ノ

常
立
ノ

尊
と
い
ふ
あ
り
、
又
此
神
を
祭
る
と
い
ふ
小
社
も
、

所
々
あ
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
此
伊
勢
の
外
宮
を
い
ふ
た
ぐ
ひ
に
て
、
後
世

の
俗
意
よ
り
お
こ
れ
る
こ
と
也
、
す
べ
て
近
世
の
神
学
家
の
、
何
に
つ
け
て
も
国

ノ

常
立
ノ

尊
を
い
ふ
な
ど
も
、
皆
同
じ
こ
と
に
て
、
古
へ
を
し
ら
ざ
る
も
の
ぞ
か

し
。

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
八
二
頁
）

　

宣
長
が
産
巣
日
神
の
御
霊
を
重
視
す
る
根
拠
は
、
国
常
立
尊
が
「
後
世
の
俗
意
」
に

よ
っ
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
産
巣
日
神
は
神
武
天
皇
が
「
御
み
づ

か
ら
顕
斎
し
て
」
祭
っ
て
以
来
、
そ
の
社
は
「
皆
大
社
の
列
に
て
、
祀
典
重
」
き
社
で

あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
宣
長
は
神
の
序
列
の
根
拠
を
理
気
論
と
い
う
観
念
に
で

は
な
く
、
ま
た
、
吉
見
幸
和
の
よ
う
に
君
臣
と
い
う
概
念
に
で
も
な
く
、
古
来
重
く
祭

ら
れ
て
き
た
か
否
か
と
い
う
点
に
お
く
の
で
あ
る
。

２　

命
を
左
右
す
る

　

宣
長
が
古
来
か
ら
祭
ら
れ
て
き
た
神
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
の
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は
、
そ
れ
が
、
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
そ
の
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め
ぐ
み
を
尊
び
敬
っ

て
い
る
か
を
如
実
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
常
立
尊
、
天
御
中
主
尊
を
祭

る
神
が
古
へ
に
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
二
柱
の
神
の
「
御
霊
」、
は
た
ら
き
が
「
人

に
触
れ
る
」
ほ
ど
実
感
さ
れ
て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
産
巣
日
神

が
各
所
で
重
く
祭
ら
れ
て
き
た
の
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
み
成
す
と
い
う
は
た
ら
き
の

故
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
を
生
み
成
す
と
い
う
生
の
根
本
に
か
か
わ
る
も
の
と
と
ら
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

宣
長
は
人
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
産
巣
日
神
を
は
じ
め
と
す
る
諸
神
の

「
御
霊
」、
め
ぐ
み
を
見
て
い
た
。
神
の
「
御
霊
」
が
あ
っ
て
こ
そ
人
は
生
き
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
宣
長
は
神
を
形
而
上
的
な
意
味
や
人
間
の
社
会
的
根
拠
を
提
供
す
る
も

の
で
は
な
く
、
生
の
根
本
を
左
右
す
る
力
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。　

宣
長
は
、

そ
れ
を
『
古
事
記
』
の
記
述
に
明
ら
か
に
見
出
し
た
。
た
と
え
ば
、
仲
哀
天
皇
が
天
照

大
御
神
の
託
宣
を
疑
っ
た
た
め
に
即
座
に
死
に
追
い
や
ら
れ
た
く
だ
り
で
、
宣
長
は
次

の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

此
ノ

教
ヲ
シ
へ
サ
ト

諭
し
給
ふ
神
は
、（
割
注
略
）
天
照
大
御
神
に
坐
ス

を
、
痛ア
ナ
カ
シ
コ

可
畏
、
其
ノ

大
オ
ホ
ミ
コ
ト

命
を

信ウ
ケ

賜
は
ず
て
、
為セ
ス

レ

詐
イ
ツ
ハ
リ

神
と
さ
へ
申
給
へ
れ
ば
、
大イ
タ

く
忿
イ
カ
ラ

し
賜
ふ
こ
と
宜ウ
ベ

な
り
、

天
ノ

下
得エ

シ

ロ

シ

メ

所
知
看
さ
ぬ
も
宜
な
り
、
痛
可
畏
、
痛
可
畏
、【
世
ノ

人
よ
、
世
ノ

人
よ
、

此
を
よ
く
思
ふ
べ
し
、
よ
く
思
ふ
べ
し
、
天
皇
の
み
に
も
坐
ま
さ
ず
、
天
下
に
は
、

誰タ
レ

し
の
人
か
此
ノ

大
御
神
の
大
御
心
に
背
ソ
ム
キ

奉
て
は
、
一
日
片
時
も
得
在
る
べ
き
、

あ
な
か
し
こ
、
〳
〵
】

 

