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『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」の
巻
か
ら「
真
木
柱
」の
巻
に
至
る
所
謂〈
玉

鬘
十
帖
〉は
、
光
源
氏
が
み
ず
か
ら
の「
娘
」と
し
て
処
遇
す
る
玉
鬘
を

中
心
に
六
条
院
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉を
本
旨

と
し
て
い
る
。
並
み
居
る
貴
公
子
た
ち
の
奪
い
合
い
を
制
し
、
最
終
的

に
玉
鬘
を
手
中
に
収
め
た
の
は
鬚
黒
大
将
で
あ
っ
た
。〈
玉
鬘
十
帖
〉の

掉
尾
を
飾
る「
真
木
柱
」の
巻
に
は
、
鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
目
を
盗

ん
で
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連
れ
去
る〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉が
描
か
れ

て
い
る
。

複
数
の
貴
公
子
に
よ
る
求
婚
譚
は『
竹
取
物
語
』や『
宇
津
保
物
語
』

に
す
で
に
先
蹤
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』は
そ
れ
ら
を
摂
取
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
女
主
人
公
が
夫
と
な
っ
た
男
主
人
公
に
よ
っ
て
奪
い
去

ら
れ
る
と
い
う〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉は
、
そ
れ
ら
と
は
明
ら
か
に

異
質
な
展
開
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
鬚
黒
大
将

に
よ
る〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉は『
源
氏
物
語
』の
創
作
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
何
か
別
の
作
品
が
踏
ま

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』の
根
底
に
は〈
日
本
神
話
〉が
深

く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』は〈
日
本
神
話
〉を
源
泉
と
し
て
創
作
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
（
１
）。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く

な
ら
ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る〈
玉
鬘
十
帖
〉の
結
末
に
も
、
そ
の
根

底
に〈
日
本
神
話
〉が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な

い
か
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
十
帖
〉の
中
か
ら
玉
鬘
と

鬚
黒
大
将
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
玉
鬘
が『
古
事
記
』神

話
に
お
け
る
須す

せ

り

び

め

勢
理
毘
売
、
鬚
黒
大
将
が
大お

お
く
に国

主ぬ
し
の
か
み

神
を
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ

ル
と
し
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉が
、
大
国
主
神
に

よ
る〈
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

逃
走
の
神
話
〉を
源
泉
と
し
て
創
作
さ
れ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一　

求
婚
譚
の
系
譜

『
源
氏
物
語
』に
お
け
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉が
、
先
行
の『
竹
取
物
語
』

や『
宇
津
保
物
語
』を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、『
竹
取
』に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
を
め
ぐ
る
五
人
の
貴
公
子

た
ち
が
競
い
合
う
さ
ま
は
、『
源
氏
物
語
』の
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
恋
の

さ
や
あ
て
を
演
じ
る
貴
公
子
た
ち
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

（ 1 ）
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よ
う
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』「
藤
袴
」の
巻
の
巻
末
に
お
い
て
、
数
あ
る

求
婚
者
た
ち
の
う
ち
蛍
宮
だ
け
が
唯
一
玉
鬘
か
ら
手
紙
を
受
け
取
り
、

「
露
ば
か
り
な
れ
ど
い
と
う
れ
し
」（「
藤
袴
」
の
巻
、
三
四
五
頁
）（
２
）

と
感
激
し
て
い
る
の
は
、『
竹
取
』に
お
け
る
五
人
の
貴
公
子
の
う
ち

石い
そ
の
か
み
の

上
麿ま

ろ

足た
り

だ
け
が
唯
一
か
ぐ
や
姫
か
ら
手
紙
を
受
け
取
り
、「
す
こ

し
う
れ
し
」（『
竹
取
物
語
』、
五
六
頁
）（
３
）
と
い
う
心
境
に
な
る
場
面

を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
宇
津
保
』に
お
い
て
も
、
貴あ

て

宮み
や

を
め
ぐ
っ
て
大
勢
の
求
婚
者

た
ち
が
登
場
し
、
求
愛
を
繰
り
広
げ
る
さ
ま
は
、
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
大

勢
の
求
婚
者
た
ち
が
相
争
う
さ
ま
に
相
当
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
玉
鬘
が
尚

な
い
し
の
か
み

侍
と
な
っ
て
宮
仕
え
す
る
運
び
と
な
っ
て
い
っ
た
の

も
、『
宇
津
保
』の
貴
宮
が
尚
侍
に
な
っ
た
こ
と
を
擬
え
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
は
、『
源
氏
物
語
』「
蛍
」の
巻
で
、
玉
鬘

の
寝
姿
を
蛍
の
光
を
投
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
覗
き
見
よ
う
と
す
る
場

面
は
、『
宇
津
保
』「
内な

い

侍し

の
か
み
」（
別
名「
初は

つ
あ
き秋

」）の
巻
で
、
蛍
火
を

用
い
て
娘
の
美
し
い
姿
態
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
場
面
を
踏
ま
え
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』に
お
け
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉は
、『
竹
取
』

や『
宇
津
保
』の〈
求
婚
譚
〉を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
勿
論
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉は
、『
竹
取
』や『
宇
津
保
』の〈
求

婚
譚
〉を
た
だ
単
に
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
の
結

末
に
関
し
て
は
そ
の
間
に
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
竹
取
』の
か
ぐ
や
姫
は
、
五
人
の
貴
公
子
の
い
ず
れ
の
求
愛
を
も
受

け
入
れ
ず
、
さ
ら
に
は
帝
か
ら
の
所
望
を
も
拒
絶
し
て
、
結
局
月
へ
と

帰
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、『
宇
津
保
』の
貴
宮
は
、
並
み
居
る
懸
想
人
た

ち
の
中
か
ら
皇
太
子
と
の
縁
組
を
選
び
取
り
、
東
宮
入
内
に
よ
っ
て
長

く
続
い
た〈
貴
宮
求
婚
譚
〉を
終
結
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て『
源
氏

物
語
』で
は
、
尚
侍
出
仕
へ
と
事
が
運
ぶ
さ
な
か
、
玉
鬘
は
多
く
の
懸

想
人
た
ち
の
な
か
か
ら
、
冷
泉
帝
で
も
な
く
、
蛍
宮
で
も
な
く
、
結
局

こ
れ
ま
で
ま
る
で
好
感
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
鬚
黒
大
将
と
結
ば
れ
る

と
い
う
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
末
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
に
俊

し
ゆ
ん

成ぜ
い

卿き
よ
う
の
む
す
め

女
が
書
い
た
と
さ
れ

る『
無む

名み
よ
う

草ぞ
う

子し

』に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

玉
鬘
の
姫
君
こ
そ
、
好
も
し
き
人
と
聞
こ
え
つ
べ
け
れ
。
み
め
、

容か
た
ち貌

を
は
じ
め
、
人
ざ
ま
、
心
ば
へ
な
ど
、
い
と
思
ふ
や
う
に
よ

き
人
に
て
お
は
す
る
上
に
、
世
に
と
り
て
と
り
ど
り
に
お
は
す
る

大お
と
ど臣

た
ち
二ふ

た

人り

な
が
ら
左
右
の
親
に
て
、
い
づ
れ
も
お
ろ
か
な
ら

ず
数か

ず

ま
へ
ら
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
そ
の
身
に

て
は
、
た
だ
尚

な
い
し
の
か
み

侍
に
て
冷れ

い
ぜ
い
ゐ
ん

泉
院
な
ど
に
お
ぼ
し
と
き
め
か
さ
れ
、

さ
ら
ず
は
、
年
ご
ろ
心
深
く
お
ぼ
し
入
り
た
る
兵

ひ
や
う

部ぶ

卿き
や
う
の
み
や

宮
の
北

の
方
な
ど
に
て
も
あ
ら
ば
よ
か
り
ぬ
べ
き
を
、
い
と
心
づ
き
な
き

鬚
黒
の
大
将
の
北
の
方
に
な
り
て
、
…
…
い
と
い
ぶ
せ
く
心
や
ま

し
き
。

（『
無
名
草
子
』、
一
九
四
頁
）（
４
）

〔
現
代
語
訳
〕玉
鬘
の
姫
君
こ
そ
、
好
感
の
も
て
る
女
性
と
申
し
あ
げ

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
外
見
、
顔
だ
ち
を
は
じ
め
、
人
柄
、
気
だ
て
な
ど
、

た
い
そ
う
理
想
的
で
申
し
分
の
な
い
女
性
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
上
に
、
世

間
で
そ
れ
ぞ
れ
に
高
い
評
価
を
得
て
お
ら
れ
る
大
臣
た
ち
が
二
人
と
も

養
父
や
実
父
で
、
ど
ち
ら
も
並
々
で
な
く
大
事
に
扱
わ
れ
た
様
子
は
、

た
い
そ
う
好
ま
し
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
身
と
し
て
は
、
た
だ
尚
侍

と
し
て
冷
泉
院
な
ど
に
ご
寵
愛
を
受
け
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
何
年
も
真

剣
に
思
い
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
兵
部
卿
宮
の
奥
方
な
ど
に
で
も
な
っ

て
い
た
ら
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
、
本
当
に
気
に
く
わ
な
い
鬚
黒
の
大

