
������
葬
送
儀
礼
研
究
に
手
を
染
め
て
か
ら
相
当
の
長
い
年
月
が
経
過
し
た
。
こ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
弔
い
神
楽
を
調
べ
る
う
ち
、
説
経

節

｢

ま
つ
ら
長
者｣

に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
。
主
人
公
さ
よ
姫
が
、
父
の
一
三
回
忌
を
弔
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
没
落
し
た
長
者
で
あ
っ

た
た
め
僧
を
雇
う
費
用
が
無
い
。
そ
こ
で
、
母
に
内
緒
で
自
ら
の
身
体
を
売
っ
て
金
を
工
面
し
、
見
事
な
法
要
を
営
む
。
買
わ
れ
た
先

は
陸
奥
国

(

現
在
の
岩
手
県
奥
州
市
ま
た
は
福
島
県
郡
山
市
と
二
種
類
の
伝
説
が
あ
る)

で
あ
る
が
、
現
地
に
着
い
た
さ
よ
姫
は
人
身

御
供
と
し
て
池
の
底
に
住
む
大
蛇
に
呑
ま
れ
る
運
命
に
あ
る
事
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
。
父
の
形
見
の
法
華
経
の
功
徳
に
よ
り
一
命
が

助
か
り
、
大
蛇
も
地
獄
の
輪
廻
か
ら
救
出
さ
れ
、
大
団
円
を
迎
え
る
。
中
〜
近
世
に
か
け
て
か
な
り
流
行
し
た
説
経
節
の
演
目
の
一
つ

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

一
方
、
北
部
九
州
に
見
ら
れ
る
弔
い
神
楽
は
年
忌
神
楽
と
も
呼
ば
れ
、
法
要
の
た
め
に
営
ま
れ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
演
目
は
必

ず
オ
ロ
チ
退
治
に
な
っ
て
い
る
。
神
楽
団
の
長
に
聞
け
ば
、
こ
れ
は
ス
サ
ノ
オ
の
オ
ロ
チ
退
治
だ
と
断
言
す
る
。
オ
ロ
チ
退
治
と
年
忌

供
養
が
ど
こ
で
繋
が
る
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
説
経
説
の

｢

ま
つ
ら
長
者｣
は
こ
の
謎
解
き
に
対
し
て
一
つ
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与

���
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え
て
く
れ
た
。
ま
さ
に
、
目
か
ら
鱗
で
あ
っ
た
。

近
畿
圏
を
中
心
に
語
ら
れ
た
説
経
節
、
陸
奥
国
を
中
心
に
語
ら
れ
た
奥
浄
瑠
璃
の
中
か
ら
さ
よ
姫
関
連
を
探
す
と
、
あ
っ
と
言
う
間

に
数
十
編
の
作
品
が
集
ま
っ
た
。
さ
よ
姫
伝
承
が
当
時
い
か
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
か
、
改
め
て
驚
か
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
山
の

よ
う
な
史
料
を
目
の
前
に
し
て
途
方
に
暮
れ
て
い
た
時
、
こ
の
ル
ー
ツ
が

『

肥
前
国
風
土
記』

中
の

｢

鏡
の
渡

わ
た
り｣

｢

褶ひ
れ

振ふ
り

の
峯み

ね｣

の
条

(

両
者
は
松
浦
郡
の
項
目
の
中
に
あ
る)

に
あ
る
事
に
気
付
い
た
。
葬
送
儀
礼
研
究
か
ら
か
な
り
遠
い
所
に
来
て
し
ま
っ
た
が
、
急
が

ば
回
れ
の
諺
の
如
く
、
弔
い
神
楽
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
肥
前
国
松
浦
郡
に
お
い
て
八
世
紀
の
段
階
で
既
に
伝
承
さ
れ
、
現
在
も
な
お

盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
る
松
浦
さ
よ
姫
伝
説
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
。
こ
の
過
程
で
、
思
わ
ぬ
発
見
が
随
所
に
み
ら
れ
た
が
、
総
て
を

語
る
に
は
紙
幅
が
許
さ
な
い
。
今
回
は
、
そ
の
一
部
を
公
に
す
る
事
で
、
今
後
の
さ
よ
姫
論
展
開
の
端
緒
と
し
た
い
。

����������������������������
松
浦
さ
よ
姫
の
ル
ー
ツ
は
、『

肥
前
国
風
土
記』

｢

松
浦
郡｣

の
条
に
あ
る
。
こ
こ
に
は

｢

郷さ
と

は
一
十
一
所

と
こ
ろ
、
里

こ
ざ
と
は
廾
六
、
驛

う
ま
や
は
五
所

と
こ
ろ

、

烽と
ぶ
ひは
八
所

と
こ
ろ
な
り
①｣

と
あ
る
が
、
実
際
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は

｢

松
浦

ま
つ
ら

の
郡

こ
ほ
り｣

の
名
称
の
由
来
を
は
じ
め
、｢

鏡
か
が
み
の
渡

わ
た
り
・
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯み

ね

・

賀か

周す

の
里さ

と

・
登と

望も

の
驛

う
ま
や
・
大お

ほ

家や

嶋し
ま

・
値ち

嘉か

の
郷さ

と｣
と
い
っ
た
七
項
目
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
七
項
目
中
、
さ
よ
姫
に
直
接
関
連
す
る
の
は

｢

鏡
の
渡
・
褶
振
の
峰｣

の
二
項
の
み
で
あ
る
が
、｢

松
浦
の
郡｣

の
名
称
由
来
も
間
接
的
に
関
連
す
る
た
め
、
ま
ず
こ
の
部
分
か
ら
考

察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

昔
者

む
か
し

、
気
長

お
き
な
が

足
た
ら
し

姫
尊

ひ
め
の
み
こ
と、

新し
ら

羅ぎ

を
征
伐

う

た
む
と
欲

お
も
ほ

し
て
、
此
の
郡

こ
ほ
り

に
行
で
ま
し
て
、
玉た

ま

嶋し
ま

の
小を

河が
は

の
側

ほ
と
り

に
進
食

み
を
し

し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ

に
、
皇
后

お
ほ
き
さ
き
、
針は
り

を
勾ま

げ
て
鈎ち

と
為な

し
、
飯い
ひ

粒ぼ

を
餌ゑ

と
為な

し
、
裳も

の
絲い
と

を
緡
つ
り
を
と
為
し
て
、
河か
は

中な
か

の
石
に
登の
ぼ

り
て
、
鈎ち

を
捧さ
さ

げ
祝う
け

ひ
た

ま
ひ
し
く
、｢

朕あ
れ

、
新し

ら

羅ぎ

を
征
伐

う

ち
て
、
彼そ

が
財
宝

た
か
ら

を
求ま

が
ま
く
欲お

も

ふ
。
其
の
事こ

と

、
功

い
さ
を

成な

り
て
凱か

ち

旋か
へ

ら
む
に
は
、
細あ

鱗ゆ

の
魚う

を

、
朕あ

が
鈎つ

緡り

を
呑の

め｣

と
の
り
た
ま
ひ
て
、�
す
で

に
し
て
鈎ち

を
投
げ
た
ま
ふ
に
、
片し

時ま
し

に
し
て
、
果は
た

し
て
其
の
魚
を
得
た
ま
ひ
き
。
皇
后

お
ほ
き
さ
き

、
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の
り
た
ま
ひ
し
く
、｢

甚あ
な

、
希
見

め
づ
ら

し
き
物も

の
希
見
を
梅め
豆づ
羅ら
志し
と
謂い

ふ｣

と
の

り
た
ま
ひ
き
。
因よ

り
て
希
見

め
づ
ら

の
国
と
い
ひ
き
。
今
は
訛よ

こ
な
まり
て
松ま

つ

浦ら

の

郡
こ
ほ
り

と
謂い

ふ
。
こ
の
所ゆ

以ゑ

に
、
此
の
国
の
婦
女

を
み
な

は
、
孟
夏
四
月

う

づ

き

に
は
常つ

ね

に
針は

り

を
以も

ち
て
年あ

魚ゆ

を
釣つ

る
。
男
夫

を
と
こ

は
釣
る
と
雖

い
へ
ど
も
、
獲と

る
こ
と
能あ

た

は
ず
②

。

神
功
皇
后
の
新
羅
侵
攻
に
際
し
、
玉
島
川

(

写
真
１
参
照)

の
川
岸
で

た
ま
た
ま
昼
食
を
摂
っ
て
い
た
。
こ
こ
は
現
在
唐
津
市
に
属
す
が
、
唐
津

と
は
ま
さ
に
当
時
か
ら
唐か

ら(

韓か
ら)

へ
の
窓
口
で
あ
っ
た
事
が
よ
く
わ
か
る
。

皇
后
は
、
こ
の
戦

い
く
さ

を
余
程
心
配
し
て
い
た
と
見
え
、
祈
請

う
け
い

に
よ
っ
て
神
の

審
判
を
仰
ご
う
と
し
た
。
そ
の
方
法
は
、
針は

り

を
曲
げ
て
鈎

つ
り
ば
りと
し
、
こ
の
先

に
飯
粒
を
突
き
刺
し
て
鮎
釣
り
を
試
み
、
も
し
釣
れ
た
ら
願
成
就
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
直
後
、
見
事
に
鮎
は
釣
れ
、
物
語
上
は
新
羅
の
財
宝
獲
得

に
成
功
す
る
の
で
あ
っ
た
。

実
際
の
鮎
釣
り
経
験
者
な
ら
す
ぐ
分
る
事
な
の
だ
が
、
鮎
は
川
底
の
岩

石
に
生
え
た
藻
類
を
食
べ
て
成
長
す
る
た
め
、
絶
対
に
飯
粒
の
餌
で
は
釣

れ
な
い
。
釣
れ
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
も
、
こ
の
事
は
百

も
承
知
の
上
で
祈
請

う
け
い

を
敢
行
し
た
は
ず
で
あ
る
。｢

甚あ
な

、
希
見
め
づ
ら

し｣

と
、

い
た
く
感
動
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
誇
張
し
た
表
現
で
は
な
く
素

直
な
思
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

｢

希
見

め
づ
ら｣

が
訛な

ま

っ
て

｢

松
浦

ま
つ
ら｣

に
な
っ
た
と

す
る
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
が
、
魚
偏
に

｢

占｣

と
書
く
鮎あ
ゆ

を
祈
請
う
け
い

に

活
用
し
た
事
、
朝
鮮
半
島
へ
の
侵
攻
を
暗
示
さ
せ
た
事
な
ど
を
考
慮
す
れ

松浦さよ姫の基礎的研究���
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ば
、
か
な
り
周
到
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
事
を
記
念
し
て
、
今

(

八
世
紀
前
期
現
在)

で
も
こ
の
国
の
婦
女
は
孟
夏
四
月

う

づ

き

(

新
暦
で
は
五
月
中
旬
頃)

に
鮎
を
釣
る
が
、

男
は
一
切
釣
れ
な
い
と
言
う
。
男
女
に
関
ら
ず
、
現
実
に
は
飯
粒
で
鮎
は
絶
対
に
釣
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
皇
后
の
御
神
徳
な

の
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
み
に
は
奇
跡
が
お
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
記
事
は
古
代
に
お
い
て
相
当
有
名
な
神
話
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『

古
事
記

中
巻

(

仲
哀)』

に

筑
紫

つ
く
し

ノ
末
羅
ま
つ
ら
ノ

県
之
あ
が
た
ノ

玉
嶋
里

た
ま
し
ま
ノ
さ
と

に
到い
た

り
坐ま

し
而て

、
其ソ

ノ
河か
は

ノ
辺へ

に
御
食
み
を
し

せ
し
時ト
き

、
四
月
う
づ
き
ノ

之
上
は
じ
メ
ノ

旬コ
ロ

に
当あ
た

り
き
。�し
か

し
て
、
其ソ

ノ
河
中
か
は
な
か

之ノ

礒い
そ

に
坐い

ま

し
て
、
御み

裳も

之ノ

糸い
と

を
抜ぬ

き
取と

り
、
飯い

ひ

粒ぼ

以モ

ち
て
餌ゑ

に
為し

て
、
其ソ

ノ
河か

は

之ノ

年あ

魚ゆ

釣つ

り
た
ま
ふ
。〈

其ソ

の
河か

は

ノ
名な

は
小を

河か
は

ト
謂い

ふ
。

亦ま
た

、
其ソ

ノ
磯い
そ

ノ
名な

は
勝か
ち

門と

比ひ

売め

ト
謂い

ふ
。〉

故か
れ

、
四う

月づ
キ

ノ
上
旬
之
時

は
じ
メ
ノ
コ
ロ
ノ
ト
き

、
女
人
を
み
な

裳も

ノ
糸い
と

を
抜ぬ

き
、
粒
以
い
ひ
ぼ
モ

ち
て
餌ゑ

に
為し

て
、
年あ

魚ゆ

釣つ

る

コ
ト
、
今い

ま

に
至い

た

る
ま
で
絶た

江
不ず

③

。

と
あ
る
。『

風
土
記』

と
異
な
り
、『

記』

で
は
新
羅
侵
攻
後
の
話
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
祈
請

う
け
い

の
事
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

祈
請

う
け
い

の
直
後
に
絶
対
に
釣
れ
な
い
は
ず
の
鮎
が
釣
れ
、
そ
の
珍
稀
さ
に
驚
い
て
メ
ズ
ラ
と
い
っ
た
が
、
こ
の
メ
ズ
ラ
が
マ
ツ
ラ
に
訛
っ

た
と
い
う
地
名
起
源
伝
承
も
消
え
て
い
る
。
加
え
て
、
女
性
に
は
釣
れ
て
、
男
性
に
は
一
切
釣
れ
な
い
と
い
う
話
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、『

風
土
記』

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
玉
島
川
の

｢

礒い
そ

ノ
名な

は
勝か

ち

門と

此ひ

売め｣

と
い
う
記
述
が
追
加
さ
れ
、
い
か
に
も
戦
勝
記
念

風
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
話
の
展
開
上
、
戦
勝
後
の
記
述
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
国
家
の
浮
沈
を
賭
け
た
戦
い
の
勝
敗
を
占
う
、
息
詰
ま

る
よ
う
な
祈
請

う
け
い

(

飯
粒
で
鮎
を
釣
る
事)

な
ど
必
要
無
い
。
こ
れ
と
連
動
し
て
、
奇
跡
的
な
鮎
の
釣
り
上
げ
に
感
動
し
て
メ
ヅ
ラ
と
語

る
マ
ツ
ラ
の
地
名
起
源
伝
承
も
姿
を
消
す
の
で
あ
っ
た
。

『

記』

の
語
り
の
全
体
の
構
成
か
ら
こ
の
部
分
を
見
れ
ば
、
戦
勝
後
帰
国
し
て
子
供
を
産
み
、
そ
の
後
玉
島
川
で
鮎
を
釣
っ
た
話
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
極
め
て
居
心
地
が
悪
そ
う
で
あ
る
。
唐
突
に
玉
島
川
で
の
飯
粒
に
よ
る
鮎
釣
り
が
行
な
わ
れ
、
土
地
の
女
性
達

も
皇
后
を
真
似
て
同
じ
方
法
で
鮎
を
釣
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
必
然
性
が
全
く
見
え
て
来
な
い
。
骨
抜
き
に
さ
れ
た
神
話
の
残
骸
が
、

無
造
作
に
放
置
さ
れ
た
感
が
否
め
な
い
。
唯
一
の
処
置
が
、｢

其ソ

ノ
礒い

そ

ノ
名な

は
勝か

ち

門と

比ひ

売め｣

の
記
述
で
あ
り
、
何
と
か
整
合
性
を
保
た

せ
よ
う
と
し
た
努
力
の
跡
が
窺
え
る
。
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成
立
年
代
上
で
は
両
者
は
二
〇
数
年
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
上
で
は
か
な
り
大
き
な
変
質
が
あ
っ
た
。
確
か
に

『

記』

が

最
古
の
書
物
で
は
あ
る
が
、
記
載
内
容
の
上
か
ら
判
断
す
れ
ば
、『

風
土
記』

の
方
に
元
の
話
が
あ
り
、
こ
れ
を
大
幅
に
省
略
し
、
ま

た
一
部
追
補
し
て
、
こ
の
文
章
が
で
き
上
が
っ
た
と
判
断
し
得
る
。

一
方
、
成
立
年
代
の
上
で
は

『

記』

の
八
年
後
に
成
立
し
た

『

日
本
書
紀』

の

｢

神
功
皇
后

摂
政
前
紀

(

仲
哀
天
皇
九
年
四
月)｣

に
は
、夏な

つ

四
月

う
づ
き

の
壬
寅

み
づ
の
え
と
ら

の
朔
甲
辰

つ
い
た
ち
き
の
え
た
つ
の
ひ(

三
日)に
、
北

き
た
の
か
た、
火
前
国

ひ
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

の
松
浦
縣

ま
つ
う
ら
の
あ
が
た

に
到い

た

り
て
、
玉
嶋
里

た
ま
し
ま
の
さ
と
の
小を

河が
は

の
側

ほ
と
り
に
進
食

み
を
し

す
。
是こ

こ

に
、
皇
后

き
さ
き

、

針は
り

を
勾ま

げ
て
鉤ち

を
為つ

く

り
、
粒

い
ひ
ぼ

を
取
り
て
餌ゑ

に
し
て
、
裳み

も

の
縷い

と

を
抽
取

と

り
て
緡

つ
り
の
をに

し
て
、
河か

は

の
中な

か

の
石い

そ

の
上う

へ

に
登の

ぼ

り
て
、
鉤ち

を
投な

げ

て
祈う

け

ひ
て
曰

の
た
ま
は
く
、｢
朕わ

れ

、
西

に
し
の
か
た、
財

た
か
ら
の
国く

に

を
求
め
む
と
欲

お
も
ほ
す
。
若も

し
事こ

と

を
成な

す
こ
と
有
ら
ば
、
河
の
魚い

を

鉤ち

飲く

へ｣

と
の
た
ま
ふ
。

因よ

り
て
竿さ

を

を
挙あ

げ
て
、
乃

す
な
は

ち
細
鱗

あ

ゆ魚
を
獲え

つ
。
時
に
皇
后
の
曰

の
た
ま

は
く
、｢

希
見

め
づ
ら

し
き
物も

の

な
り｣

と
の
た
ま
ふ
。
希
見
、
此
を
ば
梅め

豆づ

邏ら

志し

と
云
ふ
。
故か

れ

、
時
人

と
き
の
ひ
と
、
其
の
処
を
号
け
て
、
梅め

豆づ

邏ら
の

国く
に

と
曰い

ふ
。
今い

ま

、
松
浦

ま
つ
ら

と
謂い

ふ
は
訛

よ
こ
な
まれ
る
な
り
。
是こ

こ

を
以
て
、
其
の

国
の
女
人

を
み
な

、
四
月

う
づ
き

の
上
旬

か
み
の
と
を
かに
當い

た

る
毎ご

と

に
、
鉤ち

を
以
て
河か

は

中な
か

に
投な

げ
て
、
年あ

魚ゆ

を
捕と

る
こ
と
、
今
に
絶た

え
ず
。
唯た

だ

し
男
夫

を
の
こ

の
み
は
釣つ

る
と
雖

い
へ
ど
も
、
魚い

を

を
獲う

る
こ
と
能あ

た

は
ず
④

。
『

記』

か
ら
八
年
後
に
完
成
さ
れ
た

『

紀』
で
あ
る
が
、『

紀』

は

『

風
土
記』

の
内
容
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
事
は
一
目

瞭
然
で
あ
る
。
僅
か
に
、
細こ

ま

か
な
言
回
し
に
違
い
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
話
筋
は
寸
分
の
狂
い
も
な
い
。
敢
え
て
違
い
を
見
出
す