（
『
古
事
記
伝
』
三
十
之
巻
、
全
十
一
、三
五
〇
頁―

三
五
一
頁
）

　

人
は
天
照
大
御
神
の
大
御
心
に
背
い
て
は
「
一
日
片
時
も
」
こ
の
世
に
在
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
人
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
ら
れ
る
の
は
神
の
御
心
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
御
心
を
実
現
す
る
「
御
霊
」
の
は
た
ら
き
あ
っ
て
こ
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
人
は
神
の
め
ぐ
み
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
身
を
通

し
て
認
識
し
て
い
た
。
宣
長
は
自
身
を
父
定
治
が
吉
野
水
分
神
社
に
願
掛
け
を
し
た
結

果
生
ま
れ
た
申
し
子
）
36
（

で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
め
ぐ
み
の
あ
り
が
た
さ
を
歌
に
詠
ん
で
遺

し
て
い
る
。

み
く
ま
り
の
か
み
の
ち
は
ひ
の
な
か
り
せ
は　

こ
れ
の
あ
か
身
は
う
ま
れ
こ
め
や

もみ
よ
し
野
の
み
く
ま
り
山
の
す
め
か
み
に　

我
は
そ
い
の
る
い
の
ち
さ
き
く
と

み
く
ま
り
の
神
の
さ
き
は
ふ
い
の
ち
あ
ら
は　

又
か
へ
り
み
む
み
よ
し
野
の
山

 

（
『
鈴
屋
集
四
』
全
十
五
、八
四
頁―

八
五
頁
）

　

寛
政
十
一
﹇
一
七
九
九
﹈
年
、
七
十
歳
の
二
月
下
旬
）
37
（

、
吉
野
水
分
神
社
に
詣
で
た
時

の
歌
で
あ
る
。
我
が
身
は
「
か
み
の
ち
は
ひ
」、
す
な
わ
ち
神
の
め
ぐ
み
に
よ
っ
て
こ

そ
生
ま
れ
出
で
、
守
ら
れ
て
こ
の
世
に
在
る
。
最
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
た
宣
長
は
、
水

分
神
社
に
再
び
詣
で
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
た
だ
「
神
の
ち
は
ひ
」
に
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
さ
ら
な
る
「
ち
は
ひ
」
を
賜
る
よ
う
祈
り
、
拝
ん
で
い
る
）
38
（

。

　

四
年
後
、
宣
長
が
危
篤
に
陥
っ
た
時
、
門
人
達
は
神
社
に
祈
祷
の
使
い
を
出
そ
う
と

す
る
が
、
そ
の
候
補
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
た
の
が
吉
野
水
分
神
社
で
あ
っ
た
）
39
（

。
神
の

「
御
霊
」
こ
そ
が
宣
長
の
命
を
支
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
命
を
保
つ
食

　

こ
う
し
た
見
地
に
立
っ
て
、
宣
長
は
伊
勢
二
宮
の
祭
神
の
問
題
を
命
を
養
う
食
の
神

と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
宮
の
豊
受
大
神
は
、
吉
見
幸

和
に
よ
っ
て
天
照
大
御
神
に
仕
え
る
膳
部
の
神
と
貶
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
宣

長
は
、
食
の
神
で
あ
る
豊
受
大
神
の
「
御
霊
」、
め
ぐ
み
に
よ
っ
て
こ
そ
人
は
こ
の
世

に
在
る
こ
と
を
強
く
説
く
。
最
初
に
命
と
命
を
保
つ
食
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
か
を
説
い
て

い
る
文
章
を
引
用
す
る
。

そ
も
〳
〵
世
ノ

中
に
、
宝
は
数
々
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
一
日
も
な
く
て
か
な
は

ぬ
、
無
上
至
極
の
た
ふ
と
き
宝
は
、
食
物
也
、
其
故
は
、
ま
ず
人
は
、
命
と
い
ふ
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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
御
霊
」
に
関
す
る
考
察