将
の
奥
方
に
な
っ
て
、
…
…
た
い
そ
う
憂
う
つ
で
不
快
な
の
で
す
。

（ 2 ）
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
玉
鬘
は
外
見
、
人
柄
な
ど
理
想
的
で
申
し
分
の
な

い
女
性
で
は
あ
る
も
の
の
、
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
わ
け
で
も
な

く
、
長
年
真
剣
に
思
い
を
か
け
て
く
れ
た
蛍
宮
と
結
ば
れ
る
わ
け
で
も

な
く
、
結
局
気
に
く
わ
な
い
鬚
黒
大
将
と
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
、憂
鬱
で
不
快
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。『
無
名
草
子
』は
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る「
心
や
ま
し
き
こ
と
」す
な
わ
ち
不
愉
快
な
こ
と
の
例
と
し

て「
玉
鬘
の
君
の
、
鬚
黒
の
大
将
の
北
の
方
に
な
り
た
る
こ
と
。」（『
無

名
草
子
』、
二
一
八
頁
）を
掲
げ
て
い
る
ほ
ど
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
手
に
落

ち
た
と
い
う
結
末
に
た
だ
た
だ
不
快
で
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉の
結
末
を
高
く
評
価
す
る
見
解
も

見
ら
れ
る
。

玉
鬘
が
御
所
参
入
の
期
が
迫
り
、
競
争
者
達
の
運
動
が
急
を
告
ぐ

る
時
機
を
利
用
し
て
、
理
外
の
理
と
も
、
自
然
の
悪
戯
と
も
い
ふ

べ
き
意
外
の
結
果
を
ば
見
せ
た
の
で
あ
ら
う
。（
中
略
）処
女
美
を

守
つ
て
靡
か
ぬ『
竹
取
』も
、
理
想
的
の
順
理
で
面
白
い
。
最
高
貴

に
靡
く『
宇
津
保
』も
、
自
然
的
の
順
理
で
ま
た
面
白
い
。
し
か
し

な
が
ら
一
た
び
試
み
ら
れ
た
計
画
が
襲
踏
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
我

れ
は
両
方
を
取
つ
て
、
之
れ
を
踏
ま
へ
つ
ゝ
、
当
の
女
も
、
男
も
、

世
間
も
全
く
予
想
し
得
な
か
つ
た「
愛
せ
ざ
る
者
相
契
る
」と
い

ふ
、
自
然
が
稀
に
見
せ
る
皮
肉
を
見
せ
て
、
読
者
を
驚
か
す
で
あ

ら
う
。（
中
略
）『
源
氏
』の
作
者
が
対
玉
鬘
の
妻
争
ひ
に
於
い
て
、

前
代
未
聞
の
不
思
議
な
筋
立
と
描
法
と
を
試
み
た
の
は
、
恐
ら
く

か
や
う
な
創
作
心
理
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
彼
女
は
用
語
に
於
い

て
、
句
法
に
於
い
て
、
事
例
に
於
い
て
、
筋
立
に
於
い
て
、
趣
意
精

神
に
於
い
て
、
傍
若
無
人
に
広
く
前
代
の
文
学
を
借
用
し
た
、
同

時
に
周
到
な
る
注
意
と
、
精
微
な
る
加
工
と
、
強
烈
な
る
燃
焼
力

と
に
よ
つ
て
、
同
じ
資
料
を
見
違
へ
る
ば
か
り
に
向
上
さ
せ
、
或

は
別
殊
の
魂
を
吹
き
込
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
超
越
し
た
新
存
在
を

現
じ
さ
せ
た
。（
中
略
）『
源
氏
物
語
』の
前
代
文
学
摂
取
の
力
倆

は
、
か
く
の
如
く
超
越
的
に
偉
大
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。

（
五
十
嵐
力『
平
安
朝
文
学
史
』下
巻
）（
５
）

玉
鬘
か
ら
真
木
柱
に
至
る
十
帖
は
、
従
来
の
巻
々
と
は
異
り
、
そ

れ
自
体
独
立
し
た
纏
り
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
は
登
場
人
物
も

減
少
し
、
中
篇
小
説
的
統
一
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
主
題

が
別
の
所
に
存
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女

主
人
公
玉
鬘
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
囲
る
幾
多
の
男
性
を
登
場

せ
し
め
、
玉
鬘
が
誰
の
手
に
帰
す
る
か
に
興
味
の
中
心
が
置
か
れ

て
ゐ
る
。
し
か
も
、
嘗
つ
て
侮
蔑
の
眼
を
以
て
眺
め
た
髭
黒
大
将

の
掌
中
に
帰
す
る
と
い
ふ
意
外
な
結
末
に
よ
つ
て
、
読
者
を
煙
に

ま
い
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
竹
取
・
宇
津
保
と
つ
づ
い
て
き
た
求
婚
説

話
に
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
作
者
の
野
心
的
意
図
と
、
長
篇
作
家

と
し
て
の
技
倆
を
窺
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

（
池
田
龜
鑑
校
註『
源
氏
物
語
』一〈
日
本
古
典
全
書
〉、「
解
説
」）（
６
）

妻
争
い
は
、
上
代
の
神
話
伝
説
以
来
か
わ
る
こ
と
な
く
文
学
の
主

題
と
な
っ
て
い
る
が
、『
源
氏
物
語
』以
前
に
こ
れ
を
主
要
な
興
味

と
し
た
も
の
は『
竹
取
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』の
二
つ
で
あ
る
。

（
中
略
）『
源
氏
物
語
』に
描
か
れ
た
妻
争
い
は
、
夕
顔
の
遺
児
玉

鬘
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
、「
玉
鬘
」か
ら「
真
木
柱
」ま
で
の
十
帖
に

わ
た
る
。
玉
鬘
は
、
は
じ
め
冷
泉
帝
以
下
多
く
の
求
婚
者
の
誰
に

も
靡
こ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
後
、
源
氏
の
尽
力
に
よ
り
尚
侍
と

し
て
帝
に
侍
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
入
内
の
直
前
、
弁

の
お
も
と
の
媒
介
に
よ
り
、
髭
黒
の
大
将
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

（ 3 ）
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う
。
こ
れ
は
か
ぐ
や
姫
が
帝
以
下
六
人
の
求
婚
を
し
り
ぞ
け
て
つ

い
に
昇
天
し
た
理
想
的
順
理
と
、
貴あ

て
み
や宮

が
つ
い
に
東
宮
妃
と
な
っ

た
自
然
的
順
理
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
出
た
意
表

外
の
結
末
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
外
の
理
と
も
言
う
べ
き
人
間
の

運
命
の
皮
肉
を
描
い
て
い
る
点
、
前
二
作
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
も

の
と
言
え
よ
う
。

（
岡
一
男（『
源
氏
物
語
事
典
』）（
７
）

五
十
嵐
氏
は
、
玉
鬘
が
鬚
黒
大
将
の
も
の
に
な
っ
た
結
末
を
、「
理
外
の

理
」「
自
然
の
悪
戯
」と
も
い
う
べ
き「
意
外
の
結
果
」で
あ
る
と
位
置

づ
け
た
上
で
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
が
こ
う
し
た「
前
代
未
聞
の
不
思

議
な
筋
立
」「
超
越
し
た
新
存
在
」を
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前

代
文
学
摂
取
の
超
越
的
で
偉
大
な
力
量
に
あ
っ
た
と
高
く
評
価
さ
れ

た
。
池
田
氏
は
、
玉
鬘
が
か
つ
て
侮
蔑
の
眼
を
も
っ
て
眺
め
た
鬚
黒
の

掌
中
に
帰
す
る
と
い
う「
意
外
な
結
末
」を『
竹
取
』と
も『
宇
津
保
』

と
も
異
な
る
求
婚
説
話
の「
新
し
い
展
開
」と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
作

者
の
野
心
的
意
図
と
、
長
篇
作
家
と
し
て
の
技
倆
」を
示
す
も
の
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
、
岡
氏
は
、〈
玉
鬘
十
帖
〉の
結
末
は
、『
竹

取
』の「
理
想
的
順
理
」と
も
、『
宇
津
保
』の「
自
然
的
順
理
」と
も
異

な
る「
意
表
外
の
結
末
」と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
理
外
の
理
と
も
言
う

べ
き
人
間
の
運
命
の
皮
肉
」を
描
い
て
い
る
点
で『
竹
取
』『
宇
津
保
』

を
遙
か
に
凌
い
で
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉の
結
末
を
め
ぐ
っ

て
は
、
不
快
だ
と
す
る
見
方
が
あ
る
一
方
で
、『
竹
取
』と
も『
宇
津
保
』

と
も
異
な
る
独
創
的
な
結
末
だ
と
し
て
高
く
評
価
す
る
見
方
も
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、こ
う
し
た
評
価
は
褒
め
る
に
し
ろ
貶
す
に
し
ろ
い
ず
れ
に
し
て

も
時
期
尚
早
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
玉
鬘
十
帖
〉の
結
末
は
、

『
竹
取
』『
宇
津
保
』と
比
較
し
た
場
合
、「
意
外
な
結
末
」で
あ
り「
意
表

外
の
結
末
」と
受
け
取
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
こ
の
結
末
を「
前
代
未
聞
の
不
思
議
な
筋
立
」だ
と
か「
理

外
の
理
」と
も
言
う
べ
き「
新
し
い
展
開
」と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
疑