と
す
れ
ば
、｢

郡
こ
ほ
り｣

が

｢

縣
あ
が
た｣

に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
点
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。｢

縣
あ
が
た｣

が
大
和
朝
廷
時
代
の
諸
地
方
に
あ
っ
た
皇
室
の

直
轄
領
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
現
在
の
唐
津
と
そ
の
周
辺
は
大
陸
へ
の
窓
口
で
あ
り
、
そ
の
頃
は
文
化
・
文
明
の
取
り
入
れ
口
と
し
て
最

重
要
処
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
無
い
。
こ
れ
が

『

風
土
記』

が
成
立
し
た
奈
良
時
代
に
な
れ
ば
、｢

郡
こ
ほ
り｣

と
改
め
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
行
政
区
画
の
再
編
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
地
誌
と
し
て
の
特
性
上
、
現
実
を
重
視
し
た
た
め

｢

縣
あ
が
た｣

を
使
わ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
一
方
、『

紀』

は
神
話
重
視
の
た
め
、
当
時
の

｢

郡
こ
ほ
り｣

を
採
ら
ず
敢
え
て

｢

縣
あ
が
た｣

と
表
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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����������������
さ
て
、
愈
々
さ
よ
姫
伝
説
の
本
題
に
入
る
が
、『

風
土
記』

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鏡
か
が
み
の
渡

わ
た
り
郡こ
ほ
りの
北
に
あ
り
。
昔
者

む
か
し

、
桧
隈

ひ
の
く
ま

の
廬い

ほ

入り

野の

の
宮み

や

に
御
宇

あ
め
の
し
た
し
ろし
め
し
し
武た

け

少を

広
国

ひ
ろ
く
に

押
楯

お
し
た
て

の
天
皇

す
め
ら
み
こ
との
み
世
、
大
伴

お
ほ
と
も
の

狭さ

手で

彦ひ
こ

の
連

む
ら
じ
を
遣や

り
て
、
任
那

み
ま
な

の
国
を
鎮し

ず

め
、
兼ま

た

、
百
済

く
だ
ら

の
国
を
救す

く

は
し
め
た
ま
ひ
き
。
命

み
こ
と
を
奉

う
け
た
ま
はり
て
、
到ま

か

り
来き

て
、
此
の
村む

ら

に
至い

た

り
、� す

な
は
ち
、

篠
原

し
の
は
ら

の
村む
ら
篠
は
志し

弩の

と
謂い

ふ
の
弟お
と

日ひ

姫ひ
め

子こ

を
娉
つ
ま
ど
ひ
て
、
婚
ま
ぐ
は
ひを
成な

し
き
。
日
下
く
さ
か

部べ
の

君き
み

等ら

が
祖お
や

な
り
。
容か

貌ほ

美
麗
き
ら
き
ら

し
く
、
特こ
と

に
人
間
ひ
と
の
よ

に
絶す
ぐ

れ
た
り
、

分わ

別か

る
る
日
、
鏡

か
が
み
を
取
り
て
婦

を
み
な
に
與お

く

り
き
。
婦

を
み
な
、
悲か

な

し
み�

な

き
つ
つ
栗
川

く
り
か
は

を
渡わ

た

る
に
、
與お

く

ら
れ
し
鏡

か
が
み
の
緒を

絶た

え
て
川
に
沈し

づ

み
き
。

因よ

り
て
鏡
か
が
み
の
渡
わ
た
り
と
名
づ
く
。
褶ひ
れ

振ふ
り

の
峯み
ね
郡こ
ほ
りの
東
ひ
が
し
に
あ
り
。
烽
と
ぶ
ひ
の
所
と
こ
ろ
の
名
を
褶ひ
れ

振ふ
り

の
烽
と
ぶ
ひ
と
い
ふ
。
大
伴

お
ほ
と
も
の

狭さ

手で

彦ひ
こ

の
連
む
ら
じ
、
発ふ
な

船だ
ち

し
て
任
那
み
ま
な

に
渡わ
た

り
し
時
、

弟お
と

日ひ

姫ひ
め

子こ

、
此こ

こ

に
登の

ぼ

り
て
、
褶ひ

れ

を
用も

ち
て
振ふ

り
招を

き
き
。
因よ

り
て
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯み

ね

と
名
づ
く
。
然し

か

し
て
、
弟お

と

日ひ

姫ひ
め

子こ

、
狭さ

手で

彦ひ
こ

の
連

む
ら
じ
と

相あ
ひ

分わ
か

れ
て
五
日

い
つ
か

を
経へ

し
後の

ち

、
人
あ
り
、
夜よ

毎ご
と

に
来
て
、
婦

を
み
な
と
共と

も

に
寝い

ね
、
暁

あ
か
と
きに
至な

れ
ば
早
く
帰か

へ

り
ぬ
。
容か

止ほ

形
貌

か
た
ち

は
狭さ

手で

彦ひ
こ

に
似に

た
り
き
。
婦

を
み
な
、
其そ

を�
あ
や

し
と
抱お

も

ひ
て
、
忍も

黙だ

え
あ
ら
ず
、
竊

ひ
そ
か
に
続う

み

麻を

を
用も

ち
て
其
の
人
の�き

ぬ
の
す
そに
繋か

け
、
麻を

の
随

ま
に
ま
に
尋と

め
往ゆ

き
し
に
、

此
の
峯み

ね

の
頭

ほ
と
り
の
沼ぬ

ま

の
辺へ

に
到
り
て
、
寝い

ね

た
る
蛇へ

み

あ
り
、
身み

は
人
に
し
て
沼ぬ

ま

の
底そ

こ

に
沈し

ず

み
、
頭

か
し
ら
は
蛇へ

み

に
し
て
沼ぬ

ま

の
脣き

し

に
臥ふ

せ
り
き
。

忽た
ち
まち
人
と
化
為

な

り
て
、� す

な
は
ち
語か

た

り
て
い
ひ
し
く
、

篠
原

し
の
は
ら

の

弟
姫

お
と
ひ
め

の
子こ

ぞ

さ
一ひ

と

夜ゆ

も

率ゐ

寝ね

て
む
時し

だ

や

家い
へ

に
く
だ
さ
む

時
に
、
弟お

と

日ひ

姫ひ
め

子こ

の
従
女
と
も
の
め

、
走は
し

り
て
親
族
か
ぞ
い
ろ

に
告つ

げ
し
か
ば
、
親
族

か
ぞ
い
ろ

、
衆
も
ろ
び
とを
発い
だ

し
て
昇の
ぼ

り
て
看み

る
に
、
蛇へ
み

と
弟お
と

日ひ

姫ひ
め

子こ

と
竝な
ら

び
に
亡う

せ
て
存あ

ら
ず
。
こ
こ
に
、
其
の
沼ぬ

ま

の
底そ

こ

を
見
る
に
、
但た

だ

、
人
の
屍

か
ば
ね

の
み
あ
り
。
各

お
の
も
お
の
も、

弟お
と

日ひ

女ひ
め

子こ

の
骨

か
ば
ね

な
り
と
謂い

ひ
て
、�

や
が

て
、
此

の
峯み

ね

の
南
に
就つ

き
て
、
墓は
か

を
造
り
て
治を
さ

め
置お

き
き
。
其
の
墓
は
見い
ま

に
在あ

り
⑤

。

｢

鏡
か
が
み

の
渡

わ
た
り｣

は
、『

風
土
記

日
本
古
典
文
学
大
系
２』

の
校
注
者
秋
本
吉
郎
氏
に
よ
れ
ば
、｢

唐
津
市
の
松
浦
川
の
渡
船
地
。
川
の

東
岸
、
河
口
に
近
い
鏡
が
遺
称
地｣

⑥

と
あ
る
。｢

郡
の
北
に
あ
り｣

と
注
記
が
あ
る
が
、｢

郡｣

と
は
郡
家
の
事
で
あ
り
、
最
近
西
九

近 藤 直 也 ���
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州
自
動
車
道
開
設
工
事
の
た
め
に
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
が
、
中
原
地
区
か
ら
夥
し
い
数
の
土
器
片
が
見
付
か
っ
た
。
し
か
も
、
在

地
の
土
器
に
混
じ
っ
て
、
明
ら
か
に
東
国
の
作
風
を
示
す
も
の
や
東
国
関
連
の
木
簡
ま
で
見
付
か
っ
て
お
り
、
こ
こ
が
防
人
達
の
詰
所

で
あ
っ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
判
断
す
れ
ば
、｢

郡
の
北
に
あ
り｣

と
い
う

｢

鏡
の
渡｣

は
、
現
在
の

鏡
付
近
で
あ
っ
た
と
判
断
し
得
る
。
現
在
の
松
浦
川
は
鏡
地
区
か
ら
約
一
・
五
ｋ
ｍ
程
西
へ
移
動
し
て
い
る
が
、
川
の
流
路
は
洪
水
な

ど
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
約
一
三
〇
〇
百
年
程
前
の
松
浦
川
は
、
鏡
付
近
を
東
岸
と
し
て
唐
津
湾
に
注
い
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢

鏡
の
渡｣

が
郡
の
北
に
あ
り
、｢

褶
振
の
峯｣

が
郡
の
東
に
あ
っ
て
み
れ
ば
、
両
者
の
直
線
が
交
わ
る
点

は
現
在
の

｢

原｣
地
区
と
な
る
。
当
時
の
郡
家
は
原
地
区
に
あ
っ
た
と
推
定
し
得
る
。
さ
ら
に

｢

篠
原
村｣

も
ほ
ぼ
こ
の
地
域
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
こ
の
近
辺
に
篠
が
密
生
し
て
い
た
た
め
、｢

篠
原
村｣

と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
が

｢

鏡
か
が
み

の
渡

わ
た
り｣

と
呼
ば
れ
る
所
以

ゆ
え
ん

は
、
上
代
に
お
け
る
大
伴
狭
手
彦
と
松
浦
縣
篠
原
村
の
弟
日
姫
子
の
間
に
発
生
し
た

一
大
ロ
マ
ン
ス
に
よ
る
。
狭
手
彦
の
父
大
伴
金
村
は
、
大
和
朝
廷
の
有
力
者
で
あ
り
、
武
烈
・
継
体
・
安
閑
・
宣
化
四
朝
の
大
連
と
し

て
権
勢
を
張
り
、
天
皇
即
位
に
関
し
て
は
実
質
的
な
決
定
権
す
ら
行
使
し
得
る
程
で
あ
っ
た
。
継
体
六

(

五
一
二)

年
に
、
任
那
四
県

を
高
句
麗
に
攻
め
ら
れ
た
百
済
に
割
譲
し
た
事
件
に
金
村
が
深
く
関
与
し
た
事
に
端
を
発
し
、
こ
れ
以
降
朝
鮮
で
の
日
本
の
威
信
が
低

下
し
た
。
そ
の
後
、
金
村
は
五
三
二
年
に
い
た
り
、
ラ
イ
バ
ル
の
物
部
尾
輿
に
四
県
割
譲
事
件
を
糾
弾
さ
れ
て
失
脚
し
て
い
る
。

こ
れ
程
の
偉
大
な
権
力
者
を
父
に
持
つ
狭
手
彦
は
、
宣
化
二

(

五
三
七)

年
に
朝
鮮
半
島
情
勢
を
挽
回
す
べ
く
、
朝
廷
か
ら
出
征
を

命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
辺
の
状
況
を

『

紀』

は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

二
年
の
冬
十
月

ふ
ゆ
か
む
な
づ
き

の
壬
辰

み
づ
の
え
た
つ

の
朔

つ
い
た
ち
の
ひに

、
天
皇

す
め
ら
み
こ
と、

新し
ら

羅ぎ

の
任
那

み
ま
な

に
寇

あ
た
な

ふ
を
以
て
、
大
伴

お
ほ
と
も
の

金
村

か
な
む
ら
の

大
連

お
お
む
ら
じ

に
詔
し
て
、
其そ

の
子こ

磐い
は

と
狭さ

手で

彦ひ
こ

と
を
遣
し
て
、
任
那
を
助た
す

け
し
む
。
是
の
時と
き

に
、
磐
、
筑
紫
に
留
と
ど
ま
り
て
、
其
の
国
の
政
ま
つ
り
ご
とを
執と

り
て
、
三
韓

み
つ
の
か
ら
く
にに
備そ
な

ふ
。
狭
手
彦
、
往ゆ

き
て
任
那
を
鎮し

づ

め
、
加ま

た

百
済
を
救す

く

ふ
⑦

。

五
三
七
年
と
言
え
ば
、
父
金
村
が
物
部
尾
輿
ら
に
任
那
四
県
を
百
済
に
割
譲
し
た
件

(

継
体
六

(

五
一
二)

年)

を
責
め
ら
れ
て
失

脚

(

五
三
二
年)

し
た
五
年
後
で
あ
り
、
磐
・
狭
手
彦
兄
弟
は
二
五
年
前
の
父
親
の
失
敗
を
回
復
す
る
意
味
で
も
、
心
に
期
す
る
も
の

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
兄
の
磐
は
九
州
に
留
ま
っ
て
後
方
支
援
に
当
た
り
、
弟
の
狭
手
彦
は
海
を
渡
っ
て
前
戦
で
大
い
に
健
闘
し
、

松浦さよ姫の基礎的研究���
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任
那
を
鎮
め
、
百
済
を
救
っ
て
所
期
の
目
的
を
達
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
キ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
の
息
子
と
し
て
の
狭
手
彦
は
、

名
実
共
に
金
村
の
後
継
者
の
一
人
と
し
て
周
囲
か
ら
大
き
な
期
待
を
寄
せ
ら
れ
、
自
ら
も
そ
の
つ
も
り
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
て
、
上
代
を
代
表
す
る
一
大
ロ
マ
ン
ス
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
狭
手
彦
と
弟
日
姫
子
の
物
語
は
展

開
す
る
。
前
述
し
た
如
く
、
朝
廷
か
ら
命
を
受
け
た
狭
手
彦
は
都
か
ら
唐
津
経
由
で
朝
鮮
半
島
に
す
ぐ
渡
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
浮

沈
を
懸
け
た
重
大
な
任
務
で
も
あ
り
、
唐
津
に
し
ば
ら
く
留
ま
り
、
兄
の
磐
と
共
に
兵
站
作
業
を
行
な
っ
た
り
、
作
戦
の
入
念
な
打
ち

合
わ
せ
を
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
し
た
状
況
の
中
で
、
狭
手
彦
は
篠
原
村

(

郷
土
史
家
の
間
で
は
、
篠
原
村
が
ど
こ
に
相
当
す

る
か
、
そ
の
候
補
地
が
四
〜
五
ヶ
所
挙
げ
ら
れ
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。『

風
土
記』

の
記
述
を
単
純
に
考
慮
す
れ
ば
ま
た
考
古
学

上
の
遺
跡
の
分
布
上
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
褶
振
山
麓
と
そ
の
周
辺
に
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。)

の
弟
日

姫
子
と
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る
。｢

弟お
と

日ひ

姫ひ
め

子こ

を
娉

つ
ま
ど
ひ
て
、
婚

ま
ぐ
は
ひを
成な

し
き｣

｢

容か

貌ほ

美
麗

き
ら
き
ら

し
く
、
特こ

と

に
人
間

ひ
と
の
よ

に
絶す

ぐ

れ
た
り｣

と
あ
り
、

『

風
土
記』

の
書
き
ぶ
り
か
ら
推
せ
ば
、
狭
手
彦
は
弟
日
姫
子
に
一
目
惚
れ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
他
共
に
認
め
る
政
界
の
プ
リ
ン
ス

で
あ
り
、
中
央
政
界
の
貴
族
達
も
自
ら
の
娘
を
何
と
か
し
て
近
付
け
、
縁
者
に
な
ろ
う
と
誰
も
が
試
み
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
洗
練
さ

れ
た
都
の
数あ

ま

多た

の
貴
族
の
娘
達
を
指
し
置
い
て
、
狭
手
彦
の
心
を
虜
に
し
た
弟
日
姫
子
は
、
ま
さ
に

｢

絶
世
の
美
女｣

で
あ
っ
た
。

相
思
相
愛
の
幸
福
な
日
々
は
長
く
は
続
か
な
い
。
戦
地
に
赴
く
狭
手
彦
は
、
離
別
の
日
、
形
見
の
品
と
し
て
自
分
の
愛
用
の
鏡
を
姫

子
に
託
す
。
篠
原
村
の
自
宅
で
受
け
取
っ
た
姫
子
は
、
健け

な

気げ

に
も
じ
っ
と
涙
を
こ
ら
え
な
が
ら
悲
し
さ
に
耐
え
て
自
室
で
見
送
ろ
う
と

す
る
の
だ
が
、
遂
に
感
情
が
爆
発
し
て
狭
手
彦
の
後
を
追
う
。
号
泣
し
な
が
ら
松
浦
川
の
東
岸
か
ら
西
岸
に
渡
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、

運
悪
く
緒
が
切
れ
て
渡
し
舟
か
ら
形
見
の
鏡
を
川
底
に
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
姫
子
の
、
死
ぬ
程
切
な
い
気
持
ち
が
思
い
や

ら
れ
る
。
川
底
に
落
ち
た
鏡
を
記
念
し
て

｢

鏡
か
が
み
の
渡
わ
た
り｣

と
い
う
地
名
が
つ
い
た
と
す
る
地
名
起
源
伝
承
に
な
っ
て
い
る
が
、
川
底
に
落

ち
た
鏡
は
、
続
く
後
半
の
姫
子
の
落
命
を
予
感
さ
せ
る
不
気
味
は
凶
兆
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
条
は
全
体
の
流
れ
の
中
で
後
半
の
暗

転
に
導
く
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
っ
た
。

『

風
土
記』

撰
進
の
詔
が
出
さ
れ
た
七
一
三
年
現
在
、
郡
家
の
東
に

｢
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯｣

が
あ
る
が
、
こ
の
峯
名
に
も
姫
子
が
深
く
関
与

し
て
い
た
。
後
追
い
を
諦
め
た
姫
子
は
、
遠
く
か
ら
旅
立
つ
船
を
見
送
ろ
う
と
、
急
い
で
自
宅
の
北
東
に
位
置
す
る
近
く
の
海
抜
二
八