物
有
て
、
萬
ヅ

の
こ
と
は
あ
る
な
り
、
儒
者
仏
者
な
ど
、
さ
ま
〴
〵
高
上
な
る
理

窟
を
説
ど
も
、
命
な
く
て
は
、
仁
義
も
忠
孝
も
、
何
の
修
行
も
学
問
も
、
な
す
こ

と
あ
た
は
ず
、
い
か
な
る
や
む
ご
と
な
き
大
事
も
、
命
有
て
こ
そ
お
こ
な
ふ
べ
け

れ
、
命
な
く
て
は
、
皆
い
た
づ
ら
ご
と
也
、
然
れ
ば
人
の
世
に
、
至
て
大
切
な
る

物
は
命
な
る
に
、
其
命
を
つ
ゞ
け
た
も
た
し
む
る
物
は
何
ぞ
、
こ
れ
食
也
、
金
玉

な
ど
尊
し
と
い
へ
ど
も
、
一
日
の
命
を
も
、
保
た
し
む
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
故
に

世
ノ

中
に
無
上
至
極
の
た
ふ
と
き
宝
は
、
食
な
り
と
い
ふ
也
。

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
七
六
頁―

四
七
七
頁
）

　

宣
長
は
、「
命
な
く
て
は
、
仁
義
も
忠
孝
も
、
何
の
修
行
も
学
問
も
、
な
す
こ
と
あ

た
は
ず
、
い
か
な
る
や
む
ご
と
な
き
大
事
も
、
命
有
て
こ
そ
お
こ
な
ふ
べ
け
れ
、
命
な

く
て
は
、
皆
い
た
づ
ら
ご
と
也
」
と
述
べ
て
、「
儒
者
仏
者
」
と
は
立
脚
点
が
異
な
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
ら
が
「
高
上
な
る
理
窟
を
説
」
き
、「
修
行
」
と
「
学

問
」
に
よ
っ
て
、
何
か
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
の
に
対
し
て
、
宣
長
は
よ
り

根
本
的
な
生
き
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
眼
を
む
け
、
命
と
そ
れ
を
保
つ
た
め
の
食
の

重
要
さ
、
尊
さ
を
説
く
。
命
を
保
つ
食
は
「
無
上
至
極
の
た
ふ
と
き
宝
」
で
あ
る
。

　

そ
の
尊
い
食
を
う
み
な
し
、
こ
の
世
に
賜
っ
て
い
る
の
が
豊
受
大
神
の
「
神
霊
」
で

あ
る
。か

く
て
此
世
の
は
じ
め
に
、
か
ば
か
り
た
ふ
と
き
食
物
の
、
出
来
始
ま
り
た
る
は
、

此
ノ

豊
受
大
神
の
御
神
霊
よ
り
成
リ

出
て
、
天
地
の
あ
ら
む
か
ぎ
り
、
永
々
世
ノ

中

に
、
穀
食
の
絶
ず
、
年
々
に
出
来
る
も
、
み
な
此
大
神
の
御
徳
御
蔭
な
り
、
世
の

中
の
人
、
高
き
も
卑
き
も
、
命
を
つ
ゞ
く
る
こ
と
、
食
に
よ
ら
ざ
る
者
は
、
一
人

も
な
け
れ
ば
、
此
大
神
の
恩
頼
の
、
よ
に
た
ふ
と
き
御
事
は
、
片
時
も
忘
れ
奉
る

ま
じ
き
わ
ざ
な
る
に
、
萬
の
事
、
馴
て
つ
ね
に
な
り
て
は
、
心
も
つ
か
ず
、
其
御

蔭
の
た
ふ
と
き
こ
と
を
も
わ
す
れ
て
、
た
ゞ
な
ほ
ざ
り
に
思
ひ
て
過
る
は
、
い
と

恐
る
べ
き
こ
と
ぞ
か
し
、
を
り
〳
〵
凶
年
な
ど
有
て
、
米
穀
と
も
し
き
時
は
、
貧

き
者
い
み
し
く
困
窮
し
、
餓
死
す
る
者
も
多
く
、
又
そ
れ
ま
で
も
な
く
、
常
に
も

物
食
ふ
べ
き
時
刻
お
く
れ
て
、
腹
中
空
虚
な
る
時
は
、
何
事
を
も
思
は
れ
ず
、
只

食
を
思
ふ
こ
と
切
な
ら
ず
や
、
こ
れ
ら
の
事
共
を
も
よ
く
考
へ
て
、
食
の
よ
に
重

く
た
ふ
と
き
こ
と
、
此
大
神
の
御
め
ぐ
み
の
た
ふ
と
き
御
事
を
、
つ
ね
〴
〵
思
ひ

て
、
忘
れ
奉
る
ま
じ
き
也
、

 