問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
結
末
を「
超
越
し
た

新
存
在
」で
あ
る
と
か
、『
竹
取
』『
宇
津
保
』と
つ
づ
い
て
き
た
求
婚
説

話
に「
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
作
者
の
野
心
的
意
図
」と
高
く
評
価
す

る
論
調
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
に
は
こ
の〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉の
結
末
に
は
何

か
別
の
作
品
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
作
品
こ
そ『
古
事
記
』の
神
話
な
の
で
あ
る
。

二　

源
泉
と
し
て
の
古
事
記
神
話

『
源
氏
物
語
』に
お
け
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉の
結
末
に
は
、〈
日
本
神
話
〉

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』の
主
要
な
筋
書
き
と
人
物
設
定
が

〈
日
本
神
話
〉に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
は
素す

戔さ
の

嗚お
の

尊み
こ
とを

モ
デ
ル
と
し
、
六
条
院
は〈
根

の
国
〉を
根
底
に
お
い
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
六
条
院
も

ま
た
、
素
戔
嗚
尊
が
主
宰
し
た〈
根
の
国
〉を
原
型
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

し
か
し
、
六
条
院
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た「
根
の
国
」に
つ
い
て
、『
日

本
書
紀
』は
ま
っ
た
く
そ
の
実
態
を
記
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、『
日
本

書
紀
』に
は「
根
の
国
」の
具
体
的
な
様
相
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、同
じ
よ
う
に〈
日
本
神
話
〉を
記
し
な
が
ら
も
、

「
根
の
国
」の
様
相
を
如
実
に
教
え
て
く
れ
る
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
が

（ 4 ）
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『
古
事
記
』で
あ
る
。『
古
事
記
』上
巻
に
は「
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

」に
渡
っ
た

須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
との

具
体
的
な
活
動
が
記
さ
れ
、「
根
之
堅
州
国
」で
の
出
来

事
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
無
論
、『
日
本
書
紀
』

に
お
け
る「
根
の
国
」と『
古
事
記
』に
お
け
る「
根
之
堅
州
国
」は
別

物
で
あ
っ
て
、
同
列
に
扱
い
、
通
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
解

も
あ
る
。（
８
）
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
少
な
く
と
も『
源
氏
物
語
』を
間

に
置
く
限
り
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
を
ひ
と
続
き
の
も
の
と
理
解
し
て
も

支
障
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
、『
源
氏
物
語
』に
お
け
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉の
結
末
に
は『
古
事

記
』の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は「
根
の
国
」と「
根
の
堅
州
国
」と
を
一
連
の
も

の
と
捉
え
た
上
で
、『
源
氏
物
語
』の
物
語
と『
古
事
記
』の
神
話
と
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』に
お
け
る〈
玉
鬘
求
婚

譚
〉の
結
末
が『
古
事
記
』の
神
話
を
根
本
的
な
源
泉
と
し
て
創
作
さ
れ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

玉
鬘
を
め
ぐ
る『
源
氏
物
語
』と『
古
事
記
』と
の
共
通
点
を
、
私
は

次
の
十
一
項
目
に
挙
げ
て
み
た
。

①
女
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
親
子
関
係
に
問
題
が
存
す
る
点
。

②
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
武
器
と
関
わ
る
点
。

③
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
特
異
な
容
姿
を
有
す
る
点
。

④
男
主
人
公
に
は
い
ず
れ
に
も
す
で
に
妻
が
あ
り
、
そ
の
妻
が
常
人

と
は
異
な
っ
た
精
神
状
態
に
あ
る
点
。

⑤
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
火
難
に
遭
遇
し
て
い
る
点
。

⑥
男
主
人
公
の
妻
が
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
訣
別
し
て
い
る
点
。

⑦
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
女
主
人
公
を
奪
取
し
て
い
る
点
。

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
い
ず
れ
も
琴
が
登
場
し
て
い
る
点
。

⑨
女
主
人
公
が
い
ず
れ
も
正
妻
と
な
っ
て
い
る
点
。

⑩
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
天
下
を
統
治
し
て
い
る
点
。

⑪
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
短
期
間
で
退
任
し
て
い
る
点
。

以
下
、
そ
の
共
通
点
を
順
次
説
明
し
て
い
こ
う
。

三　

玉
鬘
と
須
勢
理
毘
売

①
女
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
親
子
関
係
に
問
題
が
存
す
る
点
。

『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉に
お
け
る
特
質
の
一
つ
は
、
光
源
氏

が
実
子
で
は
な
い
玉
鬘
を
み
ず
か
ら
の
実
子
と
し
て
処
遇
し
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。
玉
鬘
は
、
実
際
に
は
内
大
臣
す
な
わ
ち
昔
の
頭
中
将
と
夕

顔
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
る
が
、
源
氏
は
そ
の
こ
と
を
世
間
に
も

身
内
に
も
隠
し
て
、
あ
た
か
も
み
ず
か
ら
の
実
子
を
見
つ
け
出
し
た
か

の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
実
の
親
子
だ
と
偽
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

玉
鬘
発
見
の
報
告
に
や
っ
て
来
た
右
近
に
対
し
て
、
源
氏
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
ば
、か
の
人
、こ
の
わ
た
り
に
渡
い
た
て
ま
つ
ら
ん
。（
中
略
）

我
は
か
う
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
お
ぼ
え
ぬ
所
よ
り
尋
ね
出
だ
し
た

る
と
も
言
は
ん
か
し
。
す
き
者
ど
も
の
心
尽
く
さ
す
る
く
さ
は
ひ

に
て
、
い
と
い
た
う
も
て
な
さ
む
。

（『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」の
巻
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕そ
う
い
う
わ
け
な
ら
、
そ
の
人
を
こ
の
邸
に
お
迎
え
申

す
と
し
よ
う
。（
中
略
）わ
た
し
は
こ
う
も
子
供
が
少
な
く
て
寂
し
い
の

だ
か
ら
、
思
い
が
け
な
い
所
か
ら
捜
し
出
し
た
人
だ
と
で
も
言
っ
て
お

こ
う
。
好す

き色
者も

の

た
ち
に
存
分
に
気
を
も
ま
せ
る
種
と
し
て
、
そ
れ
は
た

い
せ
つ
に
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

源
氏
は
、
自
分
に
子
ど
も
が
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
玉
鬘
を
思
い

が
け
な
い
所
か
ら
捜
し
出
し
た
人
だ
と
公
言
し
、
自
分
の
娘
と
し
て
扱

（ 5 ）
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う
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
玉
鬘
は
源
氏
の
隠
し
子
、
す
な
わ
ち
源
氏

の
実
の
娘
と
し
て
六
条
院
入
り
を
果
た
し
、
多
く
の
男
性
た
ち
の
気
を

も
ま
せ
る
種「
心
尽
く
さ
す
る
く
さ
は
ひ
」と
し
て
仕
立
て
挙
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
こ
う
し
た
意
思
は
、
夕
顔
の
死
に
接
し
た
直
後
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
た
。
夕
顔
の
死
後
、
侍
女
で
あ
っ
た
右
近
か
ら
、
夕
顔
が
内

大
臣
に
愛
さ
れ
、
そ
の
間
に
幼
い
女
の
子
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
源
氏
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

「
さ
て
い
づ
こ
に
ぞ
。
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で
我
に
得
さ
せ
よ
。
あ

と
は
か
な
く
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
、
い
と
う
れ
し
か
る
べ
く

な
ん
」と
の
た
ま
ふ
。（『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
」の
巻
、
一
八
六
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
そ
れ
で
、
ど
こ
に
い
る
の
。
誰
に
も
そ
う
と
は
知
ら

せ
な
い
で
、
わ
た
し
の
も
の
に
さ
せ
て
お
く
れ
。
そ
う
な
れ
ば
、
あ
っ

け
な
く
亡
く
な
っ
た
の
が
悲
し
く
て
な
ら
な
い
あ
の
人
を
し
の
ぶ
形
見

と
し
て
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
か
」と
お
っ
し
ゃ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
遺
児
を
引
き
取
り
、
自
分
の
子

と
し
て
育
て
た
い
と
い
う
意
思
は
、
夕
顔
の
死
の
直
後
か
ら
一
貫
し
て

変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
亡
き
人
の
忘
れ
形
見
を

光
源
氏
が
自
分
の
子
と
し
て
育
て
る
と
い
う
筋
書
き
は
、『
源
氏
物
語
』

作
者
の
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
の
設
定
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
さ
ぬ
仲
と
い
う
親
子
の
関
係
は
一
体
ど
こ
か
ら
着
想
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
竹
取
物
語
』の
か

ぐ
や
姫
と
竹
取
翁
と
の
関
係
で
あ
る
。

『
竹
取
』で
は
、
竹
取
翁
が
偶
然
に
も
成
人
前
の
少
女
を
発
見
し
、
そ

の
子
を
自
分
の
子
と
し
て
養
育
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
玉
鬘
と

光
源
氏
と
の
関
係
は
か
ぐ
や
姫
と
竹
取
翁
と
の
関
係
に
酷
似
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
者
が
大
き
く
相

違
し
て
い
る
の
は
、
竹
取
翁
の
場
合
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
自
分
の
子
で

は
な
い
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
明
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
を
宮
仕
え
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
帝
か
ら
の
要
請
に
対
し