近 藤 直 也 ���
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三
・
七
ｍ
の
小
高
い
山
に
登
っ
た

(

写
真
２
参
照)

。
唐
津
港
に
目
を

遣
れ
ば
、
軍
船
は
今
ま
さ
に
解か

い

纜ら
ん

し
出
港
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
姫
子

は
、
身
に
つ
け
て
い
た
褶ひ

れ

を
ち
ぎ
れ
ん
ば
か
り
に
振
り
、
狭
手
彦
と
の

別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
恐
ら
く
、
船
影
が
遠
く
の
彼
方
に
霞
ん
で
見
え
な

く
な
る
ま
で
ず
っ
と
褶ひ

れ

を
振
り
続
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。『

風
土

記』

で
は
、｢

褶ひ
れ

を
用も

ち
て
振ふ

り
招を

き
き｣

と
控
え
目
に
表
記
し
て
い

る
が
、
こ
こ
に
は
姫
子
の
惜
別
に
よ
る
万
感
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
こ
の
山
を｢

褶ひ
れ

振ふ
り

の
峯｣

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と

『

風
土
記』

は
説
く
。

形
見
の
品
を
紛
失
し
、
最
愛
の
人
と
も
生
別
れ
と
な
っ
た
姫
子
は
、

意
気
消
沈
し
何
の
気
力
も
な
く
無
意
味
に
五
日
を
過
ご
す
の
だ
が
、
五

日
目
の
夜
、
狭
手
彦
と
そ
っ
く
り
の
男
性
が
姫
子
の
元
へ
通
い
始
め
た
。

姫
子
は
、｢

願
え
ば
通
じ
る
も
の｣

と
思
い
、
最
初
は
大
喜
び
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
度
枕
を
共
に
し
て
も
、
夜
に
訪
れ
て

未
明
の
ま
だ
暗
い
う
ち
に
姿
を
消
し
、
一
切
そ
の
容
貌
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
い
つ
も
の
狭
手
彦
と
は
、
ど
こ
か
様
子
が
違
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。｢

容か

止ほ

形
貌
か
た
ち

は
狭さ

手で

彦ひ
こ

に
似
た
り
き｣

と
は
、
姫

子
の
願
望
が
こ
も
っ
た
錯
覚
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
相
手
の
正
体
を
確
か
め
る
た
め
、
姫
子
は
あ
る
夜
そ
の
男

の
上
衣
の
裾
の
部
分
に
麻
糸
を
縫
い
付
け
、
翌
朝
そ
の
糸
を
手た

繰ぐ

り
な

が
ら
行
く
え
を
追
っ
た
。
最
終
的
に
、
糸
は
褶
振
山
の
頂
上
に
あ
る
沼

松浦さよ姫の基礎的研究���
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(

写
真
３
参
照)

の
辺
に
行
き
、
水
辺
で
寝
そ
べ
っ
て
い
る
蛇
に

辿
り
つ
く
。｢

身み

は
人
に
し
て
沼ぬ

ま

の
底そ

こ

に
沈し

ず

み
、
頭

か
し
ら
は
蛇へ

み

に
し
て

沼ぬ
ま

の
脣き
し

に
臥ふ

せ
り
き｣

と
あ
り
、
そ
の�

あ
や

し
さ
が
余
す
所
な
く
表

明
さ
れ
て
い
る
。
最
愛
の
夫
狭
手
彦
と
信
じ
て
交
わ
っ
た
相
手
が
、

実
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
蛇
男
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
姫
子

は
死
ぬ
程
驚
い
た
に
違
い
な
い
。

正
体
が
露
見
し
た
蛇
男
は
、
急
い
で
人
に
化
け
る
の
だ
が
、
時

既
に
遅
く
、
姫
子
の
眼
に
は
蛇
男
の
残
像
が
焼
き
付
い
て
離
れ
な

い
。
隠
し
よ
う
の
な
い
真
実
を
悟
ら
れ
た
蛇
男
は
、
そ
こ
で
諦
め

た
の
か
不
気
味
な
歌
を
一
首
詠
む
。｢

篠し
の

原は
ら

の

弟お
と

姫ひ
め

の
子こ

ぞ

さ
一ひ

と

夜ゆ

も

率ゐ

寝ね

て
む
時し

だ

や

家い
へ

に
く
だ
さ
む｣

歌
意
は
、
校
注

者
の
秋
本
吉
郎
氏
に
よ
れ
ば
、｢

篠
原
村
の
弟
姫
よ
、
一
夜
で
も

共
に
寝
た
上
で
家
に
帰
ら
せ
よ
う
ぞ｣

⑧

と
解
釈
し
て
い
る
。
但

し
、
こ
こ
で
言
う

｢

寝
る｣

は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
姫
子
の
屋
敷

で
枕
を
共
に
し
て
寝
る
事
と
は
全
く
質
を
異こ

と

に
し
て
い
た
。
即
ち
、

こ
こ
で
の
蛇
は
水
界
の
生
物
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
姫
子
は
水
中
に

引
き
ず
り
込
ま
れ
、
溺
死
す
る
の
で
あ
っ
た
。｢

家
に
帰
ら
せ｣

る
と
は
、
水
死
体
に
な
っ
た
後
の
話
で
あ
る
。

こ
の
蛇
男
、
普
段
は
頭
が
蛇
で
沼
の
岸
に
も
た
れ
か
か
り
、
首

か
ら
下
は
人
の
体
形
を
し
て
沼
の
底
に
沈
ん
で
い
る
。
半
人
半
蛇

で
あ
る
が
、
徹
底
し
た
逆
様
状
況
で
あ
っ
た
。
普
通
、
水
中
に
あ

近 藤 直 也 ���

一
〇

写真３ 褶振山頂上は思った以上に平らで広い｡ 池の周囲を一周するだけ
でも歩いて約20～30分はかかる｡ 写真中段の橋は現在 ｢さよひめ
橋｣ と呼ばれている｡ 『風土記』 によれば､ さよ姫は蛇男によっ
てこの沼の底に引きずり込まれて水死した｡



る
方
が
蛇
体
で
あ
り
、
陸
上
に
あ
る
方
が
人
の
顔
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
敢
え
て
そ
の
予
測
を
裏
切
る
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
相
当

計
算
さ
れ
尽
く
し
た
演
出
を
施
し
て
い
る
。
期
待
を
裏
切
る
演
出
で
そ
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
を
倍
増
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

多
く
の
研
究
者
は
、
こ
の
部
分
を
三
輪
山
神
話
と
同
一
視
す
る
が
、
両
者
は
言
わ
れ
る
程
接
近
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
全
く
異
質

と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
人
間
の
女
と
蛇
が
交
わ
り
、
そ
の
正
体
を
暴あ

ば

く
た
め
に
着
物
の
裾
や
襟
元
に
糸
を
つ
け
て
跡

を
辿
る
と
い
う
点
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
輪
山
神
話
の
場
合
、
最
後
の
結
論
部
分
で
、
蛇
の
子
供
を
孕
み
、
生
ま
れ
た
子
供
が

大
物
主
神
の
直
系
、
即
ち
大
三
輪
氏
で
あ
る
と
す
る
氏
族
起
源
伝
承
に
繋
が
っ
て
い
る
。
蛇
が
丹
塗
矢
に
変
わ
れ
ば
、
加
茂
氏
の
起
源

伝
承
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
子
孫
達
は
自
ら
の
始
祖
を
異
類
と
認
め
な
が
ら
も
、
誇
り
を
以
て
こ
れ
を
語
り
継
ぐ
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
姫
子
は
そ
の
後
蛇
男
の
子
を
孕
む
こ
と
な
く
水
死
す
る
。｢

従
女

と
も
の
め｣

は
、
急
い
で
山
を
駆
け
下
り
て
、
親
族
に
姫
子
が
蛇
男

と
共
に
水
中
に
消
え
た
旨
を
報
告
す
る
。
知
ら
せ
を
受
け
た
親
族
は
、
大
挙
し
て
姫
子
の
救
出
の
た
め
に
山
上
に
駆
け
上
が
り
、
急
い

で
沼
の
底
に
消
え
た
姫
子
と
蛇
男
を
探
索
す
る
の
だ
が
、
沼
の
底
に
沈
ん
で
息
絶
え
た
姫
子
の
死
体
し
か
発
見
し
得
な
か
っ
た
。
姫
子

の
救
出
だ
け
で
な
く
、
蛇
男
の
捕
捉
に
も
失
敗
す
る
の
で
あ
っ
た
。
三
輪
山
・
賀
茂
神
話
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
極
め

て
後
味
の
悪
い
物
語
で
あ
り
、｢

此
の
峯み

ね

の
南
に
就つ

き
て
、
墓は

か

を
造
り
て
活を

さ

め
置お

き
き
。
其
の
墓
は
見い

ま

に
在あ

り｣

で
こ
の
話
は
終
わ
っ

て
い
る
。
蛇
男

(

水
神)

が
詠
ん
だ

｢

家
に
く
だ
さ
む｣

と
は
、
実
は
こ
の
事
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
の

説
話
は
三
輪
山
・
賀
茂
神
話
と
は
明
ら
か
に
質
を
異
に
す
る
物
語
で
あ
り
、
両
者
と
比
較
す
べ
き
で
は
な
い
点
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

姫
子
の
墓
は
、
事
件
の
一
七
六
年
後
、
即
ち
七
一
三
年

(『

風
土
記』

撰
進
の
命
が
出
さ
れ
た
年)

当
時
褶
振
峯
の
南
方
に
現
存
し

て
い
た
と
言
う
。
伝
承
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
現
在
の
矢や

作は
ぎ

・
梶
原
・
宇
木
・
半は

田だ

・
柏
崎
あ
た
り
に
墓
が
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
〇
八
年
現
在
か
ら
す
れ
ば
既
に
一
五
〇
〇
年
近
く
経
過
し
て
い
る
が
、
敢
え
て
そ
の
墓
の
所
在
を
追
及
す
れ
ば
、
唐
津
市
半
田
矢

作
に
位
置
す
る
杉
殿
古
墳
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
い

(

地
図
１
参
照)
。『

末
盧
国

佐
賀
県
唐
津
市
・
東
松
浦
郡
の
考
古
学
的
調
査

研
究

』

で
は
、
こ
の
古
墳
の
成
立
を
五
世
紀
中
葉
の
成
立
と
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
姫
子
の
墓
と
し
て
、
位
置
的
に
は

『

風
土
記』

記
載
の
墓
の
位
置
に
ピ
タ
リ
と
符
合
す
る
。
百
年
近
く
の
時
間
の
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
墓
造
り
の
保
守
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の

時
差
は
許
容
範
囲
で
あ
ろ
う
。

松浦さよ姫の基礎的研究���

一
一
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地 図 １

● 鏡山 (領
ひ

巾
れ

振
ふり

山) の真南の麓に杉殿古墳が
位置する点に注目しておきたい｡
『末盧国 佐賀県唐津市・東松浦郡の考
古学的調査研究 』 所収､ 唐津湾周辺遺
跡調査委員会編､ 1982年４月刊｡



さ
て
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
蛇
男
の
正
体
で
あ
る
。
一
見

す
れ
ば
、
山
頂
に
あ
る
沼
の
主

(

水
神)

と
見
な
し
得
る
。
水
神
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
な
ぜ
狭
手
彦
に
化
け
て
通
う
必
要
が
あ
っ
た

の
か
。
変
幻
自
在
に
容
姿
を
替
え
、
狭
手
彦
よ
り
も
美
男
に
な
っ
た
り
鴨
の
御
祖
神
の
如
く
丹
塗
り
の
矢
に
変へ

ん

化げ

し
て
、
姫
子
と
交
わ

る
可
能
性
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
も
、
そ
の
選
択
肢
は
選
ば
な
か
っ
た
。
狭
手
彦
に
夢
中
に
な
っ
た
姫
子
を
自
分
の

方
へ
振
り
向
か
せ
る
た
め
に
は
、
変
な
小
細
工
を
す
る
よ
り
も
、
狭
手
彦
に
化
け
て
交
わ
る
事
が
最
も
手
っ
取
り
早
い
と
水
神
は
考
え

た
の
で
あ
る
。
正
体
が
蛇
男
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
小
細
工
を
弄
し
て
一
か
ら
姫
子
の
心
の
流
れ
を
こ
ち
ら
へ
向
か
わ
せ
る
努
力
を
す
る

よ
り
も
、
今
あ
る
激
流

(

狭
手
彦
へ
の
激
し
い
思
慕)

を
利
用
し
て
、
ほ
ん
の
少
し
の
手
間

(

狭
手
彦
へ
の
変
装)

で
姫
子
を
歓
喜
さ

せ
、
自
ら
の
宿
願
も
遂
げ
ら
れ
る
と
計
算
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

褶
振
峯

ひ
れ
ふ
り
の
み
ね｣

の
伝
説
は
、
基
本
的
に
狭
手
彦
・
姫
子
・
蛇
男

(

水
神)

の
三
角
関
係
、
愛
憎
の
縺も

つ

れ
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『

風
土
記』

で
は

｢

褶
振
峯

ひ
れ
ふ
り
の
み
ね｣

と
わ
ざ
わ
ざ
項
目
を
立
て
て
、
そ
の
由

来
を
説
く
の
だ
が
、
単
に

｢

褶ひ
れ

振ふ
り｣
だ
け
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、｢

大
伴

お
お
と
も
の

狭さ

手で

彦ひ
こ

の
連

む
ら
じ
、
発
船

ふ
な
だ
ち

し
て
任
那

み
ま
な

に
渡わ

た

り
し
時
、
弟お

と

日ひ

姫ひ
め

子こ

、

此こ
こ

に
登の

ぼ

り
て
、
褶ひ

れ

を
用も

ち
て
振ふ

り
招を

き
き
。
因よ

り
て
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯み

ね

と
名
づ
く｣

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
項
目
の
僅
か
七
分
の
一
で
済

む
の
で
あ
る
。
残
り
七
分
の
六
、
つ
ま
り
大
半
は
蛇
交
の
話
で
あ
り
、
姫
子
の
死
を
以
て
終
了
と
す
る
と
い
う
、
本
当
の
そ
し
て
最
大

の
山
場
は
、
実
は
こ
こ
に
あ
る
。｢

褶ひ
れ

振ふ
り｣
は
単
に
序
章
に
過
ぎ
な
い
。『

風
土
記』

は
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
メ
ズ
ラ
↓
マ
ツ
ラ
な
ど

言
葉
遊
び
的
、
こ
じ
つ
け
的
地
名
起
源
伝
承
が
頻
出
す
る
。
褶ひ

れ

を
振
る
の
も
、
狭
手
彦
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
誰
で
も
よ
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
山
頂
に
立
っ
て
み
て
初
め
て
気
付
く
の
だ
が
、
眼
下
に
虹
の
松
原
が
広
が
り
、
唐
津
湾
が
一
望
で
き
、
港
を
往
来
す
る

船
が
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
る
。
無
数
の
姫
子
達
が
、
無
数
の
狭
手
彦
達
と
の
万
感
の
惜
別
の
思
い
を
伴
い
な
が
ら
褶ひ

れ

を
振
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
姫
子
と
狭
手
彦
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た

(

同
樣
の
主
旨
の
事
は
、
既
に
満
島
章
子
氏
が

｢

松
浦
佐
用
姫
考

三｣
(『

末

盧
国
四
三
号』

所
収)

で
述
べ
て
お
ら
れ
る)

。

本
当
に

『

風
土
記』

が
伝
え
た
か
っ
た
事
は
、
記
述
量
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
蛇
男
と
姫
子
の
間
の
物
語
の
方
で
あ
っ
た
。
蛇
男
は
、

実
は
姫
子
の
父
親
ま
た
は
兄
弟
で
あ
っ
た
と
こ
こ
で
は
仮
定
し
て
お
く
。
こ
の
理
由
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
創
世
神
話
と
近
親
相
姦
に
由

来
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
道
祖

さ
い
の
か
み

神
話
と
も
直
結
す
る
。
弟
日
姫
子
が
後
に
さ
よ
姫
と
呼
ば
れ
る
必
然
性
も
こ
の
点
に
起
因
す
る
。
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『

万
葉
集』

巻
五
の

｢

松
浦
河
に
遊
び
し
序｣

以
下
853
〜
863
の
一
一
首
は
、
当
時
大
宰
帥
で
あ
っ
た
大
伴
旅
人

(

当
時
六
六
歳)

が

作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
第
二
節
で
言
及
し
た
神
功
皇
后
の
鮎
釣
り
に
因
ん
で
土
地
の
女
達
が
旧
暦
四
月
上
旬
に

鮎
釣
り
を
し
て
い
る
姿
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
は
天
平
二

(

七
三
〇)

年
の
四
月
上
旬
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
当

時
も
神
功
皇
后
の
故
事

(

西
暦
二
〇
一
年
頃
の
説
話)

に
因
ん
で
女
達
が
鮎
釣
り
を
し
て
い
た
事
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が

現
実
の
風
景
と
す
れ
ば
、
五
二
九
年
間
毎
年
こ
の
神
事
が
続
け
ら
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
当
時
も
、
飯
粒
の
餌
で
鮎
を
釣
ろ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
男
に
は
一
切
釣
れ
ず
に
、
女
の
み
に
釣
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
旅
人
は
、
そ
の
辺
の
状
況
に
つ

い
て
は
全
く
言
及
せ
ず
、｢
娘
等

を
と
め
ら｣

と
の
歌
の
掛
合
い
を
楽
し
ん
で
い
る
。
旅
人
は
、
既
に

『

記』
『

紀』

や

『

風
土
記』

に
記
載
さ
れ

た
神
功
皇
后
と
松
浦
地
方
に
関
わ
る
伝
説
を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
当
然
こ
れ
を
意
識
し
て
意
図
的
に
歌
題
に
取
り
込
ん
で
い

た
。こ

の
時
の
楽
し
い
思
い
出
を
歌
と
書
簡
に
認

し
た
た
め
て
、
旅
人
は
当
時
筑
前
国
の
国
司
を
し
て
い
た
山
上
憶
良

(

当
時
七
〇
歳)

に
送
っ

て
い
る
。
旅
人
書
簡
を
読
ん
だ
憶
良
は
、
同
年
七
月
一
一
日
に
そ
の
感
想
を
述
べ
な
が
ら
歌
三
首
を
添
え
て
旅
人
に
返
信
し
て
い
る
が
、

そ
の
第
一
首
に

868
松ま

つ

浦ら

が
た

佐さ

用よ

姫ひ
め

の
児こ

が

領ひ

巾れ

振
り
し

山
の
名
の
み
や

聞
き
つ
つ
居を

ら
む
⑨

と
あ
る
。
歌
意
は
、｢

松
浦
の
県
の
佐
用
姫
が
領
巾
を
振
っ
た
、
そ
の
山
の
名
前
ば
か
り
を
聞
い
て
空
し
く
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
⑩｣

