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古
事
記
神
話
（
五
）

 

杉　

浦　

一　

雄

　
　

目　

次

十
六　

天
下
の
統
治

十
七　

国
譲
り

十
八　

ま
と
め

結
び
―
―
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
の
由
来

　
　

第
一
項
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名

　
　

第
二
項
「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」
柱

　
　

第
三
項
「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
行
為

十
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天
下
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統
治

　

⑩
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
天
下
を
統
治
す
る
立
場
に
あ
っ
た
点
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
玉
鬘
を
奪
い
去
っ
た
鬚
黒
大
将
は
そ
の

後
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
世
を
重
ね
、「
右
大
将
」か
ら「
左
大
将
」（「
若
菜
上
」

の
巻
、
三
七
頁
）（
1
）、
さ
ら
に
今
上
帝
が
即
位
さ
れ
る
や
「
右
大
臣
」

（「
若
菜
下
」
の
巻
、
一
六
五
頁
）
に
昇
進
し
て
政
務
を
お
執
り
に
な
り
、

つ
い
に
は
「
太
政
大
臣
」（「
紅
梅
」
の
巻
、
三
九
頁
）
の
地
位
に
ま
で

昇
り
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
太
政
大
臣
」
に
つ
い
て
辞
書
類
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

太
政
官
の
長
官
。
左
右
大
臣
の
上
に
居
る
。
定
ま
れ
る
職
掌
と
て

は
無
く
、
天
皇
の
御
師
範
と
な
り
、
四
海
に
儀
表
た
る
人
に
し
て
、

最
も
重
任
た
り
。

 

（
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辭
典
』）（
2
）

律
令
制
で
太
政
官
の
最
高
の
官
。

 
 （『

國
史
大
辭
典
』
第
九
巻
）（
3
）

律
令
官
僚
機
構
の
頂
点
に
位
置
す
る
太
政
官
の
筆
頭
長
官
で
あ
る

（
太
政
官
の
長
官
は
太
政
大
臣
と
左
右
大
臣
の
三
名
）。

  

（『
日
本
史
大
事
典
』
第
四
巻
）（
4
）

律
令
制
に
お
い
て
国
政
の
最
高
機
関
で
あ
る
太だ

政じ
よ
う

官か
ん

の
首
席
の
大

臣
。「
だ
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん
」
と
も
い
う
。
定
員
は
一
名
で
、
一い

つ

品ぽ
ん

・
正し

よ
う

従じ
ゆ

一い
ち

位い

相
当
。
適
任
者
が
な
け
れ
ば
欠
員
で
も
よ
く
、
則そ

つ

闕け
つ

の
官
と
称
さ
れ
た
。（
中
略
）
基
経
の
と
き
に
は
職
掌
を
め
ぐ

る
議
論
が
な
さ
れ
、
令
文
の
本
意
は
太
政
官
の
首
班
と
し
て
国
政

を
統
括
す
る
地
位
と
さ
れ
た
。
当
初
は
関
白
と
密
接
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
〇
世
紀
以
降
名
誉
職
的
に
な
っ
た
。

  

（『
日
本
歴
史
大
事
典
』
二
）（
5
）

　

す
な
わ
ち
、「
太
政
大
臣
」
と
は
「
律
令
官
僚
機
構
の
頂
点
」
に
位

置
し
、「
国
政
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政
官
の
主
席
の
大
臣
」
で
あ
り
、

「
国
政
を
統
括
す
る
地
位
」
に
あ
る
「
太
政
官
の
最
高
の
官
」
を
い
う

の
で
あ
る
。「
定
ま
れ
る
職
掌
と
て
は
無
」
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
最

も
重
任
」
で
あ
っ
た
と
い
い
、
定
員
は
一
名
だ
が
欠
員
で
も
よ
い
た
め

〔
論　

説
〕

（ 1 ）
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「
則そ

つ

闕け
つ

の
官
」
と
も
称
さ
れ
、
一
〇
世
紀
以
降
は
名
誉
職
的
な
地
位
に

な
っ
た
と
い
う
。

　

鬚
黒
は
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
、
人
臣
を

極
め
た
の
で
あ
る
。

　

鬚
黒
が
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
至
り
、
人
臣
を
極
め
る
と
い

う
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
展
開
に
は
、
少
な
か
ら
ず
『
古
事
記
』
神
話

が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

を
追
っ
て
黄よ

も
つ泉

ひ
ら

坂さ
か

ま
で
や
っ
て
き
た
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

は
、
は
る
か
か
な
た
へ
逃
げ
去
ろ
う

と
す
る
大
穴
牟
遅
神
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
…
…
お
れ
、
大お

ほ

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
為な

り
…
…
」

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
6
）

　
〔
現
代
語
訳
〕「
…
…
き
さ
ま
は
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
な
り
…
…
」

　

大
穴
牟
遅
神
は
須
佐
之
男
命
か
ら
「
大
国
主
神
」
と
な
る
よ
う
強
く

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 　
「
大
国
主
神
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

名ミ
ナ
ノ
コ
コ
ロ義
は
、
天ノ下
を
伏マ

ツ
ロ

へ
て
、
宇ウ

志シ

波ハ

久ク

神
と
云
意
な
り
、

 

（
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』）（
7
）

此
の
国
土
を
平
定
し
て
こ
れ
を
統
治
し
給
ふ
神
と
云
ふ
意
…
…

 

（
植
松
安
・
大
塚
龍
夫
『
古
事
記
全
釋
』）（
8
）

大
は
美
称
、
国
を
支
配
す
る
神
。
政
治
的
立
場
か
ら
の
神
名
。

 

（
倉
野
憲
司
校
注
「
古
事
記
」〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉）（
9
）

「
大
」
は
讃
称
の
語
。「
国
主
」
は
国
土
を
支
配
す
る
魂
の
所
有
者

の
義
。

 

（
尾
﨑
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』）（
10
）

偉
大
な
る
国
の
主
宰
神
の
意
。
出
雲
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
葦あ
し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

の
支
配
す
る
神
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
後
出
別
名
の
出
雲

の
神
々
を
統
合
し
て
、
後
代
の
政
治
的
な
立
場
か
ら
命
名
さ
れ
た

神
。

 

（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳
「
古
事
記
」〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
11
）

偉
大
な
、
国
の
首
長
。
記
は
こ
の
名
を
五
つ
の
名
を
も
つ
「
大
穴

牟
遅
お
ほ
あ

な
む
ぢ

神
」
が
国
作
り
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
獲
得

し
た
最
高
の
名
と
し
て
い
る
。「
偉
大
な
、
国
土
の
君
主
」
と
い

う
名
で
、
こ
の
業
績
と
美
名
の
た
め
に
、
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て

国
土
を
譲
ら
さ
れ
る
運
命
と
な
る
。

 

（『
日
本
書
紀
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
12
）

偉
大
な
、
国
の
主
の
意
。
国
（
地
上
の
世
界
）
の
統
括
者
を
い
う
。

後
に
続
く
物
語
が
示
す
よ
う
に
、
大
国
主
と
し
て
の
こ
の
神
が
、

葦
原
中
国
を
完
成
し
た
。

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
13
）

　

要
す
る
に
、「
大
国
主
神
」
と
は
偉
大
な
る
国
土
の
主
宰
神
と
い
う

こ
と
で
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
も
っ
と
も
偉
大
な
神
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
大
穴
牟
遅
神
は
須
勢
理
毘
売
と
と
も
に
現
世
へ
も
ど
っ
て
、
地
上

に
お
け
る
も
っ
と
も
偉
大
な
国
土
の
あ
る
じ
と
な
れ
と
須
佐
之
男
命
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
玉
鬘
と
結
ば
れ
た
鬚
黒
が
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の

（ 2 ）
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地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
こ
と
と
同
等
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
鬚
黒
が
「
太
政
大
臣
」
と
な
り