て
、
竹
取
翁
は
次
の
よ
う
に
奏
上
し
て
い
る
。

「
仰お

ほ

せ
の
こ
と
の
か
し
こ
さ
に
、
か
の
童わ

ら
はを

参
ら
せ
む
と
て
仕
う

ま
つ
れ
ば
、『
宮み

や
づ
か仕

へ
に
い
だ
し
た
て
ば
死
ぬ
べ
し
』と
申
す
。
み

や
つ
こ
ま
ろ
が
手
に
う
ま
せ
た
る
子
に
て
も
あ
ら
ず
。
昔
、
山
に

て
見
つ
け
た
る
。
か
か
れ
ば
、
心
ば
せ
も
世
に
人
に
似
ず
は
べ
り
」

と
奏そ

う

せ
さ
す
。

（『
竹
取
物
語
』、
六
〇
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
お
言
葉
の
も
っ
た
い
な
さ
に
、
あ
の
娘
を
入
内
さ
せ

よ
う
と
つ
と
め
ま
し
た
と
こ
ろ
、『
も
し
宮
仕
え
に
差
し
出
す
な
ら
ば
、

死
ぬ
つ
も
り
で
す
』と
申
し
ま
す
。
あ
の
子
は
こ
の
造
麿
の
手
に
よ
っ

て
産
ま
せ
た
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
、
昔
、
山
で
見
つ
け
た
子

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
心
の
持
ち
方
も
、
世
間
一
般
の
人
に
は
似
て

も
似
つ
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」と
奏
上
す
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
竹
取
翁
は
、
か
ぐ
や
姫
が
実
の
娘
で
は
な
い
と
い

う
事
実
を
包
み
隠
さ
ず
帝
に
奏
上
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し

た
姿
勢
は
相
手
が
帝
だ
か
ら
特
別
と
い
う
の
で
は
な
く
、
相
手
が
た
と

え
五
人
の
貴
公
子
で
あ
ろ
う
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
を
願
う
五
人
の
貴
公
子
た
ち
は
、
ど
ん
な
悪
天

候
の
時
で
も
休
ま
ず
や
っ
て
来
て
は
、竹
取
翁
に
懇
願
す
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
人
々
、
在あ

る
時
は
、
た
け
と
り
を
呼
び
い
で
て
、「
娘む

す
めを

我
に

賜た

べ
」と
、
伏ふ

し
拝を

が

み
、
手
を
す
り
の
た
ま
へ
ど
、「
お
の
が
生な

さ

（ 6 ）
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ぬ
子
な
れ
ば
、
心
に
も
し
た
が
は
ず
な
む
あ
る
」と
い
ひ
て
、
月つ

き

日ひ

す
ぐ
す
。

（『
竹
取
物
語
』、
二
一
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕こ
の
人
々
は
、
や
っ
て
き
て
は
、
竹
取
翁
を
呼
び
出
し

て
、「
娘
さ
ん
を
私
に
下
さ
い
」と
、
伏
し
拝
み
、
手
を
す
り
あ
わ
せ
て

お
っ
し
ゃ
る
が
、
翁
は
、「
私
が
つ
く
っ
た
子
で
な
い
の
だ
か
ら
、
思
う

と
お
り
に
は
な
ら
な
い
で
お
り
ま
す
」と
言
っ
て
、
そ
の
ま
ま
月
日
を

過
ご
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
懇
願
す
る
五
人
の
貴
公
子
た
ち
に
向
か
っ
て
、
竹

取
翁
は
、
か
ぐ
や
姫
は
自
分
の
娘
で
は
な
い
の
で
思
い
通
り
に
は
な
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
竹
取
翁
は
、
か
ぐ
や

姫
が
自
分
の
娘
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
あ

り
の
ま
ま
に
表
明
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
点
で『
竹
取
』は
、『
源
氏
物
語
』と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』に
お
い
て
は
、
光
源
氏
と
玉
鬘
が
実
の
親
子
で
は
な
い

と
い
う
事
実
は
、
源
氏
の
息
子
た
ち
に
は
勿
論
、
玉
鬘
の
実
父
で
あ
る

内
大
臣
に
さ
え
厳
に
伏
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
源
氏
の
息
子
夕

霧
は
玉
鬘
を
実
の
姉
と
信
じ
て
恋
情
を
思
い
留
ま
り
、
内
大
臣
の
息
子

柏
木
は
、
玉
鬘
を
実
の
姉
と
も
知
ら
ず
に
恋
慕
す
る
仕
儀
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
内
大
臣
は
、玉
鬘
に
対
し
て
、ど
う
せ「
山
が
つ
の
子
」（「
常
夏
」

の
巻
、
二
三
六
頁
）で
も
あ
ろ
う
と
実
の
娘
を
見
下
す
よ
う
な
発
言
さ

え
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
が
光
源
氏
の
娘
で
は
な

く
、
内
大
臣
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
源
氏
み
ず
か
ら
が
明
ら
か
に
し
た
の

は
、
玉
鬘
発
見
の
一
年
半
後
、
玉
鬘
に
裳
着
の
儀
式
を
行
な
っ
た
際
に

お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
時
ま
で
、
源
氏
は
世
間
に
対
し
て
も
、
身
内
に

対
し
て
も
、
玉
鬘
を
思
い
が
け
な
い
所
か
ら
捜
し
出
し
た
自
分
の
娘
だ

と
偽
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で『
源
氏
物
語
』は
、
同
じ

よ
う
に
な
さ
ぬ
仲
と
い
う
間
柄
に
あ
り
な
が
ら
も
、
真
の
親
子
関
係
で

な
い
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
明
言
し
て
い
た『
竹
取
』と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
光
源
氏
と
玉
鬘
に
親
子
関
係

を
偽
る
と
い
う
特
異
な
設
定
を
ほ
ど
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ

こ
に『
古
事
記
』の
神
話
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で

あ
る
。

『
古
事
記
』上
巻「
根
の
堅
州
国
」の
場
面
を
み
て
み
る
と
、
須
勢
理

毘
売
と
い
う
娘
が
登
場
し
、
須
佐
之
男
命
の
娘
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
本
文
に
あ
る
須
勢
理
毘
売
の
名
に
は「
其
の
女む

す
め」（『

古
事
記
』

上
巻
、
八
一
頁
）（
９
）
と
い
う
語
が
冠
さ
れ
、
黄よ

も
つ泉

比ひ

良ら

坂さ
か

に
お
け
る

須
佐
之
男
命
の
祝
福
の
言
葉
の
中
に
も「
我あ

が
女む

す
め」（『

古
事
記
』上
巻
、

八
五
頁
）と
い
う
語
が
あ
っ
て
、
須
勢
理
毘
売
が
須
佐
之
男
の
娘
で
あ

る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
か
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
須
勢
理
毘
売
の
あ
り
方
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
疑
問

が
も
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
須
勢
理
毘
売
は『
日
本
書
紀
』に
は
ま
っ
た
く
登
場
せ

ず
、『
古
事
記
』に
し
か
姿
を
見
せ
な
い
。
し
か
も
、『
古
事
記
』で
の
登

場
も
こ
の
時
が
初
出
で
、
須
勢
理
毘
売
の
名
は
こ
れ
ま
で
に
一
度
も
触

れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
勢
理

毘
売
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
突
然
須
佐
之
男
命
の「
娘
」と
し
て
登
場
し

て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
須
佐
之
男
命
に
須
勢
理
毘
売
と
い
う
妙
齢
の

娘
が
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
古
事
記
』に
は
、
須
佐
之
男
命
が
娶
っ
た
女
性
や
そ
の

間
に
生
ま
れ
た
御
子
た
ち
に
つ
い
て
記
し
た
須
佐
之
男
命
の
系
譜
が
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
須
勢
理
毘
売
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、こ
れ
だ
け
で
な
く
、須
勢
理
毘
売
は
、大
国
主
神
の
正
妻
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
大
国
主
神
の
系
譜
に
当
然
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

（ 7 ）
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が
、
そ
こ
に
も
須
勢
理
毘
売
の
名
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
須
勢
理
毘
売
の
名
は
父
で
あ
る
須
佐
之
男
命
の
系
譜
に

も
、
夫
で
あ
る
大
国
主
神
の
系
譜
に
も
一
切
書
き
記
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

須
勢
理
毘
売
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
少
な
か

ら
ず
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。

須
勢
理
毘
売
に
つ
い
て
は『
古
事
記
』で
は「
嫡
妻
」と
も「
嫡
后
」

と
も
冠
し
て
記
し
て
い
る
。『
新
撰
字
鏡
』に
よ
れ
ば「
嫡
」は「
適
」

に
同
じ
で「
牟
加
比
女
」ま
た
は「
毛
止
豆
女
」と
あ
っ
て
正
妻
の

意
で
、
殊
に「
嫡
后
」
と
表
記
し
た
の
は
、
後
の
皇
后
に
準
じ
て

「
后
」の
字
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
用
字
か
ら
い
っ
て
、

大
国
主
神
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
正
妻
で
あ
っ
た
こ
と
を
含
め

て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が『
古
事
記
』は
、
こ
の
須
勢
理
毘
売