で
あ
る
と
言
う
。

旅
人
と
玉
島
川
で
鮎
を
釣
る
娘

を
と
め

等
の
楽
し
い
歌
の
掛
け
合
い
一
一
首
も
読
ま
さ
れ
た
憶
良
は
、
旅
人
を
羨
望
し
つ
つ
軽
い
嫉
妬
を
覚

え
た
か
も
知
れ
な
い
。
特
に
、
857
の

｢

遠
つ
人

松
浦
の
川
に

若わ
か

鮎ゆ

釣
る

妹い
も

が
手
本
た
も
と

を

我
こ
そ
ま
か
め
⑪｣

を
見
た
時
、
憶
良

は

『

風
土
記』

に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
一
九
三
年
前

(

七
三
〇
年
現
在)
に
あ
っ
た
話
、
旅
人
の
先
祖
狭
手
彦
と
弟
日
姫
子
の
間
で
発

生
し
た
一
大
ロ
マ
ン
ス
を
思
い
出
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
旅
人
が
神
功
皇
后
に
因
ん
だ
鮎
釣
り
の
歌
を
詠
む
な
ら
ば
と
、
憶
良

近 藤 直 也 ���
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は

『

風
土
記』

所
載
の

｢

褶
振
峯

ひ
れ
ふ
り
の
み
ね｣

を
最
初
の
歌
題
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
旅
人
の
歌
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
今

風
に
言
え
ば
、｢

そ
う
言
え
ば
、
そ
の
玉
島
川
の
近
く
に
、
二
〇
〇
年
近
く
前
の
あ
な
た
の
御
先
祖
で
あ
る
狭
手
彦
様
ゆ
か
り
の
佐
用
・
・

姫(

傍
点
近
藤)

が
領
巾
を
振
っ
た
と
い
う
山
が
あ
る
ら
し
い
で
す
ね
。
私
も
是
非
行
っ
て
み
た
い
で
す
。
い
い
で
す
ね｣

と
い
う
程
の
意
味
で
あ

・ろ
う
。

歌
自
体
は
取
り
立
て
て
特
筆
す
べ
き
も
の
は
無
い
が
、
歌
詩
の
一
部
に
極
め
て
重
要
な
言
葉
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。
即
ち

｢

佐
用

姫｣

で
あ
る
。｢
佐
用
姫｣

の
文
献
上
の
初
見
は
憶
良
の
こ
の
868
番
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
無
い
。『

風
土
記』

に
登
場
す
る
の
は

｢

弟
日
姫
子｣

ま
た
は

｢

弟
姫
の
子｣

で
あ
り
、｢

佐
用
姫｣

で
は
な
い
。
年
代
的
に
は
、『

風
土
記』

撰
進
の
詔
と
868
番
の
歌
の
成
立

の
両
者
の
間
に
一
七
年
の
ズ
レ
が
あ
る
が
、
こ
の
間
に
伝
承
上
で
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
憶
良
が
あ
る
意
図
を
以

て
、
む
り
や
り

｢

弟
日
姫
子｣
を

｢

佐
用
姫｣

に
詠
み
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
892
の

｢

貧
窮
問
答
歌｣

で
庶
民
の
窮
状
に
心
を
傷
め
、

ま
た
337
の

｢

宴え
ん

を
罷や

め
し
歌｣
や
、
802
・
803
の

｢

子
等
を
思
ひ
し
歌｣

で
妻
子
思
い
の
歌
を
切
々
と
歌
い
上
げ
る
憶
良
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
悪
意
を
以
て

｢

弟
日
姫
子｣
を
｢

佐
用
姫｣

に
差
し
替
え
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。『

風
土
記』

の

｢

弟
日
姫
子｣

は
、

公
文
書
に
掲
載
す
る
た
め
の
他よ

所そ

行
き
の
名
前
で
あ
り
、
在
地
の
人
々
は
一
般
的
に

｢

佐
用
姫｣

と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
両
者
が
並
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
庶
民
や
弱
者
の
視
点
に
立
つ
憶
良
は
迷
わ
ず
後
者
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
こ
れ
以
降

｢

弟
日
姫
子｣

は
姿
を
消
し
、
以
後
の
文
献
上
で
は
こ
の
話
題
に
及
ぶ
場
合
、
殆
ど

｢

佐
用
姫｣

に
な
る
の

で
あ
る
。
今
後
の
拙
論
の
展
開
上
、
こ
れ
は
か
な
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
こ
こ
で
改
め
て
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
後
、
旅
人
は
天
平
二

(

七
三
〇)

年
一
二
月
に
大
納
言
昇
任
の
た
め
大
宰
帥
を
辞
し
て
帰
京
す
る
の
だ
が
、
こ
の
時
に
憶
良
は

871
〜
882
ま
で
の
一
二
首
を
旅
人
に
献
じ
て
い
る
。
作
歌
に
関
し
、
868
は
詞
書
き
か
ら
憶
良
作
と
判
明
す
る
が
、『

新
日
本
古
典
文
学
大

系
１』

の
校
注
者
は
思
想
・
用
語
・
用
字
面
か
ら
872
・
873
・
875
も
憶
良
作
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
近
藤
は
、
871
・
874
も
憶
良

作
と
仮
定
し
た
上
で
、
以
下
の
論
を
進
め
る
。
こ
の
一
二
首
中
最
初
の
五
首
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
総
て
佐
用
姫
を
詠
ん
だ
も
の
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
最
初
の
一
首
871
の
前
に
は
、
長
文
の
詞
書
き
が
添
え
て
あ
る
。

大
伴

お
ほ
と
も
の

佐さ

堤で

比ひ

古こ
の

郎
子

い
ら
つ
こ

、
特こ

と

に
朝
命

て
う
め
い

を
被

か
が
ふ

り
、
使

つ
か
ひ

を
藩
国

は
ん
こ
く

に
奉

う
け
た
まり

、
艤
棹

ふ
な
よ
そ
ひ

し
て
言こ

こ

に
帰ゆ

き
、
稍

や
う
や

く
に
蒼さ

う

波は

に
赴

お
も
む

く
。
妾
松
浦

を
む
な
め
ま
つ
ら

佐さ

用よ

姫ひ
め

松浦さよ姫の基礎的研究���
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こ
の
別わ
か

る
る
こ
と
の
易や
す

き
を
嗟な
げ

き
、
彼か

の
会あ

ふ
こ
と
の�
か
た

き
を�

な
げ

く
。
即
す
な
は
ち
高た
か

山や
ま

の
嶺み
ね

に
登の
ぼ

り
、
遥は
る

か
に
離は
な

れ
去
る
船
を
望
み
、

悵
然

ち
ゃ
う
ぜ
ん

と
し
て
肝き

も

を
断た

ち
、�あ

ん

然ぜ
ん

と
し
て
魂

た
ま
し
ひを
銷け

つ
。
遂つ

ひ

に
領ひ

巾れ

を
脱と

き
て
麾ふ

る
。
傍

か
た
は
らの
者ひ

と

、
涕

な
み
だ
を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

か
り
き
。

因よ

り
て
こ
の
山
を
号な
づ

け
て
、
領ひ

巾れ

麾
嶺

ふ
り
の
み
ね
と
曰い

ふ
。
乃
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
曰い
は

く
、

871
遠と

ほ

つ
人

松ま
つ

浦ら

佐さ

用よ

姫ひ
め

夫つ
ま

恋ご
ひ

に

領ひ

巾れ

振
り
し
よ
り

負お

へ
る
山
の
名

後
人

こ
う
じ
ん

の
追つ
い

和わ

872
山
の
名
と

言
ひ
継
げ
と
か
も

佐さ

用よ

姫ひ
め

が

こ
の
山
の
上へ

に

領ひ

巾れ

を
振
り
け
む

最さ
い

後こ
う

人じ
ん

の
追
和

873
万

よ
ろ
づ
代よ

に

語
り
継
げ
と
し

こ
の
岳た

け

に

領ひ

巾れ

振
り
け
ら
し

松ま
つ

浦ら

佐さ

用よ

姫ひ
め

最
々

さ
い
さ
い

後
人

こ
う
じ
ん

の
追つ

い

和わ

せ
し
二
首

874
海
原

う
な
は
ら

の

沖
行
く
船
を

帰
れ
と
か

領ひ

巾れ

振
ら
し
け
む

松
浦
佐
用
姫

875
行
く
船
を

振
り
留と

ど

み
か
ね

い
か
ば
か
り

恋こ
ほ

し
く
あ
り
け
む

松
浦
佐
用
姫
⑫

868
を
詠
ん
で
か
ら
僅
か
五
ケ
月
後
に
五
首
の
歌
を
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
。
痛
く
佐
用
姫
伝
説
に
感
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事

は
、
詞
書
き
の
長
さ
や
そ
の
文
言
か
ら
も
簡
単
に
推
測
し
得
る
。
ま
た
、｢

後
人
の
追
和｣

と
か

｢

最
後
人
の
追
和｣

｢

最
々
後
人
の
追

和｣

と
し
て
、
872
〜
875
の
四
首
を
別
人
の
歌
の
如
く
装
っ
て
い
る
が
、
別
人
を
装
っ
て
ま
で
佐
用
姫
の
こ
と
を
詠
じ
た
が
っ
て
い
た
と

解
釈
し
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
七
三
〇
年
当
時
か
ら
す
れ
ば
一
九
三
年
前
の
事
柄
に
起
因
す
る
佐
用
姫
伝
説
に
対
す
る
憶
良
の
執
心
ぶ
り
に
は
、

瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。『

風
土
記』

で
は
僅
か
一
行
で
片
付
け
ら
れ
る
文
章
を
七
倍
近
く
膨
ら
ま
せ
、｢

別わ
か

る
る
こ
と
の
易や

す

き
を
嗟な

げ

き
、
彼か

の
会あ

ふ
こ
と
の�
か
た

き
を�
な
げ

く｣

と
か

｢

悵
然

ち
ゃ
う
ぜ
ん
と
し
て
肝き
も

を
断た

ち
、�
然
あ
ん
ぜ
ん

と
し
て
魂
た
ま
し
ひを
銷け

つ｣

と
か

｢

傍
か
た
は
らの
者ひ
と

、
涕
な
み
だ
を
流
さ
ず
と

近 藤 直 也 ���
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い
ふ
こ
と
莫な

か
り
き｣

な
ど
、『

風
土
記』

の
本
文
に
は
無
い
流
麗
な
文
体
で
飾
り
立
て
、
佐
用
姫
の
狭
手
彦
に
対
す
る
死
ぬ
程
の
惜

別
の
念
に
感
動
し
共
感
す
る
の
で
あ
っ
た
。｢

及
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
曰い

は

く｣

と
し
て
、
佐
用
姫
を
顕
彰
す
る
871
〜
875
の
一
連
の
五
首
の
歌

を
詠
ん
で
い
る
。
憶
良
は
さ
す
が
に
同
一
人
物
が
五
首
も
続
け
て
詠
む
の
は
ま
ず
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
四
首
は
、
後

人
、
最
後
人
、
最
々
後
人
に
仮
託
し
て
い
る
。

871
の
歌
意
は
、｢

今
か
ら
一
九
四
年
も
昔
の
人
で
あ
る
松
浦
佐
用
姫
が
夫
の
狭
手
彦
を
恋
い
慕
い
な
が
ら
領
巾
を
振
っ
た
が
、
そ
の

時
以
来
つ
い
て
い
る
山
の
名｣

と
い
う
主
旨
で
あ
る
。
五
ケ
月
前
に
詠
ん
だ
伝
聞
調
の
868
と
較
べ
れ
ば
、
山
に
対
し
て
一
歩
踏
み
込
ん

だ
積
極
的
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
詞
書
き
を
勘
案
す
れ
ば
、『

風
土
記』

の
知
識
や
伝
聞
だ
け
で
な
く
、
憶
良
自
ら
も
実
際
に
そ
の
場
に

立
っ
て
感
じ
た
視
覚
や
皮
膚
感
・
空
気
の
ニ
オ
イ
な
ど
、
五
感
や
第
六
感
を
総
動
員
さ
せ
て
山
を
体
感
し
た
後
に
詠
ん
だ
も
の
と
判
断

し
得
る
。
現
地
に
立
っ
て
詠
ん
だ
た
め
、
憶
良
自
身
の
中
で
次
々
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
わ
き
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。
872
で
は
、

｢

領
巾
振
山｣

と
い
う
名
を
後
世
に
言
い
伝
え
よ
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
佐
用
姫
は
こ
こ
で
領
巾
を
振
っ
た
の
だ
ろ
う｣

と
、
佐
用

姫
へ
の
共
感
を
強
め
て
い
る
。
さ
ら
に
873
で
は
、｢

単
に
今
に

｢

言
い
継｣

ぐ
だ
け
で
な
く
、
未
来
永
劫
に
わ
た
る
ま
で
永
遠
に

｢

語

り
継｣

ぐ
よ
う
に
と
い
う
強
い
意
志
を
持
っ
て
領
巾
を
振
っ
た
ら
し
い
。
松
浦
佐
用
姫
は｣

と
い
う
主
旨
の
歌
を
詠
み
、
佐
用
姫
の
思

い
を
益
々
強
く
感
じ
取
っ
て
い
る
。

一
方
、｢

最
々
後
人｣

に
仮
託
し
た
874
・
875
で
は
、
山
の
名
に
重
点
を
置
く
の
で
は
な
く
、
沖
行
く
船
に
視
点
を
据
え
て
、
姫
の
追

慕
の
心
模
様
を
詠
ん
で
い
る
。
874
の
歌
意
は

｢(

無
理
を
承
知
で)

振
る
領
巾
の
呪
力
に
よ
っ
て
、
船
を
引
き
戻
そ
う
と
し
た
の
か
、

松
浦
佐
用
姫
は｣

で
あ
り
、｢

悵
然

ち
ょ
う
ぜ
ん

と
し
て
肝き

も

を
断た｣

つ
詞
書
き
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
875
の
歌
意
は
、｢

現
実
に
は
、
い
く
ら
領

巾
を
振
っ
て
も
船
足
を
止
め
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
佐
用
姫
は
、
ど
れ
ほ
ど
恋
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か｣

で
あ
る
。
山
上
に
実
際
に
立
っ

て
沖
行
く
船
を
眺
め
た
憶
良
は
、
狂
お
し
い
程
の
姫
の
激
情
ぶ
り
を
敏
感
に
感
得
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
詞
書
き
の

｢�
然

あ
ん
ぜ
ん

と
し
て

魂た
ま
し
ひを
銷け

つ｣

と
は
、
こ
の
歌
意
を
予
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

憶
良
の
極
め
て
熱
い
六
首
の
歌
に
感
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
奈
良
の
都
の
三
島
王

み
し
ま
の
お
お
き
みは
、｢

後
に
松ま
つ

浦ら

佐さ

用よ

姫
の
歌
に
追
和
せ
し
一

首｣

を
詠
ん
で
い
る
。

松浦さよ姫の基礎的研究���
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883
音
に
聞
き

目
に
は
い
ま
だ
見
ず

佐
用
姫
が

領
巾
振
り
き
と
ふ

君
松
浦
山
⑭

大
宰
府
か
ら
帰
京
し
た
旅
人
は
、
憶
良
の
歌
入
り
書
簡
を
三
島
王
に
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
佐
用
姫
の
熱
い
物
語
、
憶
良
の
姫
を
顕

彰
す
る
熱
い
歌
六
首
は
、
遠
く
離
れ
た
都
の
地
に
居
る
三
島
王
を
も
感
動
さ
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
。｢

音
に
聞
き｣

と
は
、
音
信

の
事
で
あ
り
、
旅
人
の
語
り
と
憶
良
の
歌
入
り
書
簡
を
意
味
す
る
。
伝
聞
や
詞
書
き
と
歌
六
首
に
感
興
を
催
し
た
王

お
お
き
みは
、
都
に
あ
り
な

が
ら
遠
き
肥
前
国
の
領ひ

巾れ

振ふ

り
山
に
思
い
を
馳は

せ
、
佐
用
姫
の
思
い
に
伴
走
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
歌
意
は
、｢

話
に
聞
く
だ
け
で
、

ま
だ
実
際
に
佐
用
姫
ゆ
か
り
の
領
巾
振
り
山
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
姫
の
熱
い
思
い
を
込
め
な
が
ら
領
巾
を
振
っ
た
と
い
う
、
君

を
待
つ
と
い
う
名
の
松
浦
山
よ｣

で
あ
る
が
、
王

お
お
き
みの
感
動
が
行
間
か
ら
滲に

じ

み
出
て
い
る
。
憶
良
が
詠
ん
だ
佐
用
姫
歌
の
感
化
を
受
け
て

作
歌
し
た
最
初
の
人
物
は
、
こ
の
三
島
王

お
お
き
みで
あ
っ
た
。

以
上
、『

万
葉
集』

に
は
佐
用
姫
を
詠
ん
だ
歌
が
七
首
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
六
首
が
憶
良
詠
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
憶
良
こ
そ
が
、
伝
説
文
字
化
の
過
程
で
本
来
の

｢

弟
日
姫
子｣

を

｢

佐
用
姫｣

に
決
定
付
け
た
そ
の
人
な
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、｢

松
浦
佐
用
姫｣

と
い
う
造
語
の
生
み
の
親
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
の
868
で
は

｢

松ま
つ

浦ら

が
た
佐さ

用よ

姫ひ
め

の
児こ｣

と
あ
る
も
の
の
、
871
の
詞
書
き
と
本
歌
で

｢

松
浦
佐
用
姫｣

が
初
登
場
し
、
そ
の
後
873
・
874
・
875
と
三
歌
連
続
で
登
場
し
、
読
む
者
の

心
の
襞ひ

だ

に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
883
の
三
島
王
の
詠
で
は
、
本
歌
に
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
、
詞
書
き
に
は
し
っ
か
り

と

｢

松
浦
佐
用
姫｣

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
世
界
で
は
、
こ
の
段
階
で

｢

松
浦
佐
用
姫｣

が
市
民
権
を
獲
得
し
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

加
え
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
前
節
で
詳
述
し
た
が
、『

風
土
記』

｢

褶ひ
れ

振ふ
り

の
峯み

ね｣

で
最
も
表
明
し
た
か
っ
た
事
は
、
名

前
の
由
来
で
は
な
く
、
弟
日
姫
子
が
狭
手
彦
に
化
け
て
通
っ
て
来
た
男
性
の
近
親
と
覚お

ぼ

し
き
蛇
男
と
契
り
、
そ
の
正
体
を
突
き
止
め
た

段
階
で
沼
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
水
死
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
憶
良
は
、
こ
の
最
も
重
要
な
部
分
を
骨
抜
き
に
し
て
無
視
し
、