全
盛
を
む
か
え
る
と
い
う
物
語
展
開
に
は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
須

佐
之
男
命
が
発
し
た
命
令
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
結
果
的
に
鬚
黒
を
「
太
政
大
臣
」
の
座
に
つ
か
せ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
う
な
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
が
あ
ら
か
じ
め
施
さ

れ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

た
と
え
ば
、右
大
臣
の
子
と
し
て
生
を
う
け
、光
源
氏
や
内
大
臣（
昔

の
頭
中
将
）
に
次
い
で
冷
泉
帝
か
ら
の
信
望
が
あ
つ
く
次
代
の
権
勢
家

と
し
て
嘱
望
さ
れ
、
実
妹
で
あ
る
承じ

よ
う

香き
よ
う

殿で
ん

女
御
が
朱
雀
院
の
女
御
と

な
っ
て
春
宮
を
生
ん
だ
た
め
、
四
年
後
、
冷
泉
帝
が
譲
位
す
る
に
お
よ

ん
で
今
上
帝
の
治
世
と
な
る
や
今
上
帝
の
伯
父
に
あ
た
る
唯
一
の
外
戚

と
な
っ
て
、「
太
政
大
臣
」
の
座
へ
と
駆
け
の
ぼ
る
な
ど
な
ど
。

　

こ
う
し
た
設
定
の
背
後
に
は
『
古
事
記
』
神
話
に
お
い
て 

大
穴
牟
遅

神
が
「
大
国
主
神
」
と
な
れ
と
言
挙
げ
さ
れ
た
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

十
七　

国
譲
り

　

⑪
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
短
時
日
の
う
ち
に
天
下
の
統
治
か
ら
退
い

て
い
る
点
。

　

こ
う
し
て
鬚
黒
は
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め

る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
た
た
く
ま
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
太
政
大
臣
の
座
を
す
ぐ
に
も
明
け
渡
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』〈
第
三
部
〉
の
「
竹
河
」
の
巻
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

尚な
い
し
の
か
み侍

の
御
腹
に
、
故こ

殿と
の

の
御
子
は
男を

と
こ

三
人
、
女
二
人
な
お
は
し
け

る
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
か
し
づ
き
た
て
む
こ
と
を
思お

ぼ

し
お
き
て
て
、

年と
し

月つ
き

の
過
ぐ
る
も
心
も
と
な
が
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
あ
へ
な
く

亡う

せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
夢
の
や
う
に
て
、
い
つ
し
か
と
急
ぎ
思

し
し
御
宮み

や

仕づ
か
へ

も
お
こ
た
り
ぬ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
竹
河
」
の
巻
、
五
九︲

六
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
尚な

い
し
の
か
み侍
の
御
腹
に
、
故
殿
の
御
子
は
男
三
人
、
女
二
人

が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
方
た
ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ
た
い

せ
つ
に
育
て
あ
げ
よ
う
と
お
心
が
け
に
な
っ
て
、
年
月
の
た
つ
の

も
も
ど
か
し
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
う
ち
に
、
殿
は
あ
っ
け
な
く
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
尚
侍
の
君
は
夢
の

よ
う
な
心
地
に
な
ら
れ
て
、
早
く
早
く
と
そ
の
ご
用
意
を
と
と
の

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
姫
君
の
ご
入
内
の
こ
と
も
そ
れ
な
り
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
こ
に
い
う
「
尚
侍
」
と
は
玉
鬘
の
こ
と
で
あ
り
、「
故
殿
」
と
は

亡
き
鬚
黒
の
こ
と
で
あ
る
。

　

鬚
黒
が
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
あ
と
に
残
さ
れ

た
玉
鬘
は
夢
の
よ
う
な
心
地
に
な
り
、
と
と
の
え
て
い
た
姫
君
ご
入
内

の
準
備
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

じ
っ
さ
い
に
、
鬚
黒
が
い
つ
「
太
政
大
臣
」
の
任
を
拝
命
し
、
い
つ

没
し
て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
正
確
な
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
鬚
黒
は
「
太
政
大
臣
」
と
い
う
異
数
の
地
位
に
ま

で
昇
り
つ
め
な
が
ら
も
あ
っ
け
な
く
没
し
て
し
ま
い
、
そ
の
座
を
す
ぐ

に
も
明
け
渡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
し
た
鬚
黒
の
最
高
権
力
者
と
し
て
の
短
さ
に
つ
い
て
も
、
や
は

り
大
国
主
神
に
つ
い
て
記
す
『
古
事
記
』
の
神
話
が
大
き
く
関
与
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
実
は
、
大
国
主
神
も
ま
た

（ 3 ）
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「
則そ

つ

闕け
つ

の
官
」
と
も
称
さ
れ
、
一
〇
世
紀
以
降
は
名
誉
職
的
な
地
位
に

な
っ
た
と
い
う
。

　

鬚
黒
は
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
、
人
臣
を

極
め
た
の
で
あ
る
。

　

鬚
黒
が
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
至
り
、
人
臣
を
極
め
る
と
い

う
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
展
開
に
は
、
少
な
か
ら
ず
『
古
事
記
』
神
話

が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

を
追
っ
て
黄よ

も
つ泉
ひ
ら

坂さ
か

ま
で
や
っ
て
き
た
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

は
、
は
る
か
か
な
た
へ
逃
げ
去
ろ
う

と
す
る
大
穴
牟
遅
神
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
…
…
お
れ
、
大お

ほ

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
為な

り
…
…
」

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
6
）

　
〔
現
代
語
訳
〕「
…
…
き
さ
ま
は
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
な
り
…
…
」

　

大
穴
牟
遅
神
は
須
佐
之
男
命
か
ら
「
大
国
主
神
」
と
な
る
よ
う
強
く

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 　
「
大
国
主
神
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

名ミ
ナ
ノ
コ
コ
ロ義
は
、
天ノ下
を
伏マ

ツ
ロ

へ
て
、
宇ウ

志シ

波ハ

久ク

神
と
云
意
な
り
、

 

（
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』）（
7
）

此
の
国
土
を
平
定
し
て
こ
れ
を
統
治
し
給
ふ
神
と
云
ふ
意
…
…

 

（
植
松
安
・
大
塚
龍
夫
『
古
事
記
全
釋
』）（
8
）

大
は
美
称
、
国
を
支
配
す
る
神
。
政
治
的
立
場
か
ら
の
神
名
。

 

（
倉
野
憲
司
校
注
「
古
事
記
」〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉）（
9
）

「
大
」
は
讃
称
の
語
。「
国
主
」
は
国
土
を
支
配
す
る
魂
の
所
有
者

の
義
。

 

（
尾
﨑
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』）（
10
）

偉
大
な
る
国
の
主
宰
神
の
意
。
出
雲
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
葦あ
し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

の
支
配
す
る
神
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
後
出
別
名
の
出
雲

の
神
々
を
統
合
し
て
、
後
代
の
政
治
的
な
立
場
か
ら
命
名
さ
れ
た

神
。

 

（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳
「
古
事
記
」〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
11
）

偉
大
な
、
国
の
首
長
。
記
は
こ
の
名
を
五
つ
の
名
を
も
つ
「
大
穴

牟
遅
お
ほ
あ

な
む
ぢ

神
」
が
国
作
り
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
獲
得

し
た
最
高
の
名
と
し
て
い
る
。「
偉
大
な
、
国
土
の
君
主
」
と
い

う
名
で
、
こ
の
業
績
と
美
名
の
た
め
に
、
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て

国
土
を
譲
ら
さ
れ
る
運
命
と
な
る
。

 

（『
日
本
書
紀
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
12
）

偉
大
な
、
国
の
主
の
意
。
国
（
地
上
の
世
界
）
の
統
括
者
を
い
う
。

後
に
続
く
物
語
が
示
す
よ
う
に
、
大
国
主
と
し
て
の
こ
の
神
が
、

葦
原
中
国
を
完
成
し
た
。

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
13
）

　