（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
七
七
頁―

四
七
八
頁
）

　

人
は
「
高
き
も
卑
き
も
、
命
を
つ
ゞ
く
る
こ
と
、
食
に
よ
ら
ざ
る
者
は
、
一
人
も
な
」

い
。
凶
作
な
ど
に
よ
っ
て
米
穀
が
と
ぼ
し
く
な
れ
ば
餓
死
者
が
出
る
し
、
日
常
、
食
事

の
時
間
が
遅
れ
た
だ
け
で
も
空
腹
に
耐
え
ら
れ
ず
、
食
べ
物
の
こ
と
ば
か
り
を
思
う
も

の
で
あ
る
。
食
は
そ
れ
ほ
ど
に
我
々
の
生
活
を
左
右
す
る
「
重
く
た
ふ
と
き
」
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
を
こ
の
世
に
成
り
出
し
め
、
年
々
絶
え
る
こ
と
な
く
賜
っ
て
い
る
豊
受
大

神
の
「
恩
頼
」
を
片
時
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
宣
長
は
豊
受
大
神
の
「
御
め
ぐ
み
の

た
ふ
と
き
御
事
を
、
つ
ね
〴
〵
思
ひ
て
」
忘
れ
な
い
よ
う
強
く
促
し
て
い
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
神
の
め
ぐ
み
を
常
々
思
っ
て
忘
れ
な
い
と
は
、
す
な
わ
ち
、
神
を
斎
き

祭
っ
て
拝
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

次
の
引
用
文
で
は
、
現
実
に
衣
食
住
を
保
障
す
る
君
主
、
親
、
先
祖
の
は
た
ら
き
の

根
源
に
神
の
「
御
霊
」
が
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
、
君
主
、
親
を
尊
び
、
先
祖
を
祭
る
以

上
に
、
そ
れ
ら
の
源
で
あ
る
神
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

上
は
位
た
か
く
、
一
国
一
郡
を
も
し
り
て
、
多
く
の
人
を
し
た
が
へ
、
世
の
人
に

う
や
ま
は
れ
、
萬
ゆ
た
か
に
た
の
し
く
し
て
す
ぐ
し
、
下
は
う
ゑ
ず
食
ひ
、
さ
む

か
ら
ず
着
、
や
す
く
家
る
、
こ
れ
ら
み
な
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
、
父

母
の
め
ぐ
み
な
る
こ
と
は
さ
る
も
の
に
て
、
そ
の
本
を
た
ず
ぬ
れ
ば
、
件
の
事
ど

も
よ
り
は
じ
め
、
世
に
あ
り
と
あ
る
も
ろ
〳
〵
の
こ
と
、
み
な
神
の
み
た
ま
に
あ

ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
し
か
れ
ば
、
世
に
あ
ら
む
人
、
神
を
尊
ま
で
は
え
あ
ら

ぬ
事
な
る
を
、
平ツ

ネ日
に
な
り
ぬ
る
こ
と
は
、
さ
し
も
心
に
と
め
ず
、
忘
れ
を
る
な

ら
ひ
に
て
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
を
も
さ
し
も
お
も
は
ず
、
も
と
よ
り

神
の
御
た
ま
な
る
こ
と
は
、
み
な
わ
す
れ
は
て
て
、
思
ひ
も
や
ら
ぬ
は
、
い
と
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〳
〵
か
し
こ
く
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
、

 

（
『
玉
勝
間
』
全
一
、四
四
七
頁
）

　

宣
長
は
「
う
ゑ
ず
食
ひ
、
さ
む
か
ら
ず
着
、
や
す
く
家
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
君

の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
、
父
母
の
め
ぐ
み
」
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
そ
の
本
」

は
「
み
な
神
の
み
た
ま
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
衣
食
住
が
事
足
り
て
い

る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
心
に
と
め
ず
、
そ
れ
を
に
な
う
君
主
、
親
、
先

祖
の
恩
ば
か
り
か
、
そ
の
大
本
の
神
の
め
ぐ
み
も
す
っ
か
り
忘
れ
は
て
る
と
は
「
い
と

く
か
し
こ
く
、
あ
る
ま
じ
き
事
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
神
の
「
御
霊
」
に
よ
っ

て
命
を
与
え
ら
れ
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
思
い
や
る
こ
と
こ
そ
、
人
の
な
す