『

風
土
記』

で
は
僅
か
一
行
の
地
名
起
源
伝
承
を

『

万
葉
集』

で
は
数
倍
に
膨
ら
ま
せ
て
871
の
詞
書
き
に
仕
立
て
上
げ
、
さ
ら
に
そ
の

勢
い
を
駆
っ
て
871
〜
875
に
至
る
五
首
を
連
続
で
歌
い
上
げ
て
佐
用
姫
の
純
愛
・
悲
恋
・
惜
別
を
顕
彰
す
る
姿
勢
を
強
く
示
し
て
い
る
。

三
島
王

み
し
ま
の
お
お
き
みは
、
そ
の
風
圧
に
や
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
872
の

｢

言
ひ
継
げ｣
と
か
、
873
の

｢

語
り
継
げ｣

と
い
う
命
令
調
の
語
句
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は
、
柔
軟
な
心
に
は
特
に
突
き
刺
さ
り
や
す
い
。

868
・
871
の
詞
書
き
を
は
じ
め
、
憶
良
の
六
首
・
三
島
王
の
一
首
の
ど
の
部
分
を
探
し
て
も
、
蛇
男
と
契
っ
て
水
死
し
た
姫
の
伝
説
の

根
跡
す
ら
見
出
し
得
な
い
。
狭
手
彦
と
の
純
愛
物
に
仕
立
て
上
げ
た
か
っ
た
憶
良
は
、
蛇
男
と
誤
っ
て
契
り
、
後
に
沼
底
に
引
き
ず
り

込
ま
れ
て
死
ぬ
姫
の
伝
説
の
存
在
は
邪
魔
で
仕
方
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
字
数
の
上
で
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
こ
の
部
分
を
削
除
し
、

僅
か
一
行
の
地
名
起
源
伝
承
を
美
辞
麗
句
を
重
ね
て
数
倍
に
膨
ら
ま
せ
、｢

傍
か
た
は
らの

者ひ
と

、
涕

な
み
だ

を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

か
り
き｣

と
し
て

感
動
を
昂

た
か
ぶ
ら
せ
、
悲
恋
・
惜
別
の
他
に
貞
婦
の
要
素
も
隠
し
味
と
し
な
が
ら

｢

松
浦
佐
用
姫｣

像
を
捏
造

ね
つ
ぞ
う

す
る
の
で
あ
っ
た
。
後
に
詳

述
す
る
が
、
こ
れ
以
降
、
古
代
・
中
世
・
近
世
を
経
て
現
代
に
至
る
ま
で
、
佐
用
姫
の
貞
婦
像
は
不
動
の
も
の
と
な
る
。
別
稿

(｢

松

浦
さ
よ
姫
の
基
礎
的
研
究

中
世
〜
近
世
・
肥
前
国
松
浦
郡
編

｣
『

九
州
の
民
俗

第
五
号』

所
収)

で
詳
述
し
た
が
、
歴
史
が

降く
だ

る
に
従
っ
て
、
望
夫
石
伝
説
の
登
場
な
ど
に
よ
り
貞
婦
像
が
更
に
一
層
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
る
に
至
る
。

純
愛
・
貞
婦
路
線
を
狙
う
憶
良
に
と
れ
ば
、
誤
認
と
は
言
え
蛇
男
と
契
っ
て
死
ぬ

｢

弟
日
姫
子｣

で
は
極
め
て
都
合
が
悪
い
。
既
に

完
成
さ
れ
て
い
る

『

風
土
記』

が
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
、
弟
日
姫
子
像
が
そ
の
よ
う
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
憶
良
は

｢

弟
日
姫
子｣

を

｢

松
浦
佐
用
姫｣

と
改
め
る
事
に
よ
っ
て
、
従
来
の
土
着
的
な
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ

(

創
世
神
話
と
し

て
の
近
親
相
姦
譚
を
伴
っ
た
道
祖

さ
い
の
か
み
信
仰)

を
さ
よ
姫
と
名
付
け
る
事
に
よ
っ
て
こ
の
中
に
封
じ
込
め

(｢

さ
よ｣

と
は
道
祖

さ
い
の
か
み(

塞
神)

の
意
味
も
含
み
持
つ)

、
純
愛
・
悲
恋
・
惜
別
・
貞
婦
像
の
形
成
を
狙
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
狙
い
は
見
事
に
成
功
し
、

最
初
の
賛
同
者
が
三
島
王

み
し
ま
の
お
お
き
み
で
あ
っ
た
。
大
伴
狭
手
彦
の
思
わ
れ
人
と
し
て
同
一
人
物
を
扱
っ
て
お
り
な
が
ら

『

風
土
記』

と

『

万
葉
集』

の
間
で
は
全
く
異
質
な
物
語
と
し
て
展
開
す
る
結
果
に
な
る
の
は
、
以
上
の
如
き
憶
良
の
政
治
的
配
慮
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
た
め

で
あ
っ
た
。『

風
土
記』

本
来
の
泥
く
さ
さ
が
洗
い
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
民
俗
学
的
見
地
に
立
て
ば
残
念
で
な
ら
な
い
。
奈
良

時
代
以
前
の
、
旧
末
盧
国
の
人
々
の
価
値
観
や
世
界
観
・
宇
宙
論
ま
で
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。『

万
葉
集』

の
代
表
的

歌
人
の
一
人
で
あ
る
憶
良
の
こ
の
作
為
は
、
同
時
代
の
多
く
の
万
葉
歌
人
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
説
に
よ

れ
ば
、
帰
京
す
る
旅
人
を
狭
手
彦
に
、
土
地
に
残
る
佐
用
姫
を
憶
良
に
仮
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
す
る
解
釈
も
あ
る
⑮

。
確
か
に
そ
う

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
と
仮
定
し
て
も
、
本
来
の

｢

弟
日
姫
子｣

が
な
ぜ

｢

松
浦
佐
用
姫｣

に
替
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
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そ
の
必
然
性
が
見
え
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

メ
イ
ン
は
佐
用
姫
な
の
だ
が
、
蛇
足
な
が
ら
狭
手
彦
の
そ
の
後
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
宣
化
二

(

五
三
七)

年
一
〇
月
に
出

征
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
た
狭
手
彦
は
、
そ
の
二
五
年
後
の
欽
明
天
皇
二
三

(

五
六
二)

年

(『

紀』

の

｢

一
本
あ
る
ふ
み

に
云い

は
く｣

に
よ

れ
ば
、
欽
明
天
皇
一
一

(

五
五
〇)

年
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
を
採
れ
ば
一
三
年
後
と
な
る)

に
再
び
出
征
し
、
百
済
と
連
合
し
て

高
麗
と
戦
い
、
一
定
の
勝
利
を
納
め
た
と

『

紀』

に
記
し
て
い
る
。

さ
よ
姫
が
鏡
神
社
に
祀
ら
れ
た
件
に
関
し
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
先
に
鏡
神
社
初
見
史
料
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
同
社
は
、
記
・

紀
・
万
葉
集
に
は
姿
を
見
せ
ず
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は

『

紫
式
部
集』

所
載
の
長
徳
二

(

九
九
六)

年
詠
の
和
歌
に
初
め
て
登
場
す

る
。
紫
式
部

(

当
時
ま
だ
十
代
後
半)

は
姉
を
な
く
し
、
彼
女
の
父
方
の
従い

姉と

妹こ

も
自
分
の
妹
を
な
く
し
て
い
た
。
肉
親
を
な
く
し
た

者
同
士
互
い
に
慰
め
合
っ
て
い
た
が
、
紫
式
部
は
父
為
時
が
越
前
守
と
な
っ
た
た
め
同
行
し
て
都
を
離
れ
た
。
一
方
、
従い

姉と

妹こ

は
肥
前

守
と
な
っ
た
父
と
同
行
し
た
た
め
、
二
人
は
越
前
と
肥
前
に
別
れ
て
住
み
、
遠
く
離
れ
離
れ
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
文
通
は
続
け
ら
れ

た
。
従い

姉と

妹こ

か
ら
手
紙
を
貰
っ
た
紫
式
部
は
、
和
歌
を
添
え
て
返
信
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に

筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文ふ

み

お
こ
せ
た
る
を
、
い
と
遙
か
な
る
所
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
り
事
に

18
あ
ひ
み
む
と

思
ふ
心
は

松
浦
な
る

鏡
の
神
や
空
に
見
る
ら
む

返
し
、
ま
た
の
年
も
て
き
た
り

19
行
き
め
ぐ
り

あ
ふ
を
松
浦
の

鏡
に
は

誰
を
か
け
つ
つ

祈
る
と
か
し
る
⑯

と
あ
る
。
年
を
跨
い
で
、
ま
た
越
前
と
肥
前
と
い
う
地
理
的
隔
絶
を
跨
い
で
、
二
人
は
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
の
だ
が
、
18
は
越
前
の

紫
式
部
側
か
ら
で
あ
り
、
19
は
肥
前
の
従い

姉と

妹こ

側
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
当
時
一
八
歳
の
紫
式
部
は
、
肥
前
の
従
姉
妹
を
思
い
な
が
ら
、

｢

あ
な
た
に
逢
い
た
い
と
思
う
私
の
こ
の
心
は
、
そ
ち
ら
の
松
浦
に
鎮
座
ま
し
ま
す
鏡
の
神
様
が
空
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ

う｣

⑰

と
、
友
情
の
深
さ
を
神
に
か
け
て
誓
う
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
年
長
の
従
姉
妹
か
ら
は

｢

遠
い
国
を
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
都
で
再

び
逢
え
る
よ
う
に
待
ち
望
む
私
は
、
こ
こ
松
浦
の
鏡
神
社
の
神
様
に
、
誰
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
お
祈
り
し
て
い
る
か
、
お
わ
か
り
で
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し
ょ
う
か｣

⑱

と
の
返
信
が
年
を
跨
い
で
届
け
ら
れ
た
。
友
情
の
深
さ
を
互
い
に
確
か
め
合
う
歌
の
贈
答
で
あ
る
。

こ
の
和
歌
よ
り
六
九
年
前
に
成
立
し
た

『

延
喜
式』

(

九
二
七
年
成
立)

に
は
、
式
内
社
と
し
て
肥
前
国
四
座

(

大
一
座
・
小
三
座)

が
記
さ
れ
、
大
一
座
に
は
松
浦
郡
の
田
島
神
社
が
、
小
三
座
に
は
松
浦
郡
の
志
々
伎
神
社
、
基き

肄い

郡
の
荒
穂
神
社
、
佐
嘉
郡
の
與よ

止ど

日ひ

女め

神
社
が
配
さ
れ
て
い
る
。
田
島
神
社
を
筆
頭
と
す
る
延
喜
式
内
社
四
座
を
差
し
置
い
て
、
彼
女
等
の
脳
裏
に
は
肥
前
国
と
言
え
ば
最

初
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
鏡
神
社
な
の
で
あ
っ
た
。『

延
喜
式』

の
施
行
が
九
六
七
年
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
和
歌
を
詠
ん
だ
九
九
六
年
は

そ
の
二
九
年
後
で
あ
り
、
社
格
の
体
系
が
ほ
ぼ
全
国
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
肥
前
で
願
い
を
聞
き
届
け
て
く
れ
る
霊
験
あ

ら
た
か
な
神
と
い
え
ば
、
彼
女
等
は
迷
う
事
な
く
鏡
神
社
を
選
ん
で
い
た
。
こ
の
点
は
、
大
い
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
、
最
初
に
言
及
し
た
の
は
肥
前
国
の
国
府
近
く
に
住
む
従
姉
妹
で
は
な
く
、
遠
く
離
れ
た
越
前
国
の
紫
式
部
の
方
で
あ
る
。
彼
女
は
、

肥
前
国
と
聞
い
て
と
っ
さ
に
鏡
神
社
を
連
想
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
か
ら
、
式
内
社
四
座
以
上
に
松
浦
郡
の
鏡
神
社
が
全
国
に
そ
の
名

を
轟

と
ど
ろ
か
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
れ
程
ま
で
に
有
名
で
あ
っ
た
か
。
現
在
、
祭
神
は
一
の
宮
が
神
功
皇
后
、
二
の
宮
が
藤
原
広

嗣
と
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
一
の
宮
に
関
し
て
は
九
九
六
年
当
時
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
後
に
詳
述
す

る
が
一
一
九
八
年
成
立
の

『

和
歌
色
葉』
か
ら
一
三
八
四
年
成
立
の

『

梵
燈
庵
袖
下
集』

に
か
け
て
、
相
次
い
で
五
史
料
の
中
に
松
浦

明
神

(

鏡
宮)

の
祭
神
が
松
浦
さ
よ
姫
で
あ
っ
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
功
皇
后
を
祭
神
と
す
る
説

は
、
記
・
紀
を
は
じ
め
万
葉
集
そ
の
他
古
代
の
文
献
に
は
全
く
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
一
三
六
七
年
成
立
の

『

河
海
抄』

で
初
め
て
神

功
皇
后
祭
神
説
が
明
記
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
功
皇
后
祭
神
説
は
、
一
〇
世
紀
当

時
は
殆
ど
存
在
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
ら
が
、
式
内
社
四
座
を
無
視
し
て
鏡
神
社
を
支
持
し
た
背
景
に
は
、
肥
前
国
松

浦
郡
鏡
村
を
舞
台
と
し
た

『

肥
前
国
風
土
記』

『

万
葉
集』

所
載
の
大
伴
狭
手
彦
と
弟
日
姫
子

(

松
浦
さ
よ
姫)

の
間
に
発
生
し
た
古

代
最
大
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
悲
恋
は
、
当
時
の
多
感
な
乙
女
達
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
り
、�
死
し
た
さ
よ
姫
の
霊
は

｢

鏡
の
渡

わ
た
り｣

近
く
の
神
社

(
鏡
神
社)

に
祀
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
は
九
九
六
年
当
時
全
国

に
鳴
り
響
い
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
無
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
か
ら
二
〇
二
年
後
の
一
一
九
八
年
に
成
立
し
た

『

和
歌
色
葉』

に

｢

松
浦
の
明
神
と
て
今
に
お
は
す
る
は
、
か
の
ま
つ
ら
さ
よ
姫
の
な
れ
る
也
と
ぞ
い
ひ
伝
へ
た
る｣

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
本
文
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の
詳
細
は
後
に
言
及
す
る
が
、
五
三
七
年
に
起
こ
っ
た
事
件
が
、
六
六
一
年
後
の
一
一
九
八
年
に
い
き
な
り
説
話
化
さ
れ
て
再
登
場
し

た
と
は
考
え
難
い
。
六
六
一
年
間
か
け
て
、�
死
し
た
さ
よ
姫
の
霊
が
鏡
神
社
の
祭
神
と
な
っ
た
説
話
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
九

九
六
年
当
時
、
こ
の
説
話
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、
紫
式
部
は
肥
前
国
へ
行
っ
た
従い

姉と

妹こ

を
さ
よ
姫
に
、
越
前
国
に
来
た
自
ら

を
狭
手
彦
に
准

な
ぞ
ら
え
て
、
互
い
に
都
で
会
う
日
が
来
る
事
を
鏡
神
社
に
乞
い
願
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
初
め

て
18
・
19
の
歌
意
の
本
質
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
、
こ
の
経
験
を
元
に
、『

源
氏
物
語』

｢

玉
鬘
か
づ
ら｣

巻
の
中
で
も
松
浦
の
鏡
宮
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
粗
筋
は
、
夕
顔
の
遺
児

玉
鬘

(

内
大
臣
と
の
間
の
子)

が
、
四
歳
の
時
、
乳
母
の
夫
が
大
宰
少
弐
に
赴
任
し
た
の
に
伴
わ
れ
、
筑
紫
に
下
向
す
る
。
六
年
の
任

期
が
終
わ
っ
て
都
へ
帰
る
直
前
に
乳
母
の
夫
が
頓
死
し
、
乳
母
の
子
等
も
半
ば
土
着
化
し
て
な
か
な
か
都
へ
帰
れ
な
い
。
こ
の
間
、
玉

鬘
は
美
し
く
成
長
し
、
求
婚
者
が
頻
出
し
て
断
る
の
に
苦
労
す
る
。
煩
を
避
け
る
た
め
、
筑
前
か
ら
肥
前
に
疏
開
し
て
一
〇
年
た
つ
が
、

そ
こ
で
も
あ
い
変
ら
ず
求
婚
者
の
多
さ
に
悩
ま
さ
れ
る
。
玉
鬘
が
二
〇
歳
の
時
、
姫
の
美
貌
を
聞
き
つ
け
た
肥
後
国
一
帯
に
勢
力
を
持

つ
大
夫

た
ゆ
う
の

監げ
ん

に
迫
ら
れ
、
乳
母
の
親
族
を
も
巻
き
込
ん
で
、
結
婚
寸
前
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
。
既
に
数
多
く
の
妻
妾
を
囲
う
監げ

ん

で
あ
る
が
、

結
婚
し
た
暁
に
は

｢

内
々
の
君
主
と
思
っ
て
頭
上
に
お
し
い
た
だ
く｣

と
い
う
見
え
透
い
た
嘘
の
口
約
束
を
し
、

君
に
も
し
こ
こ
ろ
た
が
は
ば
松
浦
な
る

か
が
み
の
神
を
か
け
て
誓
は
む
⑲

と
得
意
気
に
歌
を
詠
む
。
歌
意
は
、｢

姫
君
に
対
し
て
、
も
し
私
が
心
変
り
を
し
ま
し
た
ら

松
浦
に
お
ら
れ
る
鏡
の
神
に
か
け
て

誓
い
ま
し
ょ
う
⑳｣

で
あ
る
が
、
心
変
わ
り
を
す
れ
ば
ど
ん
な
罰
で
も
受
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
言
外
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
。
全
体

の
文
脈
か
ら
推
せ
ば
、
乳
母
一
族
と
玉
鬘
は
明
ら
か
に
肥
前
国
松
浦
郡
の
鏡
神
社
近
く
に
移
り
住
ん
で
い
る
事
に
な
っ
て
い
る

(

後
段

で
、
松
浦
の
宮
の
前
の
渚
か
ら
都
へ
向
け
て
船
出
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
の
事
を
推
測
し
得
る)

。

紫
式
部
は
、｢

住
む
所
は
、
肥
前
国
と
ぞ
い
ひ
け
る�｣
と
、
唐
突
に
大
宰
府
か
ら
肥
前
に
舞
台
を
変
換
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

頭
注
で

｢

乳
母
は
少
弐
の
没
後
、
筑
紫
国
の
人
々
の�
を
避
け
て
肥
前
に
移
住
し
た
の
だ
ろ
う�｣
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
が
総
て
で