要
す
る
に
、「
大
国
主
神
」
と
は
偉
大
な
る
国
土
の
主
宰
神
と
い
う

こ
と
で
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
も
っ
と
も
偉
大
な
神
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
大
穴
牟
遅
神
は
須
勢
理
毘
売
と
と
も
に
現
世
へ
も
ど
っ
て
、
地
上

に
お
け
る
も
っ
と
も
偉
大
な
国
土
の
あ
る
じ
と
な
れ
と
須
佐
之
男
命
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
玉
鬘
と
結
ば
れ
た
鬚
黒
が
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の

（ 2 ）
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地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
こ
と
と
同
等
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
鬚
黒
が
「
太
政
大
臣
」
と
な
り

全
盛
を
む
か
え
る
と
い
う
物
語
展
開
に
は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
須

佐
之
男
命
が
発
し
た
命
令
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
結
果
的
に
鬚
黒
を
「
太
政
大
臣
」
の
座
に
つ
か
せ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
う
な
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
が
あ
ら
か
じ
め
施
さ

れ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

た
と
え
ば
、右
大
臣
の
子
と
し
て
生
を
う
け
、光
源
氏
や
内
大
臣（
昔

の
頭
中
将
）
に
次
い
で
冷
泉
帝
か
ら
の
信
望
が
あ
つ
く
次
代
の
権
勢
家

と
し
て
嘱
望
さ
れ
、
実
妹
で
あ
る
承じ

よ
う

香き
よ
う

殿で
ん

女
御
が
朱
雀
院
の
女
御
と

な
っ
て
春
宮
を
生
ん
だ
た
め
、
四
年
後
、
冷
泉
帝
が
譲
位
す
る
に
お
よ

ん
で
今
上
帝
の
治
世
と
な
る
や
今
上
帝
の
伯
父
に
あ
た
る
唯
一
の
外
戚

と
な
っ
て
、「
太
政
大
臣
」
の
座
へ
と
駆
け
の
ぼ
る
な
ど
な
ど
。

　

こ
う
し
た
設
定
の
背
後
に
は
『
古
事
記
』
神
話
に
お
い
て 

大
穴
牟
遅

神
が
「
大
国
主
神
」
と
な
れ
と
言
挙
げ
さ
れ
た
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

十
七　

国
譲
り

　

⑪
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
短
時
日
の
う
ち
に
天
下
の
統
治
か
ら
退
い

て
い
る
点
。

　

こ
う
し
て
鬚
黒
は
つ
い
に
「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め

る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
た
た
く
ま
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
太
政
大
臣
の
座
を
す
ぐ
に
も
明
け
渡
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』〈
第
三
部
〉
の
「
竹
河
」
の
巻
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

尚な
い
し
の
か
み侍
の
御
腹
に
、
故こ

殿と
の

の
御
子
は
男を

と
こ

三
人
、
女
二
人
な
お
は
し
け

る
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
か
し
づ
き
た
て
む
こ
と
を
思お

ぼ

し
お
き
て
て
、

年と
し

月つ
き

の
過
ぐ
る
も
心
も
と
な
が
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
あ
へ
な
く

亡う

せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
夢
の
や
う
に
て
、
い
つ
し
か
と
急
ぎ
思

し
し
御
宮み

や

仕づ
か
へ

も
お
こ
た
り
ぬ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
竹
河
」
の
巻
、
五
九︲

六
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
尚な

い
し
の
か
み侍
の
御
腹
に
、
故
殿
の
御
子
は
男
三
人
、
女
二
人

が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
方
た
ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ
た
い

せ
つ
に
育
て
あ
げ
よ
う
と
お
心
が
け
に
な
っ
て
、
年
月
の
た
つ
の

も
も
ど
か
し
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
う
ち
に
、
殿
は
あ
っ
け
な
く
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
尚
侍
の
君
は
夢
の

よ
う
な
心
地
に
な
ら
れ
て
、
早
く
早
く
と
そ
の
ご
用
意
を
と
と
の

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
姫
君
の
ご
入
内
の
こ
と
も
そ
れ
な
り
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
こ
に
い
う
「
尚
侍
」
と
は
玉
鬘
の
こ
と
で
あ
り
、「
故
殿
」
と
は

亡
き
鬚
黒
の
こ
と
で
あ
る
。

　

鬚
黒
が
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
あ
と
に
残
さ
れ

た
玉
鬘
は
夢
の
よ
う
な
心
地
に
な
り
、
と
と
の
え
て
い
た
姫
君
ご
入
内

の
準
備
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

じ
っ
さ
い
に
、
鬚
黒
が
い
つ
「
太
政
大
臣
」
の
任
を
拝
命
し
、
い
つ

没
し
て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
正
確
な
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
鬚
黒
は
「
太
政
大
臣
」
と
い
う
異
数
の
地
位
に
ま

で
昇
り
つ
め
な
が
ら
も
あ
っ
け
な
く
没
し
て
し
ま
い
、
そ
の
座
を
す
ぐ

に
も
明
け
渡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
し
た
鬚
黒
の
最
高
権
力
者
と
し
て
の
短
さ
に
つ
い
て
も
、
や
は

り
大
国
主
神
に
つ
い
て
記
す
『
古
事
記
』
の
神
話
が
大
き
く
関
与
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
実
は
、
大
国
主
神
も
ま
た

（ 3 ）
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国
土
を
支
配
す
る
最
高
権
力
者
と
な
り
な
が
ら
も
、
短
時
日
の
う
ち
に

追
い
払
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

大
穴
牟
遅
神
が
「
大
国
主
神
」
と
な
っ
て
、
日
本
の
国
家
の
運
営
を

任
さ
れ
国
作
り
に
邁
進
し
て
い
た
矢
先
、
出
雲
国
の
伊い

耶ざ

佐さ

の
浜
に
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の
使
者
と
し
て
建た

け

御み
か
ず
ち
の
か
み

雷
神
が
降
り
立
ち
、「
こ
の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
天あ

ま

つ
神
の
子
孫
が
支
配
す
る
国
で
あ
る
。
お
前
の
心
は
ど
う
か
」
と

尋
ね
、
大
国
主
神
に
「
国
譲
り
」
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
大
国
主
神
は
み
ず
か
ら
は
何
も
答
え
ず
、
後
継
者

で
あ
る
八や

重え

事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神か
み

に
答
え
さ
せ
る
。
す
る
と
、
八
重
事
代
主
神
は

受
諾
の
意
向
を
伝
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
国
主
神
の
も
う
一
人
の
重
要

な
息
子
で
あ
る
建た

け

御み

名な

方か
た
の

神か
み

が
千ち

引び
き

の
石い

わ

を
差
し
あ
げ
な
が
ら
登
場

し
、
力
く
ら
べ
を
要
求
。
し
か
し
建
御
名
方
神
は
、
建
御
雷
神
の
霊
威

と
怪
力
に
負
け
て
信
濃
国
ま
で
逃
げ
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
再
び
出
雲
に
立
ち
も
ど
っ
た
建
御
雷
神
は
あ
ら
た
め
て

 

大
国
主
神
に
意
向
を
問
い
た
だ
し
、
正
式
に
天
照
大
御
神
に
服
属
す
る

む
ね
を
承
諾
、
こ
こ
に
晴
れ
て 

「
国
譲
り
」
が
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
に
は
ほ
か
に
も
多
く
の
男
子
が
あ
る
も
の
の
、
後
継
と
し

て
重
要
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
八や

重え

言こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神か
み

」
と
「
建た

け

御み

名な

方か
た
の

神か
み

」
と
い
う
二
柱
の
神
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
鬚
黒
に
は
元
の
北
の
方
と
の
間
に
「
真
木
柱
の