の
説
話
の
す
ぐ
後
に
記
載
す
る
大
国
主
神
と
十
人
の
女
性
と
の
間

に
生
れ
た
系
譜
に
は
須
勢
理
毘
売
の
名
も
、
そ
の
御
子
に
つ
い
て

も
、
何
ら
の
記
載
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ

と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
谷
栄
一『
日
本
神
話
の
基
盤
』）（
10
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、須
勢
理
毘
売
は
大
国
主
神
の「
嫡

む
か
ひ

妻め

」（『
古
事
記
』、

八
五
頁
）と
も「
嫡お

ほ

后き
さ
き」（『

古
事
記
』、
八
九
頁
）と
も
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
正
妻
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
大
国
主
神
の
系
譜
に

も
そ
の
名
は
な
く
、
そ
の
御
子
に
つ
い
て
も
、
何
ら
の
記
載
も
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、『
日
本
神
話
事
典
』は
、

ス
セ
リ
ビ
メ
が
記
で「
嫡
妻
」「
嫡
后
」と
書
か
れ
る
の
も
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
に
と
っ
て
重
要
な
正
妻
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ
る
の
に
、
系
譜
に
そ
の
名
が
み
え
な
い
こ
と
に
疑
問
が
も
た

れ
て
い
る
。（
11
）

と
記
し
、
西
郷
信
綱
氏
は
須
勢
理
毘
売
登
場
の
特
異
性
を
さ
し
て
、「
飛

び
入
り
」（
12
）
と
評
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
体
、『
古
事
記
』の
本
文
に
お
い
て「
其
の
女
」「
我
が
女
」と
繰
り

返
し
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
佐
之
男
の
系
譜
に
も
、

大
国
主
の
系
譜
に
も
一
切
記
載
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
須
勢
理
毘
売
と
い
う
女
性
は
本
当
に
須
佐
之
男
の

娘
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
須
勢
理
毘
売
の
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
三
谷
氏

が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に「
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
」と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』神
話
に
お
け
る
、
真
の
親
子
関
係
に
疑
問
を
呈
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
う
し
た
女
主
人
公
の
あ
り
方
が
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
玉
鬘
の
設
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、『
古
事
記
』の
神
話
を
よ
く
読
ん
だ
上
で
、

『
古
事
記
』に
登
場
す
る
須
勢
理
毘
売
が
、
須
佐
之
男
の「
娘
」と
し
て

立
派
に
処
遇
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
佐
之
男
の
系
譜
に
も

大
国
主
の
系
譜
に
も
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
明
ら

か
な
異
和
感
を
覚
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
素
性
の
明
ら
か
で
な

い
須
勢
理
毘
売
を
須
佐
之
男
の「
娘
」と
し
て
唐
突
に
登
場
さ
せ
る
と

い
う『
古
事
記
』の
神
話
を
踏
ま
え
た
物
語
を
創
作
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
は
な
い
か
。

勿
論
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、
玉
鬘
を
夕
顔
と
の
間
に
生
ま
れ
た

光
源
氏
の
実
子
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
う
し
た
展
開
を
採
ら
ず
に
、
あ
く
ま
で
も
実

子
で
な
い
娘
を
実
子
だ
と
偽
る
と
い
う
設
定
に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
こ

（ 8 ）
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と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、『
古
事
記
』に
登
場
し
て
く
る
須

勢
理
毘
売
の
素
姓
に
看
過
し
が
た
い
問
題
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
こ
こ

で
披
瀝
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
光
源
氏
が
実
子
で
は
な
い
娘
を
み
ず
か
ら
の
実
子
と
し

て
処
遇
す
る
と
い
う
玉
鬘
の
物
語
は
、
親
子
関
係
に
疑
義
が
存
す
る
と

い
う『
古
事
記
』神
話
を
そ
も
そ
も
の
源
泉
と
し
て
着
想
さ
れ
た
設
定

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

鬚
黒
大
将
と
大
国
主
神

―
八
千
矛
神

―

②
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
武
器
と
関
わ
る
点
。

さ
て
、『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉に
お
け
る
玉
鬘
が『
古
事
記
』

に
登
場
す
る
須
勢
理
毘
売
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
玉

鬘
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
鬚
黒
大
将
は
、
一
体
誰
を
モ
デ
ル
と
し

て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

須
勢
理
毘
売
と
結
ば
れ
た
の
は
大お

お
あ
な穴

牟む

遅じ
の

神か
み

、
後
の
大
国
主
神
だ
け

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』に
お
い
て
玉
鬘
と
結
ば
れ
た

鬚
黒
大
将
は
、『
古
事
記
』に
お
け
る
大
国
主
神
を
モ
デ
ル
と
し
て
造
型

さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〈
求
婚
譚
〉と
言
え
ば
、

一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
男
性
が
し
の
ぎ
を
削
る
と
い
っ
た
形

式
が
普
通
だ
が
、『
古
事
記
』に
お
い
て
は
須
勢
理
毘
売
の
相
手
と
な
る

の
は
大
国
主
神
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』の〈
玉

鬘
求
婚
譚
〉は
、
も
と
も
と『
古
事
記
』に
お
け
る
大
国
主
の
求
婚
神
話

を
基
軸
と
し
、
そ
の
上
に
複
数
の
求
婚
者
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
華
や
か
な〈
求
婚
譚
〉と
し
て
仕
立
て
上
げ

ら
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
大
国
主
神
を
モ
デ
ル
と
す
る
鬚
黒
大
将
は『
源
氏
物
語
』の

な
か
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

玉
鬘
の
夫
君
と
な
っ
た
鬚
黒
大
将
の
名
は
す
で
に「
胡
蝶
」の
巻
か

ら
見
え
て
い
る
が
、
玉
鬘
が
鬚
黒
大
将
を
は
じ
め
て
実
際
に
目
に
し
た

の
は「
行
幸
」の
巻
、
冷
泉
帝
の
大
原
野
行
幸
の
お
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
鬚
黒
大
将
は
行
幸
に
つ
き
従
い
、
行
列
に
供
奉
し
て
い
た
。

右う
だ
い
し
や
う

大
将
の
、
さ
ば
か
り
重
り
か
に
よ
し
め
く
も
、
今け

ふ日
の
装よ

そ

ひ

い
と
な
ま
め
き
て
、
胡や

な
ぐ
ひ籙

な
ど
負
ひ
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
へ
り

…
…
。

（『
源
氏
物
語
』「
行
幸
」の
巻
、
二
九
二
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕右
大
将
が
、
常
は
あ
れ
ほ
ど
重
々
し
く
気
ど
っ
た
お
方

な
が
ら
、
―
今
日
の
装
い
は
ま
こ
と
に
は
な
や
か
で
、
胡や

な
ぐ
ひ籙

な
ど
を

背
負
っ
た
り
し
て
供ぐ

ぶ奉
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
…
…
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
の
鬚
黒
大
将
の
い
で
た
ち

で
あ
る
。
こ
の
時
、
鬚
黒
大
将
は
行
幸
と
い
う
晴
れ
が
ま
し
い
盛
儀
に

臨
ん
で
、
武
官
の
装
い
を
な
し
、
胡や

な
ぐ
い籙

を
身
に
つ
け
て
い
た
。

「
胡
籙
」と
は
、「
矢
を
納
め
て
配
属
す
る
器
具
。」（『
有
識
故
実
大
辞

典
』）（
13
）「
矢
を
併
わ
せ
て
の
皆
具（
か
い
ぐ
）を
胡
簶
と
総
称
す
る
。」

（『
国
史
大
辞
典
』）（
14
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
武
官
が
矢
を
盛
っ
て
背
に

負
う
武
具
。」（『
源
氏
物
語
事
典
』）（
15
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
鬚
黒

大
将
は
、
武
官
の
装
い
を
身
に
ま
と
い
、
胡
籙
を
背
に
負
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
印
象
深
い
い
で
た
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
大
原
野
行
幸
が
歴
史
的
事
実
を
準
拠
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
夙
に『
河か

海か
い

抄し
よ
う』が

指
摘
し
て
い
る
（
16
）。『
河
海
抄
』

は
、『
源
氏
物
語
』「
行
幸
」
の
巻
に
描
か
れ
た
大
原
野
行
幸
が
、
醍
醐

天
皇
延
長
六
年（
九
二
八
）十
二
月
五
日
に
催
さ
れ
た
大
原
野
行
幸
を

準
拠
と
し
て
い
る
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
重
明
親
王（
九
〇
六
―

九
五
四
）の
日
記『
吏り

部ほ
う

王お
う

記き

』逸
文
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
。
た
し

か
に
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
行
幸
の
時
刻
・
参
加
者
・
鷹
狩
の
際
の
服
装
・

（ 9 ）
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六
条
院
か
ら
の
進
物
に
至
る
ま
で『
吏
部
王
記
』と
酷
似
し
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
と
大
将
の
武
装
に
関
す
る
限
り
、

『
李
部
王
記
』に
淵
源
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

鬚
黒
大
将
に
武
人
の
装
い
を
さ
せ
、
胡
籙
を
背
負
わ
せ
た
の
は
、『
源
氏

物
語
』作
者
の
意
向
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、
鬚
黒
大
将
に
武
人
の
装

い
を
さ
せ
、
胡
籙
を
背
負
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
鬚
黒
大
将
の
武
装
に
つ
い
て
、
一
条
兼
良
は『
花か