べ
き
事
で
あ
る
と
宣
長
に
は
考
え
ら
れ
た
。

三　

「
御
霊
」
を
拝
む

　

宣
長
は
、
人
が
日
々
食
を
与
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
の
中
に
神
の
「
御

霊
」、
め
ぐ
み
を
見
る
。
人
が
生
き
て
い
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
こ
そ
神
の
「
御

霊
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
見
え
な
い
力
に
よ
っ
て
こ
そ
人
は
こ
の
世
に
在
り
得

る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
宣
長
は
考
え
て
い
た
。
そ
の
認
識
の

表
現
が
神
を
拝
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
宣
長
に
お
い
て
、
神
の
め
ぐ
み
が
い
か
に

有
り
難
く
尊
い
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
と
祭
る
こ
と
は
表
裏
一
体
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
天
皇
を
は
じ
め
と
し
て
下
々
の
者
に
至
る
ま
で
共
通
の
、
人
た
る
も

の
が
当
然
な
す
べ
き
行
為
と
み
な
さ
れ
た
。

　

宣
長
が
外
宮
の
祭
神
で
あ
る
豊
受
大
神
を
天
照
大
御
神
が
高
天
原
で
重
く
祭
っ
て
い

る
神
）
40
（

で
あ
る
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
宣
長
が
神
を
祭
る
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
重
く

見
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
神
の
「
御
霊
」
が
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
尊
い
も

の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
祭
る
こ
と
は
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
最
優
先
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

惣
じ
て
世
中
の
事
は
、
神
の
御
霊
に
あ
ら
で
は
か
な
は
ぬ
物
な
れ
ば
、
明
く
れ
其

御
徳メ
グ
ミを

わ
す
れ
ず
、
天
下
国
家
の
た
め
に
も
、
面
々
の
身
の
た
め
に
も
、
も
ろ

〳
〵
の
神
を
祭
る
は
、
肝
要
の
わ
ざ
な
り
、
善ヨ
キ
カ
ミ神
を
祭
り
て
福
サ
イ
ハ
ヒを
祈
る
は
、
も

と
よ
り
の
こ
と
、
又
禍
ワ
ザ
ハ
ヒを

ま
ぬ
か
れ
ん
た
め
に
、
荒
ぶ
る
神
を
ま
つ
り
和ナ
ゴ

す
も
、

古
ヘ

の
道
な
り
、

 

（
『
玉
く
し
げ
』
全
八
、三
二
一
頁
）

　

神
を
祭
る
こ
と
は
「
肝
要
の
わ
ざ
」
で
あ
り
、「
古
の
道
」
で
あ
っ
た
。
祭
祀
の
内

容
は
、「
祈
る
」、「
和
す
」
こ
と
に
尽
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
神
の
「
御
霊
」
は
人
が
考

え
る
善
悪
禍
福
の
規
準
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
超
越
的
な
力
だ
か
ら
で
あ
る
。　

宣
長
に
お
い
て
、
お
が
む
と
は
、
人
智
を
遙
か
に
超
え
た
神
の
「
御
霊
」
の
前
に
、

た
だ
頭
を
さ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
皇
統
の
護
持
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
目
標
や
、

特
別
な
斎
戒
や
形
式
は
斥
け
ら
れ
、
た
だ
、
畏
れ
お
が
む
と
い
う
原
初
的
な
行
為
が
求

め
ら
れ
た
。
宣
長
が
定
め
た
『
毎
朝
拝
神
式
』
で
は
、
神
の
「
御
霊
」
の
尊
さ
を
前
に

し
て
、
二
次
的
な
要
素
は
す
べ
て
と
り
は
ら
わ
れ
、
淡
々
と
た
だ
神
を
お
が
む
詞
だ
け

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

人
は
拝
む
、
祈
る
こ
と
し
か
な
し
得
な
い
ほ
ど
「
御
霊
」
の
力
は
大
き
い
。
そ
の
大

き
さ
を
宣
長
は
「
限
な
く
妙
な
る
」）

41
（

、「
い
と
も
〳
〵
妙
に
奇く
す

し
く
、
霊あ
や

し
き
」、「
測
り

が
た
き
」）

42
（

と
表
現
す
る
。
宣
長
の
神
道
と
は
、
神
の
「
御
霊
」、
め
ぐ
み
を
尊
び
、
拝

む
こ
と
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
の
内
容
に
拠
り
な
が
ら
、
宣
長
に
お
け
る
神
の

「
御
霊
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
き
た
。
宣
長
は
神
の
は
た
ら