姫
君
」
を
頭
に
男
の
子
が
二
人
お
り
、「
正
妻
」
と
な
っ
た
玉
鬘
と
の

あ
い
だ
に
も
立
て
つ
づ
け
に
男
子
が
誕
生
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
鬚
黒
に
も
ま
た
大
国
主
神
と
同
じ
よ
う
に
、
後
継
者
と
な

る
べ
き
男
子
が
複
数
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
は
誓
っ
て
い
う
。

僕や
つ
か
れ

が
子こ

等ど
も

二
は
し
ら
の
神
が
白ま

を

す
随ま

に
ま

に
、
僕

や
つ
か
れ

は
、
違た

が

は
じ
。
此こ

の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
、
命み

こ
と

の
随ま

に
ま

に
既す

で

に
献

た
て
ま
つ

ら
む
。

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
文
学
全
集
〉、
一
一
一
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
私
の
子
ど
も
二
柱
の
神
が
申
す
こ
と
に
従
い
、
私
は

背
き
ま
せ
ん
。
こ
の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
、
仰
せ
の
ま
ま
に
す
っ
か
り
献

上
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
大
国
主
神
は
、「
国
譲
り
」
を
承
諾
し
、
出
雲
に
立
派
な

殿
舎
を
建
て
て
鎮
座
し
た
と
い
う
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
死
ぬ
こ
と
と
鎮
座
す
る
こ
と
と
で
は
意
味
が
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
国
土
の
主
宰
神
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
き

た
大
国
主
神
が
「
国
譲
り
」
を
受
け
入
れ
、
服
属
し
た
う
え
で
、
そ
れ

ま
で
の
権
力
を
行
使
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
死
と
同
等
の
価
値

が
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

地
上
の
支
配
者
で
あ
る
大
国
主
神
が
「
国
譲
り
」
に
よ
っ
て
た
ち
ま

ち
の
う
ち
に
支
配
権
を
奪
わ
れ
、
鎮
座
し
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記

述
は
、「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

ま
た
た
く
ま
に
没
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
鬚
黒
の
物
語
の
原
点
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
、
鬚
黒
が
臣
下
と
し
て
最
高

の
位
で
あ
る
太
政
大
臣
に
就
任
し
た
こ
と
も
、
ま
た
、
せ
っ
か
く
太
政

大
臣
の
地
位
に
就
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
っ
け
な
く
没
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
、
す
べ
て
『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
の
神
話
を

踏
ま
え
た
う
え
で
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
八　

ま
と
め

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
飾
る
「
真
木
柱
」
の

巻
を
中
心
に
『
古
事
記
』
上
巻
の
大
国
主
神
を
め
ぐ
る
神
話
と
の
比
較

を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
。
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あ
ら
た
め
て
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
神
話
と
の
共
通
点
を
ま

と
め
て
み
よ
う
。

　

① 

女
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
親
子
関
係
に
ど
ち
ら
も
疑
念
を
有
す

る
点
。

　

②
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
武
器
と
か
か
わ
り
を
有
す
る
点
。

　

③
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
特
異
な
容
姿
容
貌
を
有
す
る
点
。

　

④
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
に
も
す
で
に
正
妻
が
い
る
点
。

　

⑤
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
火
難
に
遭
遇
し
て
い
る
点
。

　

⑥ 

男
主
人
公
の
妻
が
、
男
主
人
公
の
も
と
を
み
ず
か
ら
訣
別
し
て
い

る
点
。

　

⑦
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
女
主
人
公
を
掠
奪
し
て
い
る
点
。

　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
と
な
っ
て
い
る
点
。

　

⑩
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
天
下
を
統
治
す
る
立
場
に
あ
っ
た
点
。

　

⑪ 

男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
短
時
日
の
う
ち
に
天
下
の
統
治
か
ら
退
い

て
い
る
点
。

　

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
真
木
柱
」
を
中
心

と
す
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
源
泉
が
『
古
事
記
』
上
巻
の
日
本
神
話
に

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
は
、
物
語
の
主
要
な
展
開
だ
け
で
な
く
、
玉
鬘

や
鬚
黒
大
将
さ
ら
に
は
鬚
黒
の
元
の
北
の
方
や
真
木
柱
の
姫
君
と
い
っ

た
人
物
た
ち
の
人
物
造
型
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

須
佐
之
男
命　
　
　
　
　
　

↓　

光
源
氏

須
勢
理
毘
売　
　
　
　
　
　

↓　

玉
鬘

大
穴
牟
遅
神 

（
大
国
主
神
）
↓　

鬚
黒
大
将

稲
羽
の
八
上
比
売　
　
　
　

↓　

元
の
北
の
方

木
俣
神
ま
た
は
御
井
神　
　

↓　

真
木
柱
の
姫
君

　

光
源
氏
は
須
佐
之
男
命
を
モ
デ
ル
と
し
、
鬚
黒
大
将
は
大
穴
牟
遅
神

（
大
国
主
神
）、
玉
鬘
は
そ
の
妻
と
な
っ
た
須
勢
理
毘
売
を
も
と
に
人

物
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

求
婚
に
関
し
て
は
、
も
と
も
と
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
と
須
勢

理
毘
売
二
人
だ
け
の
問
題
だ
っ
た
も
の
を
世
間
へ
と
広
げ
、
競
争
相
手

を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

鬚
黒
が
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連
れ
出
す
突
然
の
行
動
に
は
、
大
穴
牟
遅

神
（
大
国
主
神
）
が
須
勢
理
毘
売
を
連
れ
出
し
て
須
佐
之
男
命
の
も
と

を
逃
げ
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
末
は
、『
竹
取
』
や
『
宇
津
保
』
な
ど

で
は
な
く
、
明
ら
か
に
『
古
事
記
』
の
神
話
を
踏
ま
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

太
政
大
臣
で
あ
っ
た
鬚
黒
が
突
然
亡
く
な
っ
た
の
ち
、
世
間
の
風
向

き
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
何
か
と
苦
労
す
る
鬚
黒
家

の
実
情
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』〈
第
三
部
〉「
竹
河
」
の
巻
へ
と

記
述
が
つ
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
は
『
古
事
記
』
に
お
け

る
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
の
神
話
を
源
泉
と
し
て
成
立
し
た
と
結

論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（ 5 ）

千葉商大紀要　第 58 巻　第 3号（2021 年 3 月）

― 141 ―



国
土
を
支
配
す
る
最
高
権
力
者
と
な
り
な
が
ら
も
、
短
時
日
の
う
ち
に

追
い
払
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

大
穴
牟
遅
神
が
「
大
国
主
神
」
と
な
っ
て
、
日
本
の
国
家
の
運
営
を

任
さ
れ
国
作
り
に
邁
進
し
て
い
た
矢
先
、
出
雲
国
の
伊い

耶ざ

佐さ

の
浜
に
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の
使
者
と
し
て
建た

け

御み
か
ず
ち
の
か
み

雷
神
が
降
り
立
ち
、「
こ
の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
天あ

ま

つ
神
の
子
孫
が
支
配
す
る
国
で
あ
る
。
お
前
の
心
は
ど
う
か
」
と

尋
ね
、
大
国
主
神
に
「
国
譲
り
」
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
大
国
主
神
は
み
ず
か
ら
は
何
も
答
え
ず
、
後
継
者

で
あ
る
八や

重え

事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神か
み

に
答
え
さ
せ
る
。
す
る
と
、
八
重
事
代
主
神
は

受
諾
の
意
向
を
伝
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
国
主
神
の
も
う
一
人
の
重
要

な
息
子
で
あ
る
建た

け

御み

名な

方か
た
の

神か
み

が
千ち

引び
き

の
石い

わ

を
差
し
あ
げ
な
が
ら
登
場

し
、
力
く
ら
べ
を
要
求
。
し
か
し
建
御
名
方
神
は
、
建
御
雷
神
の
霊
威

と
怪
力
に
負
け
て
信
濃
国
ま
で
逃
げ
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
再
び
出
雲
に
立
ち
も
ど
っ
た
建
御
雷
神
は
あ
ら
た
め
て