鳥ち
よ
う

余よ

情せ
い

』に

お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

西
宮
抄
云
公
卿
如
例
衛
府
公
卿
着
弓
箙
又
如
例
／
今
案
大
将
は
納

言
以
下
は
弓
箭
を
お
ふ
な
り
大
臣
大
将
は
衛
府
を
は
つ
く
ら
ぬ
な

ら
ひ
な
り
ひ
け
黒
の
大
将
は
大
納
言
た
る
に
よ
り
て
や
な
く
ひ
を

お
ひ
侍
る
な
り

（
一
条
兼
良『
花
鳥
余
情
』第
一
六
）（
17
）

『
花
鳥
余
情
』は
源

み
な
も
と
の

高た
か

明あ
き
ら（

九
一
四
―
九
八
二
）が
著
し
た
有
職
故
実

の
書『
西さ

い

宮き
ゆ
う

記き

』の
本
文
を
引
用
し
た
上
で
、
納
言
以
下
は
弓き

ゆ
う
せ
ん箭

を
負

う
も
の
で
あ
る
が
、
大
臣
兼
任
の
大
将
は
武
官
の
装
束
を
し
な
い
の
が

し
き
た
り
だ
と
言
い
、
大
将
で
あ
る
鬚
黒
は
お
そ
ら
く
大
納
言
を
兼
任

し
て
い
た
た
め
に
弓
胡
籙
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
と
指
摘
し
た
。
つ
ま

り
、『
花
鳥
余
情
』は
右
大
将
で
あ
る
鬚
黒
が
弓
胡
籙
を
帯
し
て
い
る
の

は
、
大
納
言
を
兼
任
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
の
で
あ

る
。諸

注
は
揃
っ
て
こ
れ
を
受
け
て
い
る
。

大
納
言
の
大
将
は
行
幸
の
日
は
や
な
く
ひ
を
負
也
大
臣
の
大
将
は

行
幸
の
日
も
胡
箙
を
は
は
す
し
て
随
身
に
も
た
し
む
る
也

（
三
条
西
実
隆『
細さ

い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う』巻

第
六
）（
18
）

今
案
大
将
は
納
言
以
下
は
弓
箭
を
お
ふ
也
大
臣
大
将
は
衛
府
を
は

つ
く
ら
ぬ
な
ら
ひ
也
髯
黒
大
将
は
大
納
言
な
る
に
よ
り
て
や
な
く

ひ
を
お
ひ
侍
也

（
九
条
稙
通『
孟も

う

津し
ん

抄し
よ
う』中

巻
）（
19
）

花
云
西
宮
抄
云
公
卿
如
例
衛
府
公
卿
着
弓
箙
又
如
例
今
案
大
将
ハ

納
言
以
下
弓
箙
ヲ
負
事
也
大
臣
ノ
大
将
ハ
衛
府
ヲ
ハ
ツ
ク
ラ
サ
ル

習
也
鬚
黒
ハ
大
納
言
ノ
大
将
タ
ル
ニ
依
テ
箙
ヲ
負
侍
ル
也
云
々

（
中
院
通
勝『
岷み

ん

江ご
う

入に
つ

楚そ

』第
三
巻
）（
20
）

大
納
言
に
て
近
衛
大
将
を
兼
ね
た
れ
ば
弓
箭
を
帯
す
る
な
り
。

（
藤
村
作
・
笹
川
種
郎
・
尾
上
八
郎
校
注『
源
氏
物
語
』中
巻
）（
21
）

行
幸
の
日
大
納
言
の
大
将
は
自
ら
弓
箭
を
帯
す
る
例
。

（
池
田
龜
鑑
校
註『
源
氏
物
語
』三〈
日
本
古
典
全
書
〉）（
22
）

大
納
言
の
大
将
が
行
幸
に
供
奉
す
る
場
合
に
は
自
ら
弓
箭
を
帯
す

る
。
又
大
臣
の
大
将
は
胡
籙
を
負
は
ず
に
随
身
に
持
た
す
。

（
吉
澤
義
則『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』巻
三
）（
23
）

大
将
で
納
言
を
兼
ね
た
人
は
、
行
幸
の
時
、
弓
矢
を
負
う
の
で
あ

る
。
今
、
鬚
黒
は
右
大
将
で
大
納
言
で
あ
っ
た
か
ら
、
平
胡
籙
を

負
う
て
供
奉
し
た
。

（
山
岸
徳
平
校
注『
源
氏
物
語
』三〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉）（
24
）

行
幸
な
ど
の
際
は
、
大
臣
兼
任
に
は
要い

ら
ぬ
が
、
大
納
言
以
下
の

大
将
は
武
官
の
装
束
を
し
て
こ
れ
を
負
う
。

（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳『
源
氏
物
語
』三〈
日

本
古
典
文
学
全
集
〉）（
25
）

（ 10 ）
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『
花
鳥
余
情
』は
、
大
臣
兼
任
の
大
将
は
武
装
せ
ず
、
納
言
以
下
が

弓き
ゆ
う
せ
ん

箭
を
帯
す
る
例
な
の
で
、
髭
黒
の
大
将
は
、
大
納
言
で
あ
ろ
う

と
い
う
。

（
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注『
源
氏
物
語
』四〈
新
潮
日
本
古
典

集
成
〉）（
26
）

大
納
言
以
下
の
大
将
は
武
官
の
装
束
。

（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』五〈
完
訳
日
本
の
古
典
〉）（
27
）

大
臣
兼
任
の
大
将
は
武
装
を
し
な
い
が
、
納
言
兼
任
の
大
将
は
武

装
す
る
。（

阿
部
秋
生
校
注『
源
氏
物
語
』㈢〈
校
注
古
典
叢
書
〉）（
28
）

行
幸
な
ど
の
際
は
、
大
臣
兼
任
の
大
将
に
は
要い

ら
ぬ
が
、
そ
れ
以

下
の
大
将
は
武
官
の
装
束
。

（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』③〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
29
）

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
行
幸
に
供
奉
す
る
に
際
し
て
、
鬚
黒
大
将
が
武
装

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
将
が「
大
納
言
」を
兼
任
し
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
玉
上
琢
彌
氏
は『
源
氏
物
語
評
釈
』に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

左
大
将
は
大
臣
を
兼
ね
、
右
大
将
は
大
臣
以
外
が
兼
任
す
る
こ
と

が
多
く
、
大
臣
兼
任
の
大
将
は
武
官
の
装
束
を
せ
ず
大
納
言
以
下

の
兼
任
す
る
大
将
は
武
装
す
る
、
と
、
言
う
の
で
あ
る
。
髭
黒
の

右
大
将
は
大
臣
で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
大
納
言
兼
任
と
は
定

め
ら
れ
な
い
、
と
思
う
が
、『
花
鳥
余
情
』の
説
を
い
ち
お
う
紹
介

す
る
。

（
玉
上
琢
彌『
源
氏
物
語
評
釈
』第
六
巻
）（
30
）

玉
上
氏
は
、『
花
鳥
余
情
』の
指
摘
を
紹
介
し
つ
つ
も
、鬚
黒
大
将
が「
大

納
言
兼
任
と
は
定
め
ら
れ
な
い
」と
疑
問
を
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
玉
上
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
の
鬚
黒
大
将

が
大
納
言
を
兼
任
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
鬚
黒
大
将
に
わ
ざ
わ
ざ「
胡
籙
」

を
背
負
わ
せ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、

大
納
言
兼
任
と
い
う
可
能
性
を
敢
え
て
加
え
て
ま
で
も
、
是
非
と
も
こ

の
と
き
の
鬚
黒
大
将
に
武
人
の
装
い
を
さ
せ
、
胡
籙
を
身
に
つ
け
た
印

象
を
強
烈
に
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、
鬚
黒
大
将
に
武
人
の
装

い
を
さ
せ
、
胡
籙
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
鬚
黒
大
将
の
モ
デ
ル
で
あ
る
大
国
主
神

の
属
性
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
鬚
黒
大
将
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
大
国
主
は
武
器
と
深
い
関
わ

り
を
も
つ
神
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
古
事
記
』に
よ
る
と
、
鬚
黒
大
将
の
モ
デ
ル
で
あ
る
大
国
主
神
の
神

名
に
は
複
数
の
別
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

大お
ほ
く
に
ぬ
し
の

国
主
神か

み

。
亦ま

た

の
名
は
、
大お

ほ
あ
な穴

牟む

遅ぢ
の

神か
み

と
謂い

ひ
、
亦
の
名
は
、

葦あ
し
は
ら原

色し
こ許

男を
の

神か
み

と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
、
八や

ち千
矛ほ

こ
の

神か
み

と
謂
ひ
、
亦
の

名
は
、
宇う

つ都
志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
謂
ひ
、
并あ

は

せ
て
五
つ
の
名
有
り
。

（『
古
事
記
』上
巻「
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
」、
七
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕大

お
お
く
に
ぬ
し
の

国
主
神か

み

。
ま
た
の
名
は
、
大お

お
あ
な穴

牟む

遅じ
の

神か
み

と
い
い
、
ま

（ 11 ）
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た
の
名
は
、
葦あ

し
は
ら原

色し
こ許

男お
の

神か
み

と
い
い
、
ま
た
の
名
は
、
八や

ち千
矛ほ

こ
の

神か
み

と
い

い
、
ま
た
の
名
は
、
宇う

つ都
志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
い
い
、
合
せ
て
五
つ
の
名
が
あ