き
を
人
の
生
の
根
本
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
「
御
霊
」、
す
な
わ
ち
め

ぐ
み
の
大
き
さ
、
尊
さ
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
神
を
畏
れ
、
拝
む
と
い
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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
御
霊
」
に
関
す
る
考
察

う
人
の
在
る
べ
き
姿
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
文
献
・
参
考
文
献

本
居
宣
長
の
著
作
の
引
用
は
『
本
居
宣
長
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年―

一
九
九
三

年
）
に
よ
っ
た
。
巻
数
は
、
た
と
え
ば
全
集
第
一
巻
の
場
合
、
全
一
と
記
し
た
。
引
用
に

際
し
て
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

西
宮
一
民
『
古
事
記
』（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）

坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
上
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
七
年
）

神
道
五
部
書
（
『
度
会
神
道
大
成　

前
篇
』
神
宮
司
庁
、
一
九
五
五
年
、
所
収
）

河
崎
延
貞
『
宝
永
十
條
』（
『
度
会
神
道
大
成　

後
篇
』
神
宮
司
庁
、
一
九
五
五
年
、
所
収
）

井
面
守
和
『
神
路
記
』（
同
右
）

吉
見
幸
和
『
五
部
書
説
弁
』（
同
右
）

『
神
代
紀
蒙
訓
抄
』（
『
吉
見
幸
和
集　

第
一
巻
』
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、

一
九
四
二
年
、
所
収
）

『
神
代
正
義
』（
同
右
）

『
神
代
直
説
』（
『
吉
見
幸
和
集　

第
二
巻
』
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、

一
九
四
二
年
、
所
収
）

村
岡
典
嗣
『
増
訂　

日
本
思
想
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
）

前
田
勉
『
近
世
神
道
と
国
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
）

東
よ
り
子
氏
『
宣
長
神
学
の
構
造―

仮
構
さ
れ
た
「
神
代
」
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
）

相
良
亨
『
本
居
宣
長
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）

注（
１
）　

寛
政
十
﹇
一
七
九
八
﹈
年
成
立
、
享
和
元
﹇
一
八
〇
一
﹈
年
刊
行
。

（
２
）　

た
と
え
ば
、
外
宮
権
禰
宜
、
河
崎
延
貞
に
よ
る
『
宝
永
十
條
』（
宝
永
六
﹇
一
七
〇
九
﹈

年
成
立
）
の
一
三
三
頁
、
お
よ
び
一
三
六
頁―

一
三
七
頁
。

（
３
）　

寛
文
十
二
﹇
一
六
七
三
﹈
年
九
月―

宝
暦
十
一
﹇
一
七
六
一
﹈
年
。
代
々
名
古
屋

東
照
宮
の
神
官
を
つ
と
め
る
家
に
生
ま
れ
た
。
垂
加
神
道
門
下
で
あ
り
な
が
ら
理
気

論
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
を
批
判
し
、『
日
本
書
紀
』
は
、
神
代
巻
も
含
め
て
、

歴
代
の
天
皇
の
系
統
と
事
績
を
記
し
た
歴
史
書
で
あ
る
と
す
る
。『
日
本
書
紀
』
を
は

じ
め
と
す
る
「
国
史
官
牒
」
を
根
拠
と
し
て
五
部
書
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
外
宮
の
祭
神
を
国
常
立
尊
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。『
五
部
書
説
弁
』
は
元
文

元
﹇
一
七
三
六
﹈
年
成
立
。

（
４
）　

内
宮
禰
宜
。
二
宮
の
祭
神
に
つ
い
て
論
じ
た
『
神
路
記
』
は
享
保
十
五
﹇
一
七
三
〇
﹈

年
成
立
。

（
５
）　

『
五
部
書
説
弁
』
宝
基
本
記
弁
、
二
九
七
頁
。

（
６
）　

た
と
え
ば
『
神
代
正
義
』
二
一
六
頁
、
二
一
七
頁
、
二
九
四
頁
、
三
〇
五
頁―

三
〇
六
頁
、
三
一
二
頁
。
ま
た
、『
神
代
直
説
』
九
四
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）　