 

大
国
主
神
に
意
向
を
問
い
た
だ
し
、
正
式
に
天
照
大
御
神
に
服
属
す
る

む
ね
を
承
諾
、
こ
こ
に
晴
れ
て 

「
国
譲
り
」
が
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
に
は
ほ
か
に
も
多
く
の
男
子
が
あ
る
も
の
の
、
後
継
と
し

て
重
要
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
八や

重え

言こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神か
み

」
と
「
建た

け

御み

名な

方か
た
の

神か
み

」
と
い
う
二
柱
の
神
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
鬚
黒
に
は
元
の
北
の
方
と
の
間
に
「
真
木
柱
の

姫
君
」
を
頭
に
男
の
子
が
二
人
お
り
、「
正
妻
」
と
な
っ
た
玉
鬘
と
の

あ
い
だ
に
も
立
て
つ
づ
け
に
男
子
が
誕
生
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
鬚
黒
に
も
ま
た
大
国
主
神
と
同
じ
よ
う
に
、
後
継
者
と
な

る
べ
き
男
子
が
複
数
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
は
誓
っ
て
い
う
。

僕や
つ
か
れ

が
子こ

等ど
も

二
は
し
ら
の
神
が
白ま

を

す
随ま

に
ま

に
、
僕

や
つ
か
れ

は
、
違た

が

は
じ
。
此こ

の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
、
命み

こ
と

の
随ま

に
ま

に
既す

で

に
献

た
て
ま
つ

ら
む
。

 

（『
古
事
記
』〈
新
編
日
本
文
学
全
集
〉、
一
一
一
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
私
の
子
ど
も
二
柱
の
神
が
申
す
こ
と
に
従
い
、
私
は

背
き
ま
せ
ん
。
こ
の
葦あ

し

原は
ら
の

中な
か

国つ
く
に

は
、
仰
せ
の
ま
ま
に
す
っ
か
り
献

上
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
大
国
主
神
は
、「
国
譲
り
」
を
承
諾
し
、
出
雲
に
立
派
な

殿
舎
を
建
て
て
鎮
座
し
た
と
い
う
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
死
ぬ
こ
と
と
鎮
座
す
る
こ
と
と
で
は
意
味
が
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
国
土
の
主
宰
神
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
き

た
大
国
主
神
が
「
国
譲
り
」
を
受
け
入
れ
、
服
属
し
た
う
え
で
、
そ
れ

ま
で
の
権
力
を
行
使
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
死
と
同
等
の
価
値

が
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

地
上
の
支
配
者
で
あ
る
大
国
主
神
が
「
国
譲
り
」
に
よ
っ
て
た
ち
ま

ち
の
う
ち
に
支
配
権
を
奪
わ
れ
、
鎮
座
し
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記

述
は
、「
太
政
大
臣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

ま
た
た
く
ま
に
没
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
鬚
黒
の
物
語
の
原
点
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
、
鬚
黒
が
臣
下
と
し
て
最
高

の
位
で
あ
る
太
政
大
臣
に
就
任
し
た
こ
と
も
、
ま
た
、
せ
っ
か
く
太
政

大
臣
の
地
位
に
就
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
っ
け
な
く
没
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
、
す
べ
て
『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
の
神
話
を

踏
ま
え
た
う
え
で
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
八　

ま
と
め

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
飾
る
「
真
木
柱
」
の

巻
を
中
心
に
『
古
事
記
』
上
巻
の
大
国
主
神
を
め
ぐ
る
神
話
と
の
比
較

を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
。

（ 4 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（五）

　

あ
ら
た
め
て
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
神
話
と
の
共
通
点
を
ま

と
め
て
み
よ
う
。

　

① 
女
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
親
子
関
係
に
ど
ち
ら
も
疑
念
を
有
す

る
点
。

　

②
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
武
器
と
か
か
わ
り
を
有
す
る
点
。

　

③
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
特
異
な
容
姿
容
貌
を
有
す
る
点
。

　

④
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
に
も
す
で
に
正
妻
が
い
る
点
。

　

⑤
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
火
難
に
遭
遇
し
て
い
る
点
。

　

⑥ 

男
主
人
公
の
妻
が
、
男
主
人
公
の
も
と
を
み
ず
か
ら
訣
別
し
て
い

る
点
。

　

⑦
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
女
主
人
公
を
掠
奪
し
て
い
る
点
。

　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
と
な
っ
て
い
る
点
。

　

⑩
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
天
下
を
統
治
す
る
立
場
に
あ
っ
た
点
。

　

⑪ 

男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
短
時
日
の
う
ち
に
天
下
の
統
治
か
ら
退
い

て
い
る
点
。

　

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
真
木
柱
」
を
中
心

と
す
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
源
泉
が
『
古
事
記
』
上
巻
の
日
本
神
話
に

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
は
、
物
語
の
主
要
な
展
開
だ
け
で
な
く
、
玉
鬘

や
鬚
黒
大
将
さ
ら
に
は
鬚
黒
の
元
の
北
の
方
や
真
木
柱
の
姫
君
と
い
っ

た
人
物
た
ち
の
人
物
造
型
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

須
佐
之
男
命　
　
　
　
　
　

↓　

光
源
氏

須
勢
理
毘
売　
　
　
　
　
　

↓　

玉
鬘

大
穴
牟
遅
神 

（
大
国
主
神
）
↓　

鬚
黒
大
将

稲
羽
の
八
上
比
売　
　
　
　

↓　

元
の
北
の
方

木
俣
神
ま
た
は
御
井
神　
　

↓　

真
木
柱
の
姫
君

　

光
源
氏
は
須
佐
之
男
命
を
モ
デ
ル
と
し
、
鬚
黒
大
将
は
大
穴
牟
遅
神

（
大
国
主
神
）、
玉
鬘
は
そ
の
妻
と
な
っ
た
須
勢
理
毘
売
を
も
と
に
人

物
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

求
婚
に
関
し
て
は
、
も
と
も
と
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
と
須
勢

理
毘
売
二
人
だ
け
の
問
題
だ
っ
た
も
の
を
世
間
へ
と
広
げ
、
競
争
相
手

を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

鬚
黒
が
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連
れ
出
す
突
然
の
行
動
に
は
、
大
穴
牟
遅

神
（
大
国
主
神
）
が
須
勢
理
毘
売
を
連
れ
出
し
て
須
佐
之
男
命
の
も
と

を
逃
げ
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
末
は
、『
竹
取
』
や
『
宇
津
保
』
な
ど

で
は
な
く
、
明
ら
か
に
『
古
事
記
』
の
神
話
を
踏
ま
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

太
政
大
臣
で
あ
っ
た
鬚
黒
が
突
然
亡
く
な
っ
た
の
ち
、
世
間
の
風
向

き
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
何
か
と
苦
労
す
る
鬚
黒
家

の
実
情
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』〈
第
三
部
〉「
竹
河
」
の
巻
へ
と

記
述
が
つ
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
は
『
古
事
記
』
に
お
け

る
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
の
神
話
を
源
泉
と
し
て
成
立
し
た
と
結

論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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結
び
―
―
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
の
由
来

第
一
項
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名

　

 

⑫
巻
名
「
真
木
柱
」
に
ち
な
み
、
ど
ち
ら
も
柱
に
「
刺
し
挟
む
」
こ

と
で
共
通
し
て
い
る
点
。

 　

し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
の
神
話
を
踏
ま
え

て
造
型
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
の
展
開
や
人
物
造
型
だ
け

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
そ
の
も
の
の
由

来
に
つ
い
て
も
『
古
事
記
』
神
話
か
ら
の
影
響
を
み
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
に
つ
い
て
、
一
条
兼
良
は
『
花か