は
な
い
。
恐
ら
く
、
紫
式
部
は
鏡
宮
を
登
場
さ
せ
た
い
た
め
無
理
に
乳
母
を
肥
前
国
の
し
か
も
松
浦
郡
に
転
居
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
場
合
、
鏡
宮
の
祭
神
は
先
の
従
姉
妹
と
の
書
簡
の
や
り
取
り
で
主
題
と
な
っ
て
い
た
一
の
宮
の
祭
神
さ
よ
姫
で
は
な
く
、
二
の
宮

の
祭
神
藤
原
広
嗣
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
事
は
ほ
ぼ
間
違
い
無
い
。
別
稿
で
詳
述
す
る
が
、
広
嗣
は
七
四
〇
年
に
乱
を
起
こ
し
て
官
軍

に
攻
め
ら
れ
て
自
ら
首
を
斬
っ
て
死
ぬ
。
そ
の
首
が
宙
に
浮
い
て
官
軍
を
蹴
殺
し
、
ま
た
こ
の
血
ま
み
れ
の
首
が
後
に
赤
鏡
と
な
っ
て

空
に
漂
う
が
、
こ
れ
を
見
た
人
は
悉

こ
と
ご
とく
死
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
て
つ
も
な
い
呪
力
を
持
っ
た
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
、
赤
鏡
を
記
念

し
て
、
後
に
鏡
神
社
の
二
の
宮
の
祭
神
と
し
て
広
嗣
の
怨
霊
を
祀
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
程
の
恐
し
い
神
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
荒
く
れ
者

の
大
夫
監
は

｢
か
が
み
の
神
を
か
け
て
誓
は
む｣

と
詠
ん
だ
の
で
あ
り
、
乳
母
や
玉
鬘
に
も
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
持
つ
と
踏
ん
だ
の

で
あ
る
。
広
嗣
の
乱
後
約
二
七
〇
年
後
に
成
立
し
た

『

源
氏
物
語』

で
あ
る
が
、
怨
霊
信
仰
も
程
よ
く
醸
成
さ
れ
た
頃
で
あ
り
、
大
夫

監
の
歌
は
時
期
に
適か

な

っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

紫
式
部
は
、
明
言
は
し
な
い
も
の
の
、
松
浦
明
神

(

鏡
宮)

が
神
功
皇
后
を
祭
神
と
し
て
い
た
可
能
性
を
匂
わ
せ
る
部
分
が
一
箇
所

だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
、
乳
母
と
そ
の
家
族
が
玉
鬘
と
共
に
上
京
し
、
生
活
苦
の
中
か
ら
玉
鬘
を
何
と
し
て
で
も
元
の
両
親
に
引
き
合
わ

せ
た
い
一
心
で
神
仏
に
祈
願
す
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
最
初
に
石
清
水
八
幡
に
詣
る
が
、

八
幡
の
宮
と
申
す
は
、
か
し
こ
に
て
も
参
り
祈
り
申
し
た
ま
ひ
し
松
浦
、
筥
崎
同
じ
社
な
り�

。

の
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
乳
母
の
長
男
豊
後
介

ぶ
ん
ご
の
す
け

の
台
詞

せ
り
ふ

で
あ
る
が
、
紫
式
部
は
三
社
は
神
社
と
し
て
共
通
す
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ

る
。
頭
注
に
は

｢

松
浦
八
幡
宮
。
所
在
未
詳�｣
と
あ
る
が
、
八
幡
に
限
定
す
れ
ば
ど
う
し
て
も

｢

所
在
未
詳｣

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
松
浦
明
神
の
祭
神
が
神
功
皇
后
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
三
者
は
同
体
と
な
る
。
但
し
、
こ
れ
は

『

源
氏
物
語』

注
釈
書

(

具
体
的
に
言
え
ば

『

河
海
抄』)

の
世
界
で
の
話
で
あ
り
、
彼
女
が
創
作
し
た
文
章
の
意
図
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
別

稿

(｢

松
浦
さ
よ
姫
の
基
礎
的
研
究

中
世
〜
近
世
・
肥
前
国
松
浦
郡
編

｣
『

九
州
の
民
俗

五
号』

所
収)

で
詳
述
し
た
が
、

鏡
宮
に
神
功
皇
后
を
祀
っ
た
と
す
る
説
は
、
一
三
六
七
年
成
立
の

『
河
海
抄』

以
降
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
こ
の

説
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
著
者
の
四
辻
善
成
は
、
松
浦
明
神

(

鏡
宮)
の
祭
神
を
神
功
皇
后
に
す
れ
ば

｢

玉
鬘｣

の
こ
の
文
章
が
祭
神

が
三
社
で
共
通
す
る
意
味
に
な
る
た
め
、
紫
式
部
の
意
図
と
は
別
に
、
む
り
や
り
神
功
皇
后
祭
神
説
を
附
会
し
た
の
で
あ
っ
た
。

松浦さよ姫の基礎的研究���
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『

風
土
記』

以
降
、
憶
良
に
よ
っ
て
天
平
二

(

七
三
〇)

年
に
集
中
的
に
詠
ま
れ
た
松
浦
さ
よ
姫
伝
承
は
、
そ
の
後
長
い
間

(

約
三

八
〇
年
間)

歴
史
の
闇
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ
け
か
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
か
け
て
の
約
百

年
間
に
、
管
見
に
及
ぶ
だ
け
で
も
一
一
件
の
さ
よ
姫
伝
説
に
関
す
る
言
及
が
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
歌
学
書
関
連
の
書
籍
で
あ
る
が
、

そ
の
一
つ
一
つ
に
注
目
し
な
が
ら

『

風
土
記』

や

『

万
葉
集』

と
の
比
較
を
試
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
末
か
ら
中
世
前
期
に

か
け
て
の
さ
よ
姫
伝
承
の
変
遷
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
一
群
の
史
料
の
筆
頭
に
相
当
す
る
も
の
が
、
嘉
承
二

(

一
一
〇
七)

年
か
ら
永
久
四

(

一
一
一
六)

の
間
に
成
立
し
た
と
言

わ
れ
る
、
藤
原
仲
実
著

『
綺
語
抄』

で
あ
る
。
難
解
な
歌
詞
・
歌
語
を
一
七
部
門
に
分
類
し
、
こ
れ
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
部
門
で
あ
る

｢

人
行
部｣
の
項
目
に

｢

松
浦
佐
用
嬪
面｣

が
あ
っ
た
。

松
浦
佐
用
嬪
面

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め

序
云
大
伴
佐
提
比
古
郎
子
持
被
朝
命
奉
使
藩
国
艤
掉
言
帰
稍
趣
イ
起

(

本
文
は
赴)

蒼
海

(

本
文
は
波)

妾
之

(

本
文
は
也)

松

浦

｢

佐
用
嬪
面｣

嗟
此
別
易�

(

本
文
は�

)

彼
会�
即
登
高
山
之
嶺
遙
望
離
去
之
船
悵
然
断
肝�(
本
文
は�)

然
銷
魂
遂
脱

領
巾
麾
之
傍
者
莫
不
流
涕
因
号
此
山
曰
領
巾
麾
之
嶺
也
仍
作
歌
曰

と
を
つ
人

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め

つ
ま
こ
ひ
に

ひ
れ
ふ
り
し
よ
り

お
へ
る
山
の
名�

文
言

も
ん
ご
ん

は
、
五
ケ
所
に
誤
写
が
あ
る
も
の
の
、『

万
葉
集』
871
の
歌
と
そ
の
序
文
を
ほ
ぼ
忠
実
に
転
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
仲
実
自
身

の
意
見
や
主
張
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、
序
文
冒
頭
の

｢

序
云｣

だ
け
は
仲
実
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
書
が�
解
な

歌
詞
・
歌
語
の
注
釈
書
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
憶
良
が
詠
ん
だ
七
三
〇
年
以
降
、
一
一
一
〇
年
代
現
在
に
お
い
て
約
三
八
〇
年
間
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

と

ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
さ
よ
姫
歌
が
幾
度
か
は
詠
ま
れ
て
い
た
と
判
断
し
得
る
。｢

言
い
継
げ｣

｢

語
り
継
げ｣

と
詠
ん
だ
憶
良
の

意
志
は
平
安
後
期
に
も
着
実
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
約
二
〇
年
後
、
藤
原
清
輔
は

『

奧
義
抄』

(

保
延
元

(

一
一
三
五)

年
〜
天
養
元

(

一
一
四
四)

年
成
立)

巻
五
の
中
で
さ
よ

近 藤 直 也 ���
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姫
に
言
及
し
て
い
る
。

う
な
は
ら
の

お
き
ゆ
く
ふ
ね
を

か
へ
れ
と
か

ひ
れ
ふ
ら
し
け
ん

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め

松
浦
さ
よ
ひ
め
は
大
伴
の
佐
提
比
古
の
女
也
。
お
と
こ
お
ほ
や
け
の
御
使
に
、
も
ろ
こ
し
に
ゆ
く
に
、
す
て
に
舟
に
の
り
て
ゆ
く

と
き
、
わ
か
れ
を
お
し
み
て
、
た
か
き
山
の
み
ね
に
の
ほ
り
て
、
は
る
か
に
は
な
れ
ゆ
く
を
見
る
に
、
か
な
し
ひ
に
た
へ
す
し
て

頭ヒ

巾レ

を
ぬ
き
て
こ
れ
を
ま
ね
く
。
見
る
も
の
、
な
み
た
を
な
か
さ
ぬ
は
な
し
。
こ
れ
よ
り
こ
の
山
を
頭
巾
麾
の
嶺
と
云
。
こ
の
山

は
肥
前
国
に
あ
り
。
此
心
を
後
の
人
の
よ
め
る
な
り
。
う
な
は
ら
と
は
海
を
い
ふ
也
。
又
三
嶋
王
の
追
和
す
る
歌
云

を
と
に
き
く(
原
歌
は｢

き｣)

め
に
は(

原
歌
こ
こ
に｢

い｣

が
入
る)

ま
た
見
ぬ(

原
歌
は｢

ず｣)

さ
よ
ひ
め
か

ひ
れ
ふ
り
き
と
い(

原
歌
は｢

い｣

無
し)

ふ

き
み
ま
つ
ら
や
ま

こ
の
山
を
は
、
ま
つ
ら
山
と
も
云
。
又
、
ま
つ
ら
か
た
な
と
も
よ
め
り
。�(

句
読
点
近
藤)

こ
の
記
述
は
、
約
二
〇
年
前
に
成
立
し
て
い
た
仲
実
の

『

綺
語
抄』

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
書
き
進
め
ら
れ
た
ふ
し
が
あ
る
。
同
じ

｢

歌
学
書｣

と
い
う
事
も
あ
り
、
仲
実
の
記
述
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
、
清
輔
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
努
力
の
跡
が
窺
わ
れ
る
。

例
え
ば
、｢

大
伴
の
佐
提
比
古｣

以
下

｢
頭ヒ

巾レ

麾
の
嶺
と
云｣

ま
で
の
記
述
は

『

万
葉
集』

そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
序

は
元
来
871
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
清
輔
は
こ
の
歌
の
引
用
を
敢あ

え
て
避
け
、｢

最
々
後
人
の
追
和
せ
し
二
首｣

の
う
ち
の
874
を

変
則
的
に
こ
こ
へ
持
っ
て
来
て
、
こ
の
歌
序
と
関
連
付
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
確
か
に
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
874
の
歌
と
871

の
歌
序
の
ド
ッ
キ
ン
グ
に
は
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
。
多
少
の
違
和
感
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
仲
実
と
の
重
複
を
避
け
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
清
輔
独
自
の
文
章
は

｢

こ
の
山
は
肥
前
国
に
あ
り
。
此
心
を
後
の
人
の
よ
め
る
な
り
。
う
な
は
ら
と
は
海
を
い
ふ
也｣

に

見
ら
れ
る
。
褶
振
山
が
肥
前
国
に
あ
り
、｢

松
浦
さ
よ
姫｣

を
肥
前
国
松
浦
郡
の
人
と
特
定
す
る
に
は
、『

風
土
記』

と

『

万
葉
集』

の

知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
輔
が
わ
ざ
わ
ざ

｢
こ
の
山
は
肥
前
国
に
あ
り｣

と
述
べ
た
の
は
、
憶
良
の
意
を
汲

ん
で
、｢

後
の
人｣

即
ち
平
安
後
期
の
人
々
に
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

更
に
仲
実
と
の
差さ

異い

化
を
計は
か

る
た
め
、『

綺
語
抄』

で
は
触
れ
な
か
っ
た

｢
三
島
王
の
、
後
に
松
浦
佐
用
姫
の
歌
に
追
和
せ
し
一
首

(

883)｣

ま
で
引
用
し
て
い
る
。
引
用
に
当
た
り
、
四
ケ
所
の
誤
写
が
あ
る
が
、｢
き
み
ま
つ
ら
や
ま｣

に
関
し
、｢

こ
の
山
を
は
ま
つ
ら

松浦さよ姫の基礎的研究���
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山
と
も
云｣

と
説
明
し
て
い
る
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
推
せ
ば
、｢

こ
の
山｣

と
は
明
ら
か
に
褶
振
嶺
の
事
を
指
す
が
、

三
島
王
は
狭
手
彦
の
帰
還
を

｢

待
つ｣

事
と

｢

松
浦
郡｣

を
か
け
て

｢

ま
つ
ら
や
ま｣

と
表
記
し
た
ま
で
で
、｢

松
浦
山｣

そ
の
も
の

は
固
有
名
詞
と
し
て
存
在
し
な
い
。
後
世
、
固
有
名
詞
の

｢

松
浦
山｣

が
存
在
す
る
か
ら
の
如
く
説
く
書
物
が
氾
濫
す
る
が
、
そ
の
契

機
と
な
っ
た
記
述
が

｢

こ
の
山
を
は
ま
つ
ら
山
と
も
云｣

な
の
で
あ
っ
た
。
清
輔
は
単
に
、
883
歌
を
評
し
て
褶
振
山
の
事
を

｢

松
浦
山｣

と
も
言
う
の
だ
と
指
摘
し
た
ま
で
で
あ
る
が
、
後
に
詳
述
す
る
如
く

｢

松
浦
山｣

は
清
輔
の
意
に
反
し
て
独
り
歩
き
し
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
。
掛
け
詞
と
し
て
の

｢

松

(

待
つ)

浦
山｣

で
は
な
く
、
実
質
上
の

｢

松
浦
山｣

の
初
見
は
、
こ
の

『

奧

義
抄』

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。｢

又
ま
つ
ら
か
た
な
と
も
よ
め
り｣

と
は
、
868
の

｢

松ま
つ

浦ら

が
た

佐さ

用よ

姫ひ
め

の
児こ

が

領ひ

巾れ

振
り
し

山

の
名
の
み
や

聞
き
つ
居を

ら
む｣

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
清
輔
は
、｢

ま
つ
ら
山｣

の
正
統
性
を
言
い
た
い
た
め
、
こ
こ
で

｢

松
浦
が
た｣

を
援
用
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
清
輔
は

『

奥
義
抄』
か
ら
約
二
〇
年
後
、
保
元
三

(

一
一
五
八)

年
前
後
に
著
し
た
同
じ
く
歌
学
書

『

袋
草
紙』

の
中
で
、
断

片
的
で
は
あ
る
が

｢

松
浦
佐
夜
姫｣
に
言
及
し
て
い
る
。

万
葉
集
に
松
浦
佐
夜(

傍
点
近
藤)

姫
を
詠
ず
る
歌
に
云
は
く

｢

と
ほ
つ
ひ
と
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
つ
ま
ご
ひ
に
ひ
れ
ふ
り
し
よ
り
お
へ
る
や
ま

・
・

の
な｣

。
か
く
の
如
き
は
男
を
も

｢

つ
ま｣

と
云
ふ
か�
。

女
だ
け
で
な
く
、
男
に
対
し
て
も

｢

つ
ま｣
と
詠
む
事
例
と
し
て
、
偶
々

た
ま
た
ま

憶
良
の
歌
を
引
用
し
た
。
平
安
時
代
だ
け
で
な
く
、
奈
良

時
代
以
前
か
ら
そ
の
用
例
が
あ
っ
た
事
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
輔
は
、
こ
れ
以
上
に
さ
よ
姫
に
つ
い
て
深
く
言
及
は
し
て

い
な
い
の
だ
が
、
一
つ
の
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
使
わ
れ
た
事
の
無
い

｢

佐
夜｣

の
用
例
で
あ

る
。
二
〇
年
前
の

『

奥
義
抄』

で
は
、
単
に

｢

さ
よ
ひ
め｣
と
し
か
表
記
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
わ
け
か

｢

佐

夜｣

の
漢
字
で
表
記
し
て
い
る
。『

万
葉
集』

で
は
、
詞
書
き
も
含
め
る
と
さ
よ
姫
は
九
回
記
さ
れ
て
い
る
。

868
佐
欲
比
売

871
佐
用
比
売
・
佐
用
嬪
面

872
佐
用
比
売

近 藤 直 也 ��
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873
佐
用
嬪
面

874
佐
欲
比
売

875
佐
欲
比
売

883
佐
容
比
売
・
佐
用
嬪
面

詞
書
き
の
用
例
も
含
め
れ
ば
、
全
七
首
中
延
べ
九
例
の
さ
よ
姫
の
表
記
を
見
出
し
得
た
。
こ
の
中
で
同
一
表
記
は
871
・
873
・
883
の
三

例

(

三
三
％)
が

｢

佐
用
嬪
面｣

で
あ
り
、
874
・
875
の
二
例

(

二
二
％)

が

｢

佐
欲
比
売｣

で
あ
っ
た
。
他
の
六
例
は
、
総
て
バ
ラ
バ

ラ
で
あ
り
、
統
一
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
883
の
三
島
王
の
追
和
一
首
を
除
け
ば
、｢

後
人｣

か
ら

｢

最
々
後
人｣

に
至
る
ま
で
、
他
者

を
装
っ
て
詠
ん
だ
憶
良
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
の
努
力
の
跡
が
忍
ば
れ
る
。
尤

も
っ
と
も
、
874
・
875
の
二
例
に
関
し
て
は
、｢

最
々
後
人
の
追

和
せ
し
二
首｣

と
詞
書
き
に
あ
る
通
り
、
同
一
人
物
が
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る
た
め
に
、
憶
良
は
敢
え
て
表
記
を
統
一
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

｢

さ
よ
ひ
め｣

は
、
上
半
分
の
固
有
名
詞
と
し
て
の

｢

さ
よ｣

と
、
下
半
分
の
一
般
名
詞

(

称
号)

と
し
て
の

｢

ひ
め｣

に
分
解
で

き
る
。｢

さ
よ｣

に
注
目
す
れ
ば
、
万
葉
仮
名
文
字
全
九
例
は
三
種
に
分
類
し
得
る
。

●

佐
用
871
・
871
・
872
・
873.