『
五
部
書
説
弁
』
宝
基
本
記
弁
、
三
〇
〇
頁
、
三
二
九
頁
。『
五
部
書
説
弁
』
御
鎮
座

伝
記
弁
、
三
六
一
頁
。

（
８
）　

「
御
霊
」
が
神
の
め
ぐ
み
、
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
一
で

詳
述
す
る
。

（
９
）　

吉
見
幸
和
に
よ
れ
ば
、
外
宮
神
官
達
に
よ
る
五
部
書
偽
作
の
背
景
に
は
、
外
宮
を

内
宮
と
対
等
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
拝
者
を
集
め
、
経
済
的
苦
境
を
打
開
し
よ
う
と

い
う
意
図
が
あ
っ
た
（
『
五
部
書
説
弁
』
宝
基
本
記
弁
、
二
九
六
頁
、『
五
部
書
説
弁
』

御
鎮
座
伝
記
弁
、
三
三
〇
頁
）。

（
10
）　

「
さ
き
竹
の
弁
と
し
も
名
つ
け
た
る
ゆ
ゑ
は
、
世
の
た
と
へ
に
、
竹
を
二
つ
に
わ
り

た
る
如
し
、
と
い
ふ
な
る
こ
ゝ
ろ
を
ば
へ
を
と
り
て
、
か
た
よ
ら
ず
ま
が
ら
ず
、
正
し

く
真
直
に
こ
と
わ
れ
る
よ
し
也
」（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
八
〇
頁
）。

（
11
）　

た
と
え
ば
『
玉
勝
間
』
十
四
の
巻
の
「
神
の
め
ぐ
み
」（
全
一
、四
四
七
頁
）。

（
12
）　

『
毎
朝
拝
神
式
』
全
二
十
、一
八
一
頁―

一
八
二
頁
。

（
13
）　

村
岡
典
嗣
『
増
訂
日
本
思
想
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
）、
二
三
一
頁

―

二
七
四
頁
。

（
14
）　

『
近
世
神
道
と
国
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
第
六
章
、
第
九
章
。

（
15
）　

『
宣
長
神
学
の
構
造―

仮
構
さ
れ
た
「
神
代
」
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
16
）　

相
良
亨
『
本
居
宣
長
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）。

（
17
）　

「
正
し
い
道
理
を
自
覚
し
、
そ
の
実
現
を
願
い
つ
つ
も
、
現
実
に
従
う
、
現
実
に
従

い
つ
つ
も
、
正
し
い
道
理
を
自
覚
し
、
そ
の
実
現
を
期
待
す
る
志
向
を
失
わ
な
い
と
い

う
姿
勢
」（
『
本
居
宣
長
』、
二
一
五
頁
）。

（
18
）　

「
神
々
は
宣
長
の
身
近
に
、
宣
長
の
ま
わ
り
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
宣
長
は
神
々
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の
御
霊
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
『
本
居
宣
長
』、
二
五
三
頁
）

（
19
）　

『
直
毘
霊
』
全
九
、六
二
頁
。

（
20
）　

『
答
問
録
』
全
一
、五
二
五
頁―

五
二
七
頁
。

（
21
）　

以
下
、
拙
稿
『
本
居
宣
長
の
「
現
身
」
に
関
す
る
考
察
』（
『
日
本
思
想
史
学
』
第

二
十
六
号
、
一
九
九
四
年
）
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
行
論
上
の
必
要
に
よ
る
。

（
22
）　

『
玉
く
し
げ
』
全
八
、三
一
五
頁
。

（
23
）　

『
く
ず
花
』
全
八
、一
二
九
頁
、『
直
毘
霊
』
全
九
、五
二
頁
。

（
24
）　

詳
し
く
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
）　

「
か
く
て
内
宮
に
斎

イ
ツ
キ

祀
る
ご
神
体
は
、
神
代
に
皇
孫
邇
々
芸
命
の
、
高
天
原
よ
り
、

此
御
国
に
天
降
ら
せ
給
は
む
と
せ
し
時
に
、
天
照
大
御
神
の
、
御
手
づ
か
ら
八
咫
鏡
を

取
リ

持
タ

せ
給
ひ
て
、
此
鏡
は
、
吾
御
霊
と
し
て
、
吾
を
斎
祭
る
ご
と
く
、
拝

イ
ツ
キ

祭
り
給

へ
と
詔

ミ
コ
ト
ノ
リし

て
、
授
け
奉
り
給
へ
る
、
そ
の
御
鏡
に
ま
し
ま
せ
ば
、
即
チ

こ
れ
此
世
を
照

し
ま
し
ま
す
、
天
照
大
御
神
の
御ミ

タ

マ

神
霊
を
託ヨ

セ

給
へ
る
と
こ
ろ
也
」（
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹

の
弁
』
全
八
、四
七
六
頁
）。

（
26
）　

『
く
ず
花
』
全
八
、一
五
二
頁
。

（
27
）　

『
神
路
記
』、
二
二
九
頁
。

（
28
）　

『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
八
五
頁
。

（
29
）　

注
（
５
）
参
照
。

（
30
）　

だ
か
ら
と
い
っ
て
吉
見
幸
和
が
神
の
不
測
な
力
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
た
と
い