鳥ち
よ
う

余よ

情せ
い

』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
五
十
四
帖
の
巻
の
名
に
四
の
意
あ
り
一
に
は
詞
を
と
り
二
に
は

歌
を
と
る
三
に
は
詞
と
哥
と
の
二
を
と
る
四
に
は
歌
も
詞
に
も
な

き
こ
と
を
名
に
せ
り

 

（
伊
井
春
樹
編
『
花
鳥
餘
情
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉）（
14
）

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
一
条
兼
良
は
『
源
氏
物
語
』

五
十
四
帖
の
巻
名
を
、

①
詞
か
ら
と
っ
た
も
の

②
歌
か
ら
と
っ
た
も
の

③
歌
と
詞
の
両
方
か
ら
と
っ
た
も
の

④
歌
に
も
詞
に
も
よ
ら
な
い
も
の

の
四
つ
に
分
類
し
、「
真
木
柱
」
の
巻
名
に
つ
い
て
は
②
「
歌
か
ら
と
っ

た
も
の
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

巻
名
の
由
来
と
な
っ
た
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。

今
は
と
て
宿
離か

れ
ぬ
と
も
馴な

れ
き
つ
る
真ま

木き

の
柱
は
わ
れ
を
忘
る

な

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
今
は
と
て
…
…
（
今
は
か
ぎ
り
と
、
こ
の
お
邸
を
離

れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
な
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
の

真
木
の
柱
は
、
私
を
忘
れ
な
い
で
お
く
れ
）

　

こ
の
と
き
の
姫
君
は
、
こ
の
場
面
か
ら
作
者
に
よ
っ
て
「
真ま

木き

柱ば
し
ら

離

れ
が
た
く
し
た
ま
ひ
し
君
」（「
紅
梅
」
の
巻
、
三
九
頁
）「
真
木
柱
の

姫
君
」（「
若
菜
下
」
の
巻
、
一
五
九
頁
。「
竹
河
」
の
巻
、
八
九
頁
）

あ
る
い
は
単
に
「
真
木
柱
」（「
竹
河
」
の
巻
、
六
五
頁
）
と
呼
称
さ
れ

る
に
い
た
っ
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
印
象
的
な
場
面

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鬚
黒
大
将
が
玉
鬘
に
夢
中
に
な
り
、
北
の
方
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

の
を
に
が
に
が
し
く
思
っ
て
い
た
式
部
卿
宮
は
、
娘
で
あ
る
北
の
方
と

そ
の
子
ど
も
た
ち
を
不
憫
に
思
っ
て
実
家
へ
と
引
き
取
る
決
心
を
す

る
。
北
の
方
は
父
が
差
し
向
け
た
む
か
え
を
受
け
入
れ
、
幼
い
男
君
た

ち
を
集
め
て
観
念
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
姫
君
だ
け
は
父
で
あ
る
鬚
黒
大
将
に
た
い
そ

う
か
わ
い
が
ら
れ
て
き
た
た
め
も
あ
っ
て
か
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
す
ぐ

に
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
せ
め
て
も
う
一
度
逢
っ
て
い
と
ま
乞

い
な
ど
を
申
し
あ
げ
て
か
ら
と
父
の
帰
り
を
待
ち
つ
づ
け
て
い
た
。
し

か
し
、
日
も
暮
れ
よ
う
と
し
、
雪
も
降
っ
て
き
そ
う
な
空
模
様
に
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
父
が
帰
っ
て
く
る
気
配
が
な
い
。
姫
君

は
母
親
に
急
か
さ
れ
、
諦
め
る
よ
う
に
う
な
が
さ
れ
た
う
え
で
、
馴
れ

親
し
ん
だ
家
を
去
る
に
あ
た
っ
て
一
首
の
歌
を
詠
み
あ
げ
た
。
そ
れ
が

こ
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　

歌
に
い
う
「
真
木
の
柱
」
と
は
「
檜ひ

の
き

や
杉
の
柱
」（
15
）
の
こ
と
で
、
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「
立
派
な
建
築
用
の
材
木
」（
16
）
を
い
い
、「
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘

る
な
」
と
絶
唱
し
て
い
る
よ
う
に
、「
柱
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
家
や
父

親
へ
の
執
着
を
表
現
」（
17
）
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

第
二
項　
「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」
柱

　

と
こ
ろ
で
、「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
の
語
に
〈
家
ぼ
め
〉〈
室
ほ
ぎ
〉

が
あ
る
と
し
て
こ
の
歌
に
そ
れ
ら
の
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ

る
。「

真
木
の
柱
は
」
と
詠
む
姫
君
は
、
御み

巫
か
ん
な
ぎ

お
よ
び
忌
部
の
役
割
を

担
い
、
自
身
が
去
る
邸
に
お
い
て
「
大
殿
祭
」
の
形
式
を
な
ぞ
る

ご
と
く
、「
家
ぼ
め
」「
室
ほ
ぎ
」
を
柱
に
向
か
っ
て
行
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。「
真
木
柱
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、
柱
に
象

徴
さ
れ
る
家
へ
の
「
称た

た
へ

辞ご
と

」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
家
ぼ
め
」「
室

ほ
ぎ
」
と
い
う
行
為
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

　

堀
淳
一「
家
を
祀
る
童
女
―
―
真
木
柱
姫
君
詠
歌
の
意
味（
そ
の
二
）」

（
18
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
真
木
柱
の
姫
君
は
御
巫
や
忌
部
の
役
割
を
担
い
、

「
大
殿
祭
」
の
形
式
を
な
ぞ
る
こ
と
で
柱
に
向
か
っ
て
〈
家
ぼ
め
〉〈
室

ほ
ぎ
〉
の
行
為
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
歌
に
、
そ
れ
ら
を
読
み
と

ろ
う
と
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
索
引
』（
19
）
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
「
柱
」
の
用
語
例
は
十
四
例
、「
真
木
柱
」「
真
木
の
柱
」
の

用
語
例
は
十
例
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
う
ち
〈
家
ぼ
め
〉〈
室
ほ
ぎ
〉
を

詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
源
氏
物
語
』
の
「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
の
用
例

の
多
く
に
は
き
わ
め
て
特
徴
的
な
表
現
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

そ
の
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
、
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た

ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
の
巻
、
一
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
君
の
お
出
入
り
な
さ
っ
て
い
た
あ
た
り
や
、
も
た
れ

て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
柱
な
ど
を
ご
ら
ん
に
な
る
に
も
、

お
胸
が
ふ
さ
が
る
ば
か
り
で
…
…
。

　

須
磨
に
退
去
し
た
光
源
氏
の
こ
と
を
都
に
と
り
残
さ
れ
た
紫
の
上
が

し
の
ぶ
場
面
で
あ
る
。
紫
の
上
は
、
源
氏
が
出
入
り
し
て
い
た
あ
た
り

や
常
日
頃
も
た
れ
か
か
っ
て
す
わ
っ
て
い
た
真
木
柱
な
ど
を
見
て
は
、

源
氏
が
今
こ
こ
に
い
な
い
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
を
痛
切
に
感
じ

取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
真
木
柱
」
は
、
源
氏
が
常
日
頃
も
た
れ
か
か
っ

て
い
た
日
常
そ
の
も
の
を
表
象
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
そ
う
し
た
「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
に
対
す
る
感
覚
は
、
こ

の
用
例
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
を
み
て
み
る
と
、「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」
の
用

例
に
は
「
寄
り
ゐ
」「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」「
寄
り
か
か
る
」
と
い
っ
た
表

現
が
か
ら
み
つ
い
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
を
例
挙
し
て
み
よ
う
。

中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇け

ふ

息そ
く

の
上
に
経
を
置
き
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
の
巻
、
二
〇
六
頁
）
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結
び
―
―
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
の
由
来