る
。こ

れ
に
よ
れ
ば
、
大
国
主
神
の
別
名
に
は
大
穴
牟
遅
神
・
葦
原
色
許

男
神
・
八
千
矛
神
・
宇
都
志
国
玉
神
の
あ
わ
せ
て
五
つ
の
神
名
が
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
日
本
書
紀
』巻
第
一
第
八
段
一
書
第

六
に
は
、
さ
ら
に
大お

お
も
の
ぬ
し

物
主
神の

か
み・

国
く
に
つ
く
り
の作

大お
お
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

己
貴
命
の
別
名
が
あ
り
、
大

国
主
神
に
は
あ
わ
せ
て
七
つ
の
神
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に「
八
千
矛
神
」と
い
う
呼
称
が
あ
る
。「
八
千
矛
神
」と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
神
名
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

諸
注
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

武タ
ケ
キ

威イ
キ
ホ
ヒの

、
八ヤ

千チ
ヂ

と
多
く
の
矛
を
持モ

タ

る
如
き
の
意
に
称タ

タ
ヘし

御
名
な

る
べ
し
、

（
本
居
宣
長『
古
事
記
伝
』九
之
巻
）（
31
）

八
千
矛
を
持
つ
神
の
義
で
、
是
も
武
威
を
称
へ
た
名
で
あ
る
。

（
次
田
潤『
古
事
記
新
講
』）（
32
）

何
千
も
矛
を
持
つ
神
の
意
味
で
、
軍
の
神
。

（
中
島
悦
次『
古
事
記
評
釈
』）（
33
）

多
く
の
武
器
を
有
す
る
神
の
義
。
軍
隊
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示

す
。
（
武
田
祐
吉
校
註『
日
本
書
紀
』一〈
日
本
古
典
全
書
〉）（
34
）

多
く
の
矛
を
持
っ
た
神
の
意
で
、
武
威
を
た
た
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

（
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注『
古
事
記
』〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉）

（
35
）

多
く
の
矛
を
も
つ
神
。

（
神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註『
古
事
記
』上〈
日
本
古
典
全
書
〉）（
36
）

多
く
の
武
器
を
所
有
す
る
神
の
義
に
よ
る
神
名
。

（
尾
﨑
暢
殃『
古
事
記
全
講
』）（
37
）

八
千
は
、
数
の
多
い
こ
と
。
戈
の
多
い
こ
と
は
、
強
い
こ
と
を
示

す
。

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

上〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉）（
38
）

多
く
の
矛
を
持
っ
た
神
の
意
。『
出
雲
国
風
土
記
』に
は
見
え
な
い

の
で
、
大
国
主
神
の
大
和
に
お
け
る
別
名
で
あ
ろ
う
。

（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
39
）

多
く
の
矛
を
も
つ
神
、
も
し
く
は
多
く
の
矛
で
あ
る
神
の
意
…
…

（
西
鄕
信
綱『
古
事
記
注
釈
』第
一
巻
）（
40
）

多
く
の
矛（
戈
）を
持
つ
て
ゐ
る
神
の
意
で
、
武
威
を
称
へ
た
名

で
あ
ら
う
。

（
倉
野
憲
司『
古
事
記
全
註
釈
』第
三
巻
）（
41
）

名
義
は「
多
く
の
矛
」。「
八
千
」
は
多
数
を
表
す
日
本
の
聖
数
。

「
矛
」は
武
器
の
一
種
。「
大お

ほ

穴あ
な

牟む

遅ぢ

の
神
」は
鉄
神
で
あ
る
か
ら
、

武
神
と
し
て
活
躍
す
る
と
き
の
名
と
な
る
。

（
西
宮
一
民
校
注『
古
事
記
』〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉）（
42
）

多
く
の
矛ほ

こ

を
持
っ
た
神
の
意
。
大
国
主
神
の
大
和
に
お
け
る
別
名

で
あ
ろ
う
。
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（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
完
訳
日
本
の
古
典
〉）（
43
）

多
く
の
矛
を
持
つ
武
将
の
神
。

（
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
・

訳『
日
本
書
紀
』①〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
44
）

多
く
の
矛
を
持
つ
神
の
意
。
強
大
な
武
力
を
備
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
大
国
主
た
る
こ
と
を
い
う
。
／
「
八
千
矛
神
」は
、
大
国
主
神

を
武
力
の
面
か
ら
呼
ぶ
名
で
あ
る
。
／
「
矛
」は
武
力
の
象
徴
で
、

こ
の
神
の
武
威
の
盛
ん
な
る
こ
と
を
た
た
え
る
名
。

（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉）（
45
）

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
八
千
矛
神
」と
は
多
く
の
矛
を
持
つ
神
の
こ
と

で
、
強
大
な
武
力
の
所
有
者
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
八
千
矛
神
と
い
う
神
名
は
、
大
国
主
の
数
あ
る
異
名
の

中
で
も
と
り
わ
け
武
器
と
深
い
関
わ
り
を
示
す
呼
称
な
の
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
鬚
黒
大
将
の
い

で
た
ち
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
時
の
鬚
黒
大
将
が
武
装
し
、
胡
籙
を
身
に
つ
け
た
姿
で
敢
え

て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
鬚
黒
大
将
が「
八
千
矛
神
」と
異
名
を
と
っ

た
大
国
主
神
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鬚
黒
大
将
が
胡
籙
を
身
に
つ
け
た
姿
で
描
か
れ
て

い
る
の
に
は
、
さ
ら
に
重
要
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。ず

っ
と
先
の
こ
と
に
な
る
が
、『
古
事
記
』の
神
話
に
よ
れ
ば
、
大
国

主
神
は
須
勢
理
毘
売
を
奪
い
取
っ
て
、
根
之
堅
州
国
か
ら
逃
走
す
る
と

い
う
行
動
に
出
る
。
こ
の
時
の
大
国
主
神
の
い
で
た
ち
を『
古
事
記
』

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

其
の
妻め

須す

せ

り

び

め

世
理
毘
売
を
負お

ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持
ち
て
、
逃
げ
出
で
し
…
…
。

（『
古
事
記
』上
巻「
大
国
主
神
」、
八
三
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕そ
の
妻
須
世
理
毘
売
を
背
負
い
、
す
ぐ
に
そ
の
大
神

の
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
、
天
の
沼
琴
と
を
取
っ
て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た

…
…
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
根
之
堅
州
国
か
ら
逃
走
す
る
大
国
主
神
は
、
須
勢

理
毘
売
を
背
に
負
い
、
聖
な
る
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
天
の
沼
琴
と
を
た

ず
さ
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
玉
鬘

が
行
幸
の
際
に
は
じ
め
て
目
に
し
た
鬚
黒
大
将
が
武
装
し
、
胡
籙
を
身

に
つ
け
た
姿
で
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
鬚
黒
大
将
こ
そ
が
将
来
六
条
院

か
ら
玉
鬘
を
奪
い
去
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
し
て
い

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
用
い
ら
れ
た「
胡
籙
」の
語
は
、『
源
氏
物
語
』中
唯
一
の
用

例
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
語
は
、
鬚
黒
大
将
が「
八
千
矛
神
」と
も

呼
ば
れ
た
大
国
主
神
か
ら
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
こ
の
鬚
黒

こ
そ
が
将
来
玉
鬘
を
六
条
院
か
ら
奪
い
取
っ
て
逃
走
す
る
人
物
で
あ
る

こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
告
げ
知
ら
せ
る
象
徴
的
な
語
だ
っ
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

注

（
１
）　

杉
浦
一
雄「
源
氏
物
語
の
源
泉
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』第
三
七

巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

　

杉
浦
一
雄「
源
氏
物
語
と
根
の
国
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』第
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三
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）

（
２
）　
『
源
氏
物
語
』の
本
文
と
現
代
語
訳
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・

今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源
氏
物
語
』（『
源
氏
物
語
』

①
～
⑥〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四

－

一
九
九
八
年
）に
拠
る
。

（
３
）　
『
竹
取
物
語
』の
本
文
と
現
代
語
訳
は
、
片
桐
洋
一
校
注
・
訳

『
竹
取
物
語
』（『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中

物
語
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

に
拠
る
。

（
４
）　
『
無
名
草
子
』の
本
文
と
現
代
語
訳
は
、
久
保
木
哲
夫
校
注
・

訳『
無
名
草
子
』（『
松
浦
宮
物
語　

無
名
草
子
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）に
拠
る
。

（
５
）　

五
十
嵐
力『
平
安
朝
文
学
史
』下
巻〈
日
本
文
学
全
史
〉、
東

京
堂
、
一
九
三
九
年
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

（
６
）　

池
田
龜
鑑
校
註『
源
氏
物
語
』
一〈
日
本
古
典
全
書
〉、「
解

説
」、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
六
年
、
二
二
―
二
三
頁
。

（
７
）　

岡
一
男『
源
氏
物
語
事
典
』Ⅰ『
源
氏
物
語
』の
源
泉
、
第
七

章「
源
泉
と
素
材
」、
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
、
二
六
四
頁
。

（
８
）　

神
野
志
隆
光『
古
事
記
の
世
界
観
』、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
六
年
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』で
は
、『
古
事
記
』の「
根
之
堅
州
国
」に
相