う
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
以
下
の
部
分
で
は
神
妙
不
測
な
神
の
力
を
認
め
て
い
る
。『
神

代
正
義
』、
一
五
四
頁―

一
五
五
頁
、
三
四
三
頁
、
三
四
五
頁
。『
神
代
紀
蒙
訓
抄
』、

三
九
頁
。

（
31
）　

『
日
本
書
紀
上
』、
一
四
七
頁
。

（
32
）　

『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
全
八
、四
七
五
頁
。

（
33
）　

（
26
）
の
注
、
お
よ
び
『
天
祖
都
城
弁
弁
』
全
八
、六
頁
参
照
。

（
34
）　

宣
長
に
よ
れ
ば
、
伊
邪
那
岐
大
神
の
現
御
身
は
日
之
少
宮
に
、
ま
た
、
須
左
之
男

大
神
の
現
御
身
は
根
国
に
ま
し
ま
す
（
『
古
事
記
伝
』
全
十
、一
二
〇
頁
）。

（
35
）　

以
上
、『
く
ず
花
』
全
八
、一
六
〇
頁
。

（
36
）　

『
菅
笠
日
記
』
全
十
八
、三
四
七
頁―

三
四
八
頁
。

（
37
）　

七
十
歳
は
数
え
年
。
翌
三
月
上
旬
に
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
』
の
版
下
が
完
成

し
て
い
る
。

（
38
）　

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
四
十
四
巻
を
書
き
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
神
の
「
御
霊
」

に
よ
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
寛
政
十
﹇
一
七
九
八
﹈
年
の
荒
木
田
久
老
宛

の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
三
十
二
年
に
し
て
終
申
候
、
命
ノ

程
を
危
ク

存

候
処
、
皇
神
之
御
め
ぐ
み
に
か
ゝ
り
、
先
存
命
仕
候
而
、
生
涯
之
願
望
成
就
仕
、
大
悦

之
至
存
候
儀
に
御
座
候
」（
『
書
簡
集
』
全
十
七
、四
二
二
頁
）。

（
39
）　

ほ
か
に
多
賀
神
社
、
伊
勢
神
宮
が
検
討
さ
れ
、
実
際
に
は
至
近
で
あ
る
伊
勢
二
宮

に
使
い
が
派
遣
さ
れ
た
（
青
木
茂
房
『
な
げ
き
の
下
露
』
全
別
三
、一
九
七
頁
）。

（
40
）　

一
の
２
の
（
２
）
の
①
の
引
用
文
参
照
。

（
41
）　

「
さ
れ
ば
此
天
地
も
萬
物
も
、
い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
こ
と
〴
〵
く
奇あ

や

し異
か
ら
ず
と
い
ふ

こ
と
な
く
、
こ
ゝ
に
至
り
て
は
、
か
の
聖
人
と
い
へ
共
、
そ
の
然
る
所
以
の
理
は
、
い

か
に
共
窮
め
知
こ
と
あ
た
は
ず
、
是
を
も
て
、
人
の
智
は
限
り
あ
り
て
小
き
こ
と
を

さ
と
る
べ
く
、
又
神
の
御
し
わ
ざ
の
、
限
な
く
妙
な
る
物
な
る
事
を
も
さ
と
る
べ
し
」

（
『
く
ず
花
』
全
八
、一
二
九
頁
）。

（
42
）　

「
天
地
の
こ
と
は
り
は
し
も
、
す
べ
て
神
の
御
所
為
に
し
て
、
い
と
も
〳
〵
妙タ

エ

に
奇ク

ス

し
く
、
霊ア

ヤ

し
き
物
に
し
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
人
の
か
ぎ
り
あ
る
智サ

ト

り
も
て
は
、
測
り
が
た

き
わ
ざ
な
る
を
、
い
か
で
か
よ
く
き
は
め
つ
く
し
て
知
る
こ
と
の
あ
ら
む
」（
『
直
毘
霊
』

全
九
、五
二
頁
）。
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