883
五
例

(

五
六
％)

●

佐
欲
868
・
874
・
875
三
例

(

三
三
％)

●

佐
容
883
一
例

(

一
一
％)

｢

佐
用｣

の
場
合
、
871
が
二
つ
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
詞
書
き
と
本
歌
で
共
通
の
用
例
を
採
用
し
て
い
る
事
を
示
す
。｢

佐
用｣

が
他
の
二
種
と
較
べ
て
群
を
抜
い
て
多
く
五
六
％
を
占
め
て
い
た
。｢

佐
欲｣

は

｢

佐
用｣

の
半
数
を
少
し
越
え
る
程
度
、｢

佐
容｣

に

至
っ
て
は

｢

佐
用｣

の
五
分
の
一
し
か
な
か
っ
た
。
883
は
三
島
王
の
詠
歌
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
憶
良
は
一
人
で

｢

佐
用｣

と

｢

佐
欲｣

の
二
種
類
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
憶
良
の
歌
が
合
計
六
首
で
あ
る
た
め
、｢

佐
用｣

と

｢

佐
欲｣

は
各
々
三
首

の
中
に
折
半
し
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
採
用
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

｢

ひ
め｣

に
関
し
て
も
、
さ
よ
姫
に
限
定
し
て
考
察
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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●

比
売
868
・
872
・
874
・
875
・
883
五
例

(

五
六
％)

●

嬪
面
871
・
873
・
883
三
例

(

三
三
％)

●

比
米
871
一
例

(

一
一
％)

万
葉
仮
名
と
し
て
は

｢

比
売｣

が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
表
記
方
法
だ
っ
た
事
が
わ
か
る
。｢

嬪
面｣

と
は
、
結
構
重
い
表
記
方
法
で
あ

る
が
、｢
嬪｣

と
は
婦
人
の
美
称
の
意
味
も
あ
り
、
後
世

｢

別
嬪

べ
っ
ぴ
ん

さ
ん｣

と
い
う
用
例
も
あ
り
、｢

嬪
面｣

は
大
和
言
葉
の
ヒ
メ
を
表
音

す
る
と
共
に
、
美
し
い
顔

(

面)

だ
ち
と
い
う
意
も
表
明
す
る
意
図
の
下
に
採
用
さ
れ
た
文
字
で
あ
っ
た
。
憶
良
自
身
は
、
さ
よ
姫
関

連
の
歌
の
中
で

｢
比
売｣

を
四
例
・｢

嬪
面｣

を
二
例
、｢

比
米｣

を
一
例

(

871
の
中
で
は
詞
書
き

(

嬪
面)

と
本
歌

(

比
米)

の
中
で

ヒ
メ
の
用
字
を
各
々
使
い
分
け
て
い
た)

と
、
三
種
の
表
記
方
法
を
使
い
分
け
て
い
た
が
、｢

比
売｣

を
最
も
愛
用
し
て
い
た
。
こ
の

用
字
は

『

記』
『

紀』

で
も
姫
を
指
す
語
と
し
て
頻
出
し
て
お
り
、
特
に
深
い
意
味
は
無
く
、
一
般
的
な
慣
習
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
ろ

う
。清

輔
は
さ
よ
姫
表
記
に
当
た
り
、『
万
葉
集』

に
は
無
か
っ
た

｢

佐
夜｣

の
字
を
当
て
て
い
る
が
、｢

用
・
欲
・
容｣

で
は
な
く
な
ぜ

｢

夜｣

を
当
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
年
前
の

『

奥
義
抄』

で
は
、
単
に

｢

さ
よ
ひ
め｣

で
あ
っ
た
。
単
な
る
表

音
で
あ
れ
ば
、『

万
葉
集』

で
使
わ
れ
て
い
た
従
来
の
用
字
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
清
輔
は
、｢

夜｣

の
表
意
に
重
き
を
置
き
た
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
安
時
代
末
期
と
も
な
れ
ば
、
四
三
〇
年
近
く
前
に
詠
ま
れ
た
さ
よ
姫
像
の
変
質
も
当
然
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
り
、

こ
の
頃
の
解
釈
の
傾
向
と
し
て
、
夜
に
活
躍
す
る
巫
女
ま
た
は
遊
女
的
性
格
が
付
加
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『

万
葉

集』

の
如
く
、
褶
振
る
だ
け
の
さ
よ
姫
で
あ
れ
ば
、｢
夜｣
が
入
っ
て
来
る
余
地
は
全
く
無
い
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
こ
れ
は
極
く
一

部
で
あ
り
、『

風
土
記』

で
は
そ
の
約
七
倍
の
文
字
が
、
夜
に
通
っ
て
く
る
蛇
男
と
契
り
、
そ
の
正
体
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
沼
底

に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
水
死
す
る
話
と
し
て
費
さ
れ
て
い
た
。
清
輔
は
、
そ
の
辺
の
状
況
を
暗
示
し
た
い
た
め
に
敢
え
て

｢

佐
夜｣

姫

の
文
字
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
憶
良
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
語
に
対
す
る
先
祖
返
り
的
傾
向
が
、
こ
こ
で
見
出
し
得
る
。

『

袋
草
紙』

と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
う
し
て
、
藤
原
範
兼
は
和
歌
の
注
釈
書

『
和
歌
童
蒙
抄』

を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
巻
三
の
中
で
さ

よ
姫
に
言
及
し
て
い
る
。
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と
おを

つ
ひ
と
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
つ
ま
こ
ひ
に

ひ
れ
ふ
り
し
よ
り
お
へ
る
や
ま
の
な

萬
五
に
あ
り
。
そ
で
が
き
に
い
は
く
。
大
伴
佐
堤
比
古�
郎
子
時
被
二

朝
命
一

奉
レ

使
二

漢藩
イ

国
ニ一

妾
松
浦
佐
用
嬪
面
、
こ
の
わ
か
れ
の

や
す
き
こ
と
を
な
げ
き
、
か
の
あ
ふ
こ
と
の
か
た
き
こ
と
を
な
げ
き
て
、
た
か
き
山
の
峯
に
の
ぼ
り
て
、
は
る
か
に
わ
か
れ
さ
る

舟
を
の
ぞ
む
に
、
き
も
た
え
、
た
ま
し
ひ
き
え
ぬ
。
つ
ひ
に
領
巾
を
ぬ
い
て
さ
し
ま
ね
く
。
此
故
に
此
山
を
ひ
れ
ふ
る
み
ね
と
云

な
り
。
肥
前
国
風
土
記

ニ
曰
昔
武
小
広
国
押�
天
皇
之
世
大
伴
狭
手
彦
連
任
那
の
国
を
し
づ
め
、
か
ね
て
百
済
国
を
す
く
は
んむ

が
た

め
、
み
こ
と
の
り
を
う
け
た
ま
は
り
て
此
む
ら
に
至
り
つ
き
ぬ
。
す
な
は
ち
、
篠
原
村
第
四
姫
子
を�
し
つ
。
其
か
た
ち
人
に

す
ぐ
れ
た
り
。
わ
か
れ
去
日
、
鏡
を
と
り
て
婦
に
あ
た
ふ
。
婦
、
別
の
悲
を
い
た
き
て
く
り
か
は
を
わ
た
る
。
あ
た
ふ
る
所
の

か
が
み
を
え
て
、
い
だ
き
て
川
に
し
づ
み
ぬ
。
こ
こ
を
鏡
の
渡
り
と
い
ふ
。
狭
手
彦
連
、
ふ
ね
を
出
し
て
さ
る
時
、
第
四
姫
子

こ
こ
に
の
ぼ
り
て
、
袖
を
も
ち
て
ふ
り
ま
ね
く
。
此
故
に
袖
ふ
る
峯
と
云
と
云
々
。
此
狭
手
彦
連
事
、
す
こ
し
か
れ
こ
れ
た
か
ひ

た
り
。�(
句
読
点
近
藤)

藤
原
範
兼
は
一
一
六
五
年
に
五
八
歳
で
没
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
書
も
一
一
六
〇
年
代
前
後
に
記
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
得
る
。
冒

頭
の
歌
は
、
前
節
で
詳
述
し
た
如
く

『

万
葉
集』
871
の
歌
で
あ
る
。
範
兼
は

｢

そ
で
が
き
に
い
は
く｣

と
し
て
そ
の
部
分
を
引
用
し
て

い
る
が
、
扱
い
が
か
な
り
雑
で
あ
り
、
正
確
さ
に
欠
け
る
。
略
し
た
部
分
も
多
い
が
、
明
ら
か
な
誤
字
と
解
釈
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る

も
の
を
纏
め
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
細こ

ま

か
な
部
分
を
除
き
、
目
に
つ
く
所
で
は
１
〜
８
の
八
箇
所
あ
っ
た
。
１
の

｢

佐さ

提で

比ひ

古こ
の

郎
子

い
ら
つ
こ｣

の
場
合
、
引
用
文
で
は

｢

古｣

と

｢

郎｣

の
間
に
ど
う
い
う
訳
か

｢

鹽エ
ン｣

の
略
字
体
で
あ
る

｢�｣
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
の

文
字
が
入
ら
な
く
て
も
良
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
何
の
意
図
が
あ
っ
た
の
か
俄
に
は
判
断
し
か
ね
る
。｢

郎
子｣

で

｢

い
ら
つ
こ｣

と
は
訓
み
に
く
い
た
め

｢�｣
を
入
れ
て

｢

エ
ン
ら
つ
こ
↓
い
ら
つ
こ｣
と
手
助
け
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
２
の

｢

特こ
と

に｣

は

｢

時
ひ
と
り｣

と
字
が
変
わ
っ
て
お
り
、｢

牛
う
し
へ
ん

｣

と

｢

日
ひ
へ
ん｣

を
写
し
間
違
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
３
の

｢

嬪
面｣

は
万
葉
仮
名
で

｢

ひ
め｣

と
訓
ま
せ

る
つ
も
り
で
記
し
て
い
る
が
、
引
用
時
に

｢

女
お
ん
な
へ
ん

｣

と

｢

シ
さ
ん
ず
い

｣

を
取
り
違
え
て

｢
濱｣

の
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『

万
葉
集』

引
用
の
場
合
は
、
文
字
の
写
し
間
違
い
が
三
点
程
あ
る
も
の
の
、
本
文
の
意
味
内
容
全
体
を
変
え
て
し
ま
う
程
の
深
刻
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な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『

風

土
記』

の
引
用
に
つ
い
て
は
大
い
に
問
題

が
あ
る
。
４
で
は
、
天
皇
の
称
号
の
一
部

の｢
押
楯｣

が｢

押�｣
に
な
っ
て
お
り
、

｢

木
き
へ
ん｣
が

｢ � て
へ
ん｣

に
変
形
し
、｢

盾｣

が

｢

着｣

に
変
わ
っ
て
い
る
。
本
来
は

｢

楯た
て｣

の
意
味
が

｢�チ
ャ
ク(�
の
俗
字
で
あ
り
、

｢

う
つ｣

・｢

お
く｣
の
意
味
を
持
つ)｣

と

な
り
、
字
形
自
体
は
似
て
い
る
が
音
訓
共

に
全
く
別
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
５

の
場
合
、
本
文
の

｢

弟
日
姫
子｣
を
｢
第

四
姫
子｣

と
誤
写
し
て
お
り
、
主
人
公
の

名
前
だ
け
に
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
。｢

弟｣

と

｢

第｣

、｢

日｣

と

｢

四｣

は
、
筆
書
き
の

場
合
見
誤
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。｢

第
四
姫
子｣
と
し
た
場
合
、
子
だ
く
さ
ん
の
多
数
の
姉
妹
の
う
ち
の
四
番
目
の
姫
と
な
り
、

悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
弟
日
姫
子

(

乙
姫)

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
別
の
方
向
へ
行
っ
て
し
ま
う
。

６
で
は
、｢

娉
つ
ま
ど

ひ
て｣

が

｢�
し
つ｣

に
変
形
し
て
い
る
。｢�｣
は

『

大
漢
和
辞
典』

に
よ
れ
ば

｢�｣
の
略
字
で
あ
り
、
音
は
コ

ま
た
は
ゴ
で
、
意
味
は

｢

を
と
め
・
み
め
よ
い
・
ね
た
む｣

と
い
う
。
こ
こ
で
は
動
詞
と
し
て
使
っ
て
い
る
た
め

｢�コ

し
つ｣

と
読
み
、

｢

妬ね
た

ん
だ｣

と
い
う
意
味
に
な
る
。
範
兼
の
引
用
文
で
は
、｢

第
四よ

姫ひ
め

子こ

を�
し
つ｣

と
な
っ
て
お
り
、
何
の
た
め
に
狭
手
彦
が
第
四
姫

子
を
妬
む
の
か
、
こ
れ
で
は
前
後
の
文
脈
と
全
く
か
み
合
わ
な
い
た
め
、
意
味
不
明
の
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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表１ 『風土記』 『万葉集』 の原文と 『和歌童蒙抄』
引用部分との比較対照表

原
文

『

万
葉
集』

871
の
詞
書
き

１
、
佐
提
比
古
郎
子

２
、
特こ
と

に

３
、
佐
用
嬪
面

『

風
土
記』

原
文

４
、
押
楯

５
、
弟
日
姫
子

６
、
娉
ひ
て

７
、
鏡
の
緒
絶
え
て
川
に
沈
み
き

８
、
褶ひ
れ

を
用も

ち
て
振ふ

り
招を

き
き
。

因よ

り
て
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯み

ね

と
名
づ
く

『

万
葉
集』

871
の
詞
書
き
を
引
用
し
た

『

和
歌

童
蒙
抄
第
三』

の
該
当
部
分

佐
提
比
古�
郎
子

時ひ
と
り
佐
用
濱
面

『

風
土
記』

を
引
用
し
た『

和
歌
童
蒙
抄

第
三』

の
該
当
部
分

押� 第
四よ

姫
子

�
し
つ

か
が
み
を
え
て
い
だ
き
て
川
に
し
づ
み
ぬ

袖
を
も
ち
て
ふ
り
ま
ね
く
。
此
故
に
袖
ふ
る

峯
と
云
。



�
�
��

�
７
で
は
、
本
文
の

｢

鏡
か
が
み

の
緒を

絶た

え
て
川
に
沈し

づ

み
き｣

に
対
し
、｢

か
が
み
を
え
て
い
だ
き
て
川
に
し
づ
み
ぬ｣

と
あ
る
。
微
妙
な
違

い
で
は
あ
る
が
、
話
の
文
脈
を
根
底
か
ら
覆
し
て
し
ま
う
程
の
大
き
な
誤
写
で
あ
る
。
元
は
、
鏡
の
背
面
に
あ
る
手
で
持
つ
た
め
の
紐ひ

も

が
切
れ
た
た
め
、
川
底
に
沈
ん
で
し
ま
い
所
在
不
明
に
な
っ
た
と
表
現
し
た
も
の
だ
が
、
引
用
文
で
は
姫
子
自
身
が
鏡
を
抱
い
て
入
水

自
殺
し
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
次
の
褶
振
峯
の
起
源
伝
承
へ
と
続
け
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
最
も
重

要
な
蛇
男
と
の
交
情
も
成
立
し
得
な
く
な
る
。

し
か
し
、
引
用
文
で
は
そ
の
後
何
事
も
無
か
っ
た
か
の
如
く
、
８
の

｢

袖
ふ
る
峯｣

の
話
が
展
間
す
る
。
８
の
場
合
、
原
文
で
は

｢

褶ひ
れ

を
用も

ち
て
振ふ

り
招を

き
き
。
因よ

り
て
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯み

ね

と
名
づ
く｣

と
あ
る
の
に
対
し
、
引
用
文
は

｢

袖
を
も
ち
て
ふ
り
ま
ね
く
。
此
故
に

袖
ふ
る
峯
と
云｣

と
あ
り
、｢

褶ひ
れ｣

と

｢

袖そ
で｣

が
そ
の
ま
ま
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
現
在
で
も
、
唐
津
市
管
内
地
図

(

五

万
分
の
一)

で
は

｢

鏡
山

(
領
巾
振
山)｣

と
表
記
し
て
お
り
、｢

袖
ふ
る
峯｣

と
は
呼
ん
で
い
な
い
。
六
世
紀
頃
の
名
称
が
一
二
世
紀

頃
に
変
わ
り
、
再
び
元
に
戻
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
は
、
範
兼
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
平
安
後
期
の
和
歌
注
釈
書
で
あ
る

『

和
歌
童
蒙
抄』

所
載
の
佐
用
姫
関
連
の
記
述
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
が
、

『

万
葉
集』

の
歌
の
解
説
の
部
分
に
関
し
て
は
、
細
か
な
字
句
の
書
き
誤
り
は
あ
る
も
の
の
、
憶
良
の
主
旨
に
沿
う
形
で
無
難
に
解
釈

さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、『

風
土
記』

に
関
し
て
は
専
門
分
野
が
違
う
せ
い
か
、
か
な
り
大
き
な
そ
し
て
決
定
的
な
誤
り
が
あ
っ
た
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

『

伊
呂
波
字
類
抄』

は
、
橘
忠
兼
に
よ
り
天
養
〜
治
承

(

一
一
四
四
〜
一
一
八
一)

年
間
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中

に

｢

松
浦
明
神｣

に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
さ
よ
姫
と
は
直
接
関
係
を
持
た
な
い
が
、
後
述
の

『

和
歌
色
葉』

(

一
一
九
八
年
成
立)

で
は
姫
を
こ
の
神
社
に
祀
っ
た
と
す
る
言
及
が
あ
る
た
め
、
予
め
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

松
浦
明
神
マ
ツ
ラ
ノ
ミ
ヤ

坐
肥
前
国

右
近
少
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
広
継
太
宰
少
弐
任
中
慮
外�
罪
観
世
音
寺
読
師
能
鑒
執
筆
筑
前
介
南
渕�
雄
内
以
上
礒
上
興
浪�

�
主
公
而
伝
右
少
弐
広
継
朝
臣
者
孝
徳
天
皇
御
宇
臣
大
織
冠
大
政
大
臣
中
臣
鎌
子
連
鎌
足
卿
殿
戸
之
孫
正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝
臣

宇
合
之
第
一
子
也
以
天
平
十
年
四
月
授
従
五
位
下
拝
式
部
少
輔
兼
大
養
徳
守
同
年
十
二
月
為
少
弐
花
洛
鎮
西
朝
夕
往
反

松浦さよ姫の基礎的研究��
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�
内
容
は
藤
原
広
嗣
の
式
家
の
長
男
と
し
て
の
系
譜
の
由
緒
正
し
さ
、
五
異
七
能
と
称
さ
れ
る
異
能
ぶ
り
の
表
明
に
終
止
し
、
七
四
〇

年
に
任
地
の
九
州
で

｢

広
嗣
の
乱｣

を
起
こ
し
て
処
刑
さ
れ
た
事
、
ま
た
彼
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に

｢

松
浦
明
神｣

に
祀
っ
た
事
柄

な
ど
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
広
嗣
側
ま
た
松
浦
明
神
側
の
視
点
に
立
っ
た
記
述
と
言
え
よ
う
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
神
社
は
現