当
す
る
も
の
を「
根
国
」な
い
し「
根
之
国
」と
呼
ぶ
。「
根

之
堅
州
国
」
は『
古
事
記
』
と
し
て
の
独
自
な
呼
称
で
あ

る
。
こ
れ
を
明
確
に
せ
ず
に
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』に

通
用
さ
せ
て「
根
の
国
」
と
い
う
よ
う
な
認
識
は
、
正
当

と
は
い
い
が
た
い
。
単
に
呼
び
か
た
の
問
題
で
は
な
い
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』の
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
神
話
的
世

界
像
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
立
場
に
か
か
わ
る
の

で
あ
る
。『
古
事
記
』の
神
話
的
世
界
と
し
て
は「
根
之
堅

州
国
」で
あ
る
こ
と
を
あ
い
ま
い
に
し
て
は
な
る
ま
い
。

（
九
三
頁
）

（
９
）　
『
古
事
記
』の
本
文
と
現
代
語
訳
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆

光
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、小
学
館
、

一
九
九
七
年
）に
拠
る
。

（
10
）　

三
谷
栄
一『
日
本
神
話
の
基
盤

―
風
土
記
の
神
々
と
神
話

文
学

―
』、
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
、
四
五
二
頁
。

（
11
）　

大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
監
修
、
青
木
周
平
・
神
田
典
城
・
西

條
勉
・
佐
佐
木
隆
・
寺
田
恵
子
編『
日
本
神
話
事
典
』、
大
和
書

房
、
一
九
九
七
年
、
一
八
二
頁
、
担
当
執
筆
・
中
川
ゆ
か
り
。

（
12
）　

西
郷
信
綱『
古
事
記
注
釈
』第
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
六
年

に
は
、「
ス
セ
リ
ビ
メ
は
、
い
わ
ば
飛
び
入
り
で
あ
っ
て
、
さ
き

の
ス
サ
ノ
ヲ
の
系
譜
に
そ
の
名
が
出
て
来
な
い
。
こ
こ
に
は
何

か
隠
さ
れ
た
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。」（
三
五
頁
）と
あ
る
。

（
13
）　

鈴
木
敬
三
編『
有
識
故
実
大
辞
典
』、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
、
六
八
五
頁
、
担
当
執
筆
・
鈴
木
敬
三
。

（
14
）　
『
国
史
大
辞
典
』第
一
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
、

九
二
頁
、
担
当
執
筆
・
鈴
木
敬
三
。

（
15
）　

池
田
亀
鑑
編『
源
氏
物
語
事
典
』
上
巻
、
東
京
堂
出
版
、

一
九
六
〇
年
、
五
二
四
頁
、
担
当
執
筆
・
桜
井
祐
三
。

（
16
）　

四
辻
善
成『
河
海
抄
』巻
第
一
一（『
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
』〈
源

氏
物
語
古
註
釈
大
成
〉、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
、

二
六
四
―
二
六
八
頁
参
照
）

（
17
）　

伊
井
春
樹
編『
花
鳥
餘
情
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓

社
、
一
九
七
八
年
、
一
九
九
頁
。

（
18
）　

伊
井
春
樹
編『
細
流
抄
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓
社
、

一
九
八
〇
年
、
二
三
〇
頁
。
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（
19
）　

野
村
精
一
編『
孟
津
抄
』中
巻〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜

楓
社
、
一
九
八
一
年
、
一
八
一
頁
。

（
20
）　

中
田
武
司
編『
岷
江
入
楚
』第
三
巻〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、

桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
、
一
〇
五
頁
。

（
21
）　

藤
村
作
・
笹
川
種
郎
・
尾
上
八
郎
校
注『
源
氏
物
語
』中
巻
、

博
文
館
、
一
九
二
九
年
、
九
八
頁
、
頭
注
。

（
22
）　

池
田
龜
鑑
校
註『
源
氏
物
語
』三〈
日
本
古
典
全
書
〉、
朝
日

新
聞
社
、
一
九
五
〇
年
、
二
三
七
頁
、
頭
注
。

（
23
）　

吉
澤
義
則『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
巻
三
、
平
凡
社
、

一
九
五
二
年
、
一
二
五
頁
、
頭
注
。

（
24
）　

山
岸
徳
平
校
注『
源
氏
物
語
』三〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、

岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
補
注
、
四
二
七
頁
。

（
25
）　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳『
源
氏
物
語
』三〈
日

本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
二
年
、
二
八
四
頁
、
頭

注
。

（
26
）　

石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注『
源
氏
物
語
』四〈
新
潮
日
本
古

典
集
成
〉、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
、
一
四
九
頁
、
頭
注
。

（
27
）　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳

『
源
氏
物
語
』五〈
完
訳
日
本
の
古
典
〉、小
学
館
、一
九
八
五
年
、

九
一
頁
、
脚
注
。

（
28
）　

阿
部
秋
生
校
注『
源
氏
物
語
』㈢〈
校
注
古
典
叢
書
〉、
明
治

書
院
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
四
頁
、
頭
注
。

（
29
）　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・

訳『
源
氏
物
語
』
③〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
二
九
二
頁
、
頭
注
。

（
30
）　

玉
上
琢
彌『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
、
角
川
書
店
、

一
九
六
六
年
、
三
二
―
三
三
頁
。

（
31
）　
『
本
居
宣
長
全
集
』第
九
巻
、
担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書

房
、
一
九
六
八
年
、
四
二
二
頁
。

（
32
）　

次
田
潤『
古
事
記
新
講
』、
明
治
書
院
、
一
九
二
四
年
、

一
三
六
頁
。

（
33
）　

中
島
悦
次『
古
事
記
評
釈
』、
山
海
堂
出
版
、
一
九
三
〇
年
、

一
一
一
頁
。

（
34
）　

武
田
祐
吉
校
註『
日
本
書
紀
』一〈
日
本
古
典
全
書
〉、
朝
日

新
聞
社
、
一
九
四
八
年
、
一
二
二
頁
、
頭
注
。

（
35
）　

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注『
古
事
記
』（『
古
事
記　

祝
詞
』

〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
九
〇
頁
、

頭
注
。）

（
36
）　

神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註『
古
事
記
』上〈
日
本
古
典
全
書
〉、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
、
二
二
四
頁
、
頭
注
。

（
37
）　

尾
﨑
暢
殃『
古
事
記
全
講
』、
加
藤
中
道
館
、
一
九
六
六
年
、

一
三
一
頁
。

（
38
）　

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注『
日
本

書
紀
』上〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、

一
二
九
頁
、
頭
注
。

（
39
）　

荻
原
浅
男
校
注
・
訳『
古
事
記
』（『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』〈
日

本
古
典
文
学
全
集
〉、小
学
館
、一
九
七
三
年
、九
一
頁
、頭
注
。）

（
40
）　

西
鄕
信
綱『
古
事
記
注
釈
』第
一
巻
、平
凡
社
、一
九
七
五
年
、

四
〇
一
頁
。

（
41
）　

倉
野
憲
司『
古
事
記
全
註
釈
』第
三
巻
、
三
省
堂
、
一
九
七
六

年
、
一
七
七
頁
。

（
42
）　

西
宮
一
民
校
注『
古
事
記
』〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉、
新
潮

社
、
一
九
七
九
年
、
付
録
、
三
七
七
頁
。

（
43
）　

荻
原
浅
男
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
完
訳
日
本
の
古
典
〉、
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
四
五
頁
、
脚
注
。

（
44
）　

小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
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守
校
注
・
訳『
日
本
書
紀
』
①〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
二
頁
、
頭
注
。

（
45
）　

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳『
古
事
記
』〈
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
七
四
・
八
五
頁
、
頭

注
。

（ 16 ）
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〔
抄　

録
〕源

氏
物
語
と
古
事
記
神
話（
一
）

杉
浦　

一
雄

『
源
氏
物
語
』の
所
謂〈
玉
鬘
十
帖
〉は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六
条
院
を

舞
台
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉を
本
旨
と
し
て
い
る
。

並
み
居
る
貴
公
子
た
ち
の
奪
い
合
い
を
制
し
、
最
終
的
に
玉
鬘
を
手
中

に
収
め
た
の
は
鬚
黒
大
将
で
あ
っ
た
。〈
玉
鬘
十
帖
〉の
掉
尾
を
飾
る

「
真
木
柱
」の
巻
に
は
、
鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
玉
鬘
を
自

邸
へ
と
連
れ
去
る〈
六
条
院
退
去
の
物
語
〉が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』の
根
底
に
は〈
日
本
神
話
〉が
深

く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』は〈
日
本
神
話
〉を
源
泉
と
し
て
執
筆
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く
な
ら

ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る〈
玉
鬘
十
帖
〉の
結
末
に
も
、
そ
の
根
底
に

〈
日
本
神
話
〉が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は『
源
氏
物
語
』の
中
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将
と

の
関
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る〈
六
条
院
逃
走
の

物
語
〉が
、『
古
事
記
』の
大
国
主
神
に
よ
る〈
根
の
堅
州
国
逃
走
の
神

話
〉を
源
泉
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思

う
。玉

鬘
を
め
ぐ
る『
源
氏
物
語
』と『
古
事
記
』と
の
共
通
点
に
つ
い
て

以
下
説
明
す
る
。

①
女
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
親
子
関
係
に
問
題
が
存
す
る
点
。

②
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
武
器
と
関
わ
る
点
。
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