第
一
項
「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名

　

 

⑫
巻
名
「
真
木
柱
」
に
ち
な
み
、
ど
ち
ら
も
柱
に
「
刺
し
挟
む
」
こ

と
で
共
通
し
て
い
る
点
。

 　

し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
の
神
話
を
踏
ま
え

て
造
型
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
の
展
開
や
人
物
造
型
だ
け

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
そ
の
も
の
の
由

来
に
つ
い
て
も
『
古
事
記
』
神
話
か
ら
の
影
響
を
み
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
に
つ
い
て
、
一
条
兼
良
は
『
花か

鳥ち
よ
う

余よ

情せ
い

』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
五
十
四
帖
の
巻
の
名
に
四
の
意
あ
り
一
に
は
詞
を
と
り
二
に
は

歌
を
と
る
三
に
は
詞
と
哥
と
の
二
を
と
る
四
に
は
歌
も
詞
に
も
な

き
こ
と
を
名
に
せ
り

 

（
伊
井
春
樹
編
『
花
鳥
餘
情
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉）（
14
）

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
一
条
兼
良
は
『
源
氏
物
語
』

五
十
四
帖
の
巻
名
を
、

①
詞
か
ら
と
っ
た
も
の

②
歌
か
ら
と
っ
た
も
の

③
歌
と
詞
の
両
方
か
ら
と
っ
た
も
の

④
歌
に
も
詞
に
も
よ
ら
な
い
も
の

の
四
つ
に
分
類
し
、「
真
木
柱
」
の
巻
名
に
つ
い
て
は
②
「
歌
か
ら
と
っ

た
も
の
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

巻
名
の
由
来
と
な
っ
た
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。

今
は
と
て
宿
離か

れ
ぬ
と
も
馴な

れ
き
つ
る
真ま

木き

の
柱
は
わ
れ
を
忘
る

な

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
今
は
と
て
…
…
（
今
は
か
ぎ
り
と
、
こ
の
お
邸
を
離

れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
な
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
の

真
木
の
柱
は
、
私
を
忘
れ
な
い
で
お
く
れ
）

　

こ
の
と
き
の
姫
君
は
、
こ
の
場
面
か
ら
作
者
に
よ
っ
て
「
真ま

木き

柱ば
し
ら

離

れ
が
た
く
し
た
ま
ひ
し
君
」（「
紅
梅
」
の
巻
、
三
九
頁
）「
真
木
柱
の

姫
君
」（「
若
菜
下
」
の
巻
、
一
五
九
頁
。「
竹
河
」
の
巻
、
八
九
頁
）

あ
る
い
は
単
に
「
真
木
柱
」（「
竹
河
」
の
巻
、
六
五
頁
）
と
呼
称
さ
れ

る
に
い
た
っ
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
印
象
的
な
場
面

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鬚
黒
大
将
が
玉
鬘
に
夢
中
に
な
り
、
北
の
方
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

の
を
に
が
に
が
し
く
思
っ
て
い
た
式
部
卿
宮
は
、
娘
で
あ
る
北
の
方
と

そ
の
子
ど
も
た
ち
を
不
憫
に
思
っ
て
実
家
へ
と
引
き
取
る
決
心
を
す

る
。
北
の
方
は
父
が
差
し
向
け
た
む
か
え
を
受
け
入
れ
、
幼
い
男
君
た

ち
を
集
め
て
観
念
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
姫
君
だ
け
は
父
で
あ
る
鬚
黒
大
将
に
た
い
そ

う
か
わ
い
が
ら
れ
て
き
た
た
め
も
あ
っ
て
か
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
す
ぐ

に
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
せ
め
て
も
う
一
度
逢
っ
て
い
と
ま
乞

い
な
ど
を
申
し
あ
げ
て
か
ら
と
父
の
帰
り
を
待
ち
つ
づ
け
て
い
た
。
し

か
し
、
日
も
暮
れ
よ
う
と
し
、
雪
も
降
っ
て
き
そ
う
な
空
模
様
に
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
父
が
帰
っ
て
く
る
気
配
が
な
い
。
姫
君

は
母
親
に
急
か
さ
れ
、
諦
め
る
よ
う
に
う
な
が
さ
れ
た
う
え
で
、
馴
れ

親
し
ん
だ
家
を
去
る
に
あ
た
っ
て
一
首
の
歌
を
詠
み
あ
げ
た
。
そ
れ
が

こ
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　

歌
に
い
う
「
真
木
の
柱
」
と
は
「
檜ひ

の
き

や
杉
の
柱
」（
15
）
の
こ
と
で
、
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「
立
派
な
建
築
用
の
材
木
」（
16
）
を
い
い
、「
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘

る
な
」
と
絶
唱
し
て
い
る
よ
う
に
、「
柱
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
家
や
父

親
へ
の
執
着
を
表
現
」（
17
）
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

第
二
項　
「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」
柱

　

と
こ
ろ
で
、「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
の
語
に
〈
家
ぼ
め
〉〈
室
ほ
ぎ
〉

が
あ
る
と
し
て
こ
の
歌
に
そ
れ
ら
の
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ

る
。「

真
木
の
柱
は
」
と
詠
む
姫
君
は
、
御み

巫
か
ん
な
ぎ

お
よ
び
忌
部
の
役
割
を

担
い
、
自
身
が
去
る
邸
に
お
い
て
「
大
殿
祭
」
の
形
式
を
な
ぞ
る

ご
と
く
、「
家
ぼ
め
」「
室
ほ
ぎ
」
を
柱
に
向
か
っ
て
行
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。「
真
木
柱
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、
柱
に
象

徴
さ
れ
る
家
へ
の
「
称た

た
へ

辞ご
と

」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
家
ぼ
め
」「
室

ほ
ぎ
」
と
い
う
行
為
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

　

堀
淳
一「
家
を
祀
る
童
女
―
―
真
木
柱
姫
君
詠
歌
の
意
味（
そ
の
二
）」

（
18
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
真
木
柱
の
姫
君
は
御
巫
や
忌
部
の
役
割
を
担
い
、

「
大
殿
祭
」
の
形
式
を
な
ぞ
る
こ
と
で
柱
に
向
か
っ
て
〈
家
ぼ
め
〉〈
室

ほ
ぎ
〉
の
行
為
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
歌
に
、
そ
れ
ら
を
読
み
と

ろ
う
と
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
索
引
』（
19
）
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
「
柱
」
の
用
語
例
は
十
四
例
、「
真
木
柱
」「
真
木
の
柱
」
の

用
語
例
は
十
例
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
う
ち
〈
家
ぼ
め
〉〈
室
ほ
ぎ
〉
を

詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
源
氏
物
語
』
の
「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
の
用
例

の
多
く
に
は
き
わ
め
て
特
徴
的
な
表
現
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

そ
の
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
、
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た

ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
の
巻
、
一
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
君
の
お
出
入
り
な
さ
っ
て
い
た
あ
た
り
や
、
も
た
れ

て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
柱
な
ど
を
ご
ら
ん
に
な
る
に
も
、

お
胸
が
ふ
さ
が
る
ば
か
り
で
…
…
。

　

須
磨
に
退
去
し
た
光
源
氏
の
こ
と
を
都
に
と
り
残
さ
れ
た
紫
の
上
が

し
の
ぶ
場
面
で
あ
る
。
紫
の
上
は
、
源
氏
が
出
入
り
し
て
い
た
あ
た
り

や
常
日
頃
も
た
れ
か
か
っ
て
す
わ
っ
て
い
た
真
木
柱
な
ど
を
見
て
は
、

源
氏
が
今
こ
こ
に
い
な
い
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
を
痛
切
に
感
じ

取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
真
木
柱
」
は
、
源
氏
が
常
日
頃
も
た
れ
か
か
っ