在

｢

鏡
神
社｣

と
称
さ
れ
、
境
内
に
一
の
宮

(

祭
神
神
功
皇
后)

と
二
の
宮

(

祭
神
藤
原
広
嗣)

が
鎮
座
す
る
。
こ
の
一
の
宮
の
祭
神

は
、
今
で
こ
そ

｢

神
功
皇
后｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、『

肥
前
国
風
土
記』

所
載
の
伝
承
や
、
そ
の
後
の
文
献
史
料
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

元
は
松
浦
さ
よ
姫
で
あ
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
事
実
、
鏡
神
社
に
神
功
皇
后
を
祀
っ
た
と
明
言
す
る
史
料
は
、
後
述
す
る
が
一

三
六
七
年
成
立
の

『
河
海
抄』

ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
史
料
は

『

豊
前
国
風
土
記』

の
内
容
を
意
図
的
に

『

肥
前

国
風
土
記』

の
記
述
と
し
て
す
り
替
え
た
も
の
で
あ
り
、
信
用
で
き
な
い
。
こ
の
間
、
少
な
く
と
も
五
史
料
中
に
さ
よ
姫
が
松
浦
明
神

(

鏡
宮)

の
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
、
一
の
宮
の
祭
神
は
元
来
神
功
皇

后
で
は
な
く
、
松
浦
さ
よ
姫
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『

袖
中
抄』

は
、
文
治
元

(

一
一
八
五)
年
〜
三

(

一
一
八
七)

年
頃
に
顕
昭
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
歌
学
書
で
あ
る
。
当
時
の
最
も

詳
細
な
歌
語
の
研
究
書
で
あ
り
、
学
術
的
評
価
も
か
な
り
高
い
。
前
述
の

『

和
歌
童
蒙
抄』

よ
り
も
約
二
〇
年
程
時
代
は
降
る
が
、
平

安
末
期
と
い
う
括
り
で
は
ほ
ぼ
同
一
の
枠
の
中
に
納
ま
る
。
こ
の
中
に

｢

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
ひ
れ
ふ
り
の
み
ね｣

と
い
う
見
出
し
で
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

と
を
つ
ひ
と

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め

つ
ま
こ
ひ
に

ひ
れ
ふ
り
し
よ
り

お
へ
る
や
ま
の
な

顕
昭
云
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
は
、
大
伴
佐
提
比
古
良
か
妻
な
り
。
お
と
こ
、
お
ほ
や
け
の
お
ほ
ん
使
と
し
て
、
舟
に
の
り
て
も
ろ
こ

し
へ
わ
た
る
と
き
、
た
か
き
山
に
の
ほ
り
て
、
ひ
れ
を
ぬ
き
て
、
こ
れ
を
ま
ね
く
。
そ
れ
よ
り
こ
の
山
を
ひ
れ
ふ
り
の
み
ね
と

い
ふ
。
此
歌
は
、
そ
の
と
き
に
よ
め
り
。(

略)

私
考
帝
皇
系
図
云
欽
明
天
皇
廿
三
年
壬
午
八
月
遣
下

伐
二

新
羅
一

大
使
上

大
伴
狭
手

彦
連
領
二

数
十
万
兵
一

十
一
月
新
羅
貢
調
云
々
又
考
肥
前
国
風
土
記
云
昔
武
小
広
国
押
楯
天
皇
之
世
大
伴
狭
手
彦
連
渡
二

百
済
一

之
時

到
二

此
村
一

云
々
又
考
遣
唐
使
大
伴
宿�
佐
手
麿
記
云
天
平
勝
宝
元
年
四
月
二
日
進
発
同
二
年
九
月
廿
四
日
帰
二

着
紀
伊
国
一

云
々
今

近 藤 直 也 ��

三
二

甚
多
今
挙
五
異
七
能
而
巳
設
雖
龍�
龍

駒
朝
夕
往
反
身
力
豈
堪
乎
仍
異
常
人
也

���������



案
万
葉
所
レ

載
大
伴
佐
提
比
古
大
伴
佐
手
麿
同
異
如
何
。
さ
て
ひ
こ
は
天
平
二
年
以
前
な
り
。
さ
て
丸
は
天
平
勝
宝
元
年
也
。
帝

皇
系
図
に
は
、
欽
明
御
宇
遣
二

新
羅
一

。
肥
前
風
土
記
に
は
宣
化
御
宇
渡
二

百
済
一

。
さ
て
ま
ろ
は
遣
唐
使
云
々
。
童
蒙
抄
云
肥
前
国

風
土
記
曰
昔
武
小
広
国
押
楯
天
皇
之
世
大
伴
狭
手
彦
連
任
那
国
を
し
つ
め
、
か
ね
て
百
済
の
国
を
す
く
は
む
か
た
め
に
、
み
こ
と

の
り
を
う
け
給
り
て
、
此
村
に
い
た
り
ぬ
。
す
な
は
ち
、
篠
原
村
弟
日
姫
子
を
娉
し
つ
。
其
形
人
に
勝
た
り
。
別
去
日
、
鏡
を
と

り
て
婦
に
あ
た
ふ
。
婦
わ
か
れ
の
か
な
し
ひ
を
い
た
き
て
、
く
り
か
は
を
わ
た
り
、
あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
の
か
か
み
を
た
い
て
、

か
は
に
し
つ
み
ぬ
。
こ
こ
を
か
か
見
の
わ
た
り
と
い
ふ
。
狭
彦
、
ふ
ね
を
い
た
し
て
さ
る
と
き
、
弟
日
姫
子
こ
こ
に
の
ほ
り
て
、

そ
て
を
も
ち
て
ふ
り
ま
ね
く
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
そ
て
ふ
る
み
ね
と
い
ふ
云
々
。
此
狭
手
彦
連
こ
と
、
す
こ
し
か
れ
こ
れ
た
か
ひ
た

り
。�(
句
読
点
近
藤)

顕
昭
は
、｢

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
ひ
れ
ふ
り
の
み
ね｣

と
見
出
し
を
付
け
て
い
る
が
、｢

さ
よ
ひ
め｣

の
下
に
敢
え
て
割
書

わ
り
が
き

で

｢

ひ
れ
ふ
り
の

み
ね｣

を
入
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
憶
良
が
歌
を
詠
ん
で
か
ら
既
に
四
五
五
年
経
過
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
よ
姫
と

｢

褶ひ
れ

振ふ

り｣

は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
そ
う
言
え
ば
、『

万
葉
集』

中
の
憶
良
詠
の
六
首
と
三
島
王
詠
一

首
の
計
七
首
に
は
、
総
て

｢

領
巾
振
り｣
と

｢

松
浦
佐
用
姫｣

が
必
ず
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。
憶
良
の
あ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

着
実
に
眼
に
見
え
る
形
で
四
五
五
年
後
も
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
裏
メ
ッ
セ
ー
ジ

(

蛇
男
と
契
り
水
死
す
る
事
の
無

視
あ
る
い
は
削
除)

も
、
怠
り
無
く
継
承
さ
れ
て
い
た
点
に
大
い
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

｢

私
考｣

と
は
顕
昭
の
考
え
を
意
味
す
る
が
、｢

帝
皇
系
図
云｣

と
し
て
五
六
二
年
八
月
に
新
羅
を
伐
つ
大
使
と
し
て
狭
手
彦
を
派
遣

し
た
と
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の

『

帝
皇
系
図』

は
現
存
せ
ず
、
僅
か
に
略
述
し
た
写
本
が

『

釈
日
本
紀』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。『

釈
日
本
紀』

所
引
の
欽
明
天
皇
の
項
に
は
、
単
に
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
顕
昭
引
用
の
文
章
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
。

こ
の
他
、
顕
昭
は

｢

遣
唐
使
大
伴
宿�
佐
手
麿
記
云｣

と
し
て
、
佐
手
麿
が
天
平
勝
宝
元

(

七
四
九)

年
四
月
二
日
に
船
出
し
て
、

翌
年
九
月
二
四
日
に
紀
伊
国
に
帰
着
し
た
事
を
記
し
、
狭
手
彦
と
佐
手
麿
の
異
同
を
考
察
し
て
い
る
。『

佐
手
麿
記』

な
る
書
物
が
現

存
し
な
い
た
め
何
と
も
言
え
な
い
が
、
平
安
末
当
時
、
顕
昭
は
確
か
に
実
見
し
て
い
る
。
顕
昭
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
五
六
二
年
の
狭

松浦さよ姫の基礎的研究��
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手
彦
と
七
四
九
年
の
佐
手
麿
と
で
は
、
年
代
の
上
で
一
八
七
年
も
の
差
が
あ
る
。
氏う
じ

は
同
じ
大
伴
で
あ
り
、
名
も

｢

狭
手
彦｣

｢

佐
手

麿｣

と
よ
く
似
て
は
い
る
が
、
時
代
が
決
定
的
に
違
う
た
め
、
同
一
人
物
と
は
言
え
な
い
。

さ
て
、
顕
昭
は

｢

童
蒙
抄
云｣

と
し
て
、『

袖
中
抄』

よ
り
も
二
〇
年
余
り
前
の
先
学
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。
顕
昭
の
引
用
文
と
、

先
述
の

『

童
蒙
抄』

の
本
文
と
は
、
細
か
な
部
分
で
違
う
所
が
多
い
。
概
略
的
に
述
べ
れ
ば
、
細
か
な
誤
写
が
多
く
改
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば

｢�
↓
楯｣

｢

第
四
姫
子
↓
弟
日
姫
子｣

｢�
↓
娉｣

で
あ
る
。
顕
昭
が
引
用
す
る
際
、
明
ら
か
に
誤
字
と
思
え
る
も
の
を
自
分

で
書
き
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
範
兼
自
身
は
正
確
に
書
い
て
い
た
の
だ
が
、
後
世
の
写
本
の
段
階
で
数
多

く
の
誤
写
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、｢

あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
の
か
か
み
を
た
い
て
か
は
に
し
つ
み
ぬ｣

と
か

｢

そ
て
を
も
ち
て
ふ
り
ま
ね
く
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
そ
て
ふ
る

み
ね
と
い
ふ｣

と
い
う
二
つ
の
決
定
的
な
誤
釈
は
、
手
を
加
え
ず
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
特
に
、｢

ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め｣

の
冒
頭

部
分
の

｢

顕
昭
云｣

で
は
自
ら

｢
た
か
き
山
に
の
ほ
り
て
ひ
れ
を
ぬ
き
て
こ
れ
を
ま
ね
く
。
そ
れ
よ
り
こ
の
山
を
ひ
れ(

傍
点
近
藤)

ふ
り
の
み
ね

・
・

・
・

と
い
ふ｣

と
述
べ
て
お
り
、｢

袖｣
で
は
な
く

｢

褶｣

で
あ
る
事
を
明
言
し
て
い
る
。
顕
昭
自
身
、
二
〇
年
余
り
前
に
書
い
た
範
兼
の

文
言
が
誤
っ
て
い
る
事
は
十
分
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
敢
え
て
無
修
正
で
転
載
し
て
い
た
。
恐
ら
く
、
鏡
を
抱
い
て
入

水
し
た
件
も
、
誤
り
を
承
知
の
上
で
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『

千
載
和
歌
集』

は
、
文
治
三

(

一
一
八
七)
年
の
序
を
持
つ
平
安
朝
七
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
藤
原
俊
成
が
撰
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
中
に
、
松
浦
佐
用
姫
を
詠
ん
だ
歌
が
一
首
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

堀
川
院
御
時
百
首
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
恋
の
心
を
よ
め
る

藤
原
基
俊

847
木
の
間
よ
り

ひ
れ
振
る
袖
を

よ
そ
に
見
て

い
か
が
は
す
べ
き

松
浦
佐
用
姫�

校
注
者
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
歌
意
は

｢

松
浦
佐
用
姫
が
別
れ
を
悲
し
み
、
木
の
間
か
ら
領ひ

巾れ

を
振
る
袖
を
遠
く
か
ら
望
ん
で
、
私
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か｣ �
と
い
う
。
恋
歌
で
あ
る
が
、
基
俊
は
自
ら
を
狭
手
彦
に
仮
託
ま
た
は
そ
ち
ら
側
に
軸
足
を
置
い
て

詠
じ
て
い
る
。
従
来
の
万
葉
歌
は
、
さ
よ
姫
側
に
立
っ
て
、
ま
た
は
さ
よ
姫
自
身
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、

狭
手
彦
側
か
ら
の
詠
歌
は
逆
に
新
鮮
で
あ
る
。｢

よ
そ
に
見
て｣

と
か

｢

い
か
が
は
す
べ
き｣

な
ど
の
句
か
ら
、
恋
に
対
す
る
男
側
の
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視
点
が
透
け
て
見
え
る
。
憶
良
の
最
初
の
さ
よ
姫
詠
か
ら
約
四
六
〇
年
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
さ
よ
姫
は
褶ひ

れ

を
振
っ
て

い
た
。｢

言
ひ
継
げ｣

と
か

｢

万
代
に
語
り
継
げ｣

と
絶
叫
調
で
詠
ん
だ
憶
良
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
色
褪あ

せ
る
こ
と
な
く
四
六
〇
年
後

の
藤
原
基
俊
に
も
着
実
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
歌
の
持
つ
力
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

[

註]

�
秋
本
吉
郎
校
注

『

風
土
記

日
本
古
典
文
学
大
系
二』

所
収

『

肥
前
国
風
土
記』

｢

松
浦
郡｣

の
条
、
昭
和
三
三

(

一
九
五
八)

年
四
月
刊
、

三
九
五
頁
。

��
に
同
じ
。

�
青
木
和
夫
他
三
名
校
注

『

古
事
記

日
本
思
想
大
系
一』

所
収
、『

古
事
記

中
巻

(

仲
哀)』

昭
和
五
七

(

一
九
八
二)

年
二
月
刊
、
二
〇

一
頁
。

�
坂
本
太
郎
他
三
名
校
注

『
日
本
書
紀

上

日
本
古
典
文
学
大
系
六
七』

所
収

『

神
功
皇
后
摂
政
前
紀

(

仲
哀
天
皇
九
年
四
月)』

の
条
、

昭
和
四
二

(

一
九
六
七)

年
三
月
刊
、
三
三
二
〜
三
三
四
頁
。

��
に
同
じ
、
三
九
五
〜
三
九
七
頁
。

��
に
同
じ
、
三
九
五
頁
。

�
坂
本
太
郎
他
三
名
校
注

『

日
本
書
紀

下

日
本
古
典
文
学
大
系
六
八』

所
収

『

日
本
書
紀
巻
第
一
八』

昭
和
四
〇

(

一
九
六
五)

年
七
月

刊
、
五
九
頁
。

��
に
同
じ
、
三
九
七
頁
。

������������������������������������������������
��

に
同
じ
。

��
に
同
じ
、
四
八
二
頁
。

��
に
同
じ
、
四
九
〇
〜
四
九
二
頁
。

��
に
同
じ
、
四
九
五
頁
。

��

に
同
じ
。

�

大
濱
嚴
比
古
稿

｢

巻
五
に
つ
い
て
考
え
る

旅
人
か
、
憶
良
か

｣

澤
瀉
博
士
喜
壽
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『

萬
葉
学
論
集』

所
収
、

松浦さよ姫の基礎的研究��
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一
九
六
六
年
刊
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
。

�
山
本
利
達
校
注

『

紫
式
部
日
記
・
紫
式
部
集』

新
潮
日
本
古
典
集
成
所
収
、
一
九
八
〇
年
刊
、
一
二
一
〜
一
二
二
頁
。

��
に
同
じ
、
一
二
一
頁
頭
注
。

��
に
同
じ
、
一
二
二
頁
頭
注
。

�
阿
部
秋
生
他
二
名
校
注
・
訳

『

源
氏
物
語
三』

日
本
古
典
文
学
全
集
一
四
所
収
、
一
九
七
二
年
刊
、
九
一
頁
。

��
に
同
じ
、
脚
注
。

��
に
同
じ
、
八
七
頁
。

��
に
同
じ
、
頭
注
。

�
⑲
に
同
じ
、
九
七
頁
。

��
に
同
じ
、
頭
注
。

�
藤
原
仲
実
著

『

綺
語
抄』

嘉
承
二

(

一
一
〇
七)

年
〜
永
久
四

(

一
一
一
六)

年
の
間
に
成
立
。
室
松
岩
雄
編

『

歌
学
文
庫

二』

所
収
、

明
治
四
四
年
五
月
刊
、
三
二
〜
三
三
頁
。

�
藤
原
清
輔
著

『

奥
義
抄』
保
延
元
(

一
一
三
五)

年
〜
天
養
元

(

一
一
四
四)

年
成
立
。
室
松
岩
雄
編

『

歌
学
文
庫

一』

所
収
、
明
治
四

三
年
九
月
刊
、
六
〇
頁
。

�
藤
原
清
輔
著

『

袋
草
紙』

保
元
三

(
一
一
五
八)

年
頃
成
立
。
藤
岡
忠
美
校
注

『

袋
草
紙

新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
九』

所
収
、
平
成
七

(

一
九
九
五)

年
一
〇
月
刊
、
二
八
八
頁
。

�
藤
原
範
兼
著

『

和
歌
童
蒙
抄』

『

国
文
註
釈
全
書
第
一
九
巻』

所
収
、
明
治
四
〇

(

一
九
〇
七)

年
国
学
院
大
学
刊
、
二
九
〜
三
〇
頁
。

�
橘
忠
兼
編

『

伊
呂
波
字
類
抄』

天
養

(

一
一
四
四
〜
一
一
四
五)

〜
治
承

(

一
一
七
七
〜
一
一
八
一)

年
間
成
立
。
百
八
丁
裏
。
平
安
末
期

の
国
語
を
頭
音
に
よ
り

｢

い
ろ
は｣

別
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
天
像
よ
り
名
字
に
至
る
二
一
部
門
に
分
け
て
、
表
記
す
べ
き
漢
字
と
そ
の

用
法
を
記
し
て
い
る
。
鎌
倉
初
期
に
こ
れ
を
増
補
し
た
一
〇
巻
本
が
本
書
で
あ
る
。

�
顕
昭
著

『

袖
中
抄』

第
八
、
文
治
元

(

一
一
八
五)

〜
文
治
三

(
一
一
八
七)

年
頃
成
立
。
室
松
岩
雄
編

『

歌
学
文
庫

第
一
巻』

所
収
、

明
治
四
三

(

一
九
一
〇)

年
九
月
刊
、
九
八
〜
九
九
頁
。

�
藤
原
俊
成
撰

『

千
載
和
歌
集』

巻
一
四
、
恋
歌
四
、
片
野
達
郎
他
一
名
校
注

『

千
載
和
歌
集

新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
〇』

所
収
、
一
九

九
三
年
四
月
刊
、
二
五
五
頁
。

��

に
同
じ
。
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