て
い
た
日
常
そ
の
も
の
を
表
象
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
そ
う
し
た
「
柱
」
や
「
真
木
柱
」
に
対
す
る
感
覚
は
、
こ

の
用
例
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
を
み
て
み
る
と
、「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」
の
用

例
に
は
「
寄
り
ゐ
」「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」「
寄
り
か
か
る
」
と
い
っ
た
表

現
が
か
ら
み
つ
い
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
を
例
挙
し
て
み
よ
う
。

中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇け

ふ

息そ
く

の
上
に
経
を
置
き
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
の
巻
、
二
〇
六
頁
）

（ 7 ）
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〔
現
代
語
訳
〕（
尼
君
が
）
中
の
柱
に
身
を
寄
せ
て
す
わ
り
、
脇き

よ
う

息そ
く

の

上
に
経
巻
を
置
い
て
…
…
。

柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
夕ゆ

ふ

映ば

え
い
と
め
で
た
し
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
の
巻
、
四
五
九
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
光
源
氏
が
）
柱
に
も
た
れ
て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
お
姿
が
、
夕
暮
の
薄
明
り
に
映
え
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
お

み
ご
と
で
あ
る
。

御
几き

帳ち
や
う

引
き
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
母も

屋や

の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
、

い
と
き
よ
げ
に
、心
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
し
て
も
の
し
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
、
一
二
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
御
几
帳
を
お
引
き
の
け
に
な
る
と
、（
明
石
の
）
御
方

は
母
屋
の
柱
に
寄
り
添
っ
て
、
じ
っ
さ
い
い
か
に
も
美
し
く
、
気

の
ひ
け
る
ほ
ど
の
み
ご
と
な
ご
様
子
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
を
も
、
若
き
人
々
は
の
ぞ
き
て
め
で
た
て

ま
つ
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
椎
本
」
の
巻
、
二
一
二
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
が
）
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
お
姿
を
、
若
い
女
房
た
ち
は
の
ぞ
き
見
て
お
ほ
め
申
し
あ
げ
て

い
る
。

常
よ
り
も
昔
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
え
つ
つ
み
あ
へ
で
、
寄
り
ゐ

た
ま
へ
る
柱
も
と
の
簾す

だ
れ

の
下し

た

よ
り
、
や
を
ら
お
よ
び
て
御
袖そ

で

を
と

ら
へ
つ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
宿
木
」
の
巻
、
四
二
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
）
中
納
言
は
い
つ
に
も
ま
し
て
亡
き
姉
君
の
こ
と

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
も
う
こ
ら
え
き
れ
な
く

て
、
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
柱
の
そ
ば
の
御み

簾す

の
下
か

ら
、
そ
っ
と
身
を
の
ば
し
て
女
君
の
お
袖そ

で

を
と
ら
え
た
。

寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥し
と
ね

も
、
な
ご
り
匂に

ほ

へ
る
移
り

香が

、
言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
東
屋
」
の
巻
、
五
四︲

五
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
）
大
将
が
寄
り
か
か
っ
て
お
い
で
に
な
っ
た
真ま

木き
ば

柱し
ら

に
も
褥し

と
ね

に
も
、
あ
と
に
残
り
た
だ
よ
う
移
り
香
が
、
い
ま
さ
ら

そ
れ
を
言
う
の
も
わ
ざ
と
ら
し
い
く
ら
い
に
無
類
の
か
ぐ
わ
し
さ

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、 『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る 「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」

の
用
例
に
は
「
寄
り
ゐ
」「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」「
寄
り
か
か
る
」
と
い
う

表
現
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、「
柱
」
や
「
真

木
柱
」
が
日
常
寄
り
か
か
り
、
も
た
れ
か
か
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」
と
い
う
用
例
に
は
常
日
頃
寄
り
か
か

り
、
も
た
れ
か
か
る
日
常
的
愛
着
の
象
徴
的
表
現
が
あ
る
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

当
該
歌
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ま
一
度
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
み
て
み
よ
う
。

常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
東

ひ
ん
が
し

面お
も
て

の
柱
を
人
に
譲
る
心
地
し
た
ま
ふ
も

あ
は
れ
に
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
姫
君
は
、
い
つ
も
ご
自
分
が
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
東
面
の
柱
を
、
こ
れ
か
ら
は
他ほ

か
の
ひ
と人
に
譲
っ
て
し
ま
う
よ
う

（ 8 ）
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な
気
が
な
さ
る
の
も
せ
つ
な
く
て
…
…
。

今
は
と
て
宿
離か

れ
ぬ
と
も
馴な

れ
き
つ
る
真ま

木き

の
柱
は
わ
れ
を
忘
る

な

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
今
は
と
て
…
…
（
今
は
か
ぎ
り
と
、
こ
の
お
邸
を
離

れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
な
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
の

真
木
の
柱
は
、
私
を
忘
れ
な
い
で
お
く
れ
）

　

つ
ま
り
、
ご
自
分
が
い
つ
も
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
東
面
の

柱
、そ
れ
を
こ
れ
か
ら
は
他
人
に
譲
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
せ
つ
な
く
て
、

そ
う
し
た
日
常
的
な
慣
習
が
断
た
れ
、
そ
れ
が
別
の
人
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
言
い
よ
う
の
な
い
寂
寥
感
が
こ
の
歌
の
背
後

に
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
真
木
柱
」
も
ま
た
〈
家
ぼ
め
〉

〈
室
ほ
ぎ
〉
な
ど
で
は
な
く
、
日
常
的
愛
着
の
象
徴
的
表
現
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
、
姫
君
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
を

あ
と
に
す
る
こ
と
へ
の
悲
哀
を
日
常
的
愛
着
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
愛

惜
か
ら
歌
を
詠
ん
で
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

第
三
項
「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
行
為

　

む
し
ろ
、
こ
の
場
面
で
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
真
木
柱

の
姫
君
が
詠
ん
だ
歌
を
み
ず
か
ら
柱
の
割
れ
目
に
「
刺
し
挟
む
」
と
し

て
い
る
行
為
そ
の
も
の
な
の
だ
。

姫
君
、
檜ひ

皮は
だ

色い
ろ

の
紙
の
重か

さ

ね
、
た
だ
い
さ
さ
か
に
書
き
て
、
柱
の

乾ひ

割わ

れ
た
る
は
さ
ま
に
、
笄

か
う
が
い

の
先
し
て
押
し
入
れ
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
檜ひ

皮わ
だ

色い
ろ

の
紙
を
重
ね
た
の
に
、
ほ
ん
の
一
筆
書
き
つ

け
て
、柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙す

き

間ま

に
笄

こ
う
が
い

の
先
で
お
差
し
入
れ
に
な
る
。

　

こ
こ
で
真
木
柱
の
姫
君
は
、み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
紙
に
書
き
つ
け
、

そ
の
紙
を
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙
間
に
笄
の
先
で
も
っ
て
差
し
挟
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

歌
を
柱
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
行
為
は
「
手
習
」
の
巻
（
三
五
九
頁
）

に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
柱
の
割
れ
目
に

「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
行
動
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ほ
か
の
「
柱
」「
真
木
柱
」
の
用
例
に
は
け
っ
し
て
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
の
場
面
独
自
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
作
者
は
真
木
柱
の
姫
君
に
詠
ん
だ
歌
を
柱
の

割
れ
目
に
「
刺
し
挟
む
」
な
ど
と
い
う
行
為
に
お
よ
ば
せ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
う
考
え
た
時
、
や
は
り
参
考
と
な
る
の
は
『
古
事
記
』
の
神
話
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
条く

だ

り
に
は
次
の
よ
う
な
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
が
須
勢
理
毘
売
を
背
に
負
っ
て
黄よ

も
つ泉

ひ
ら
坂
を
逃
げ
去

り
、
一
段
落
し
た
の
ち
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
み
ら
れ
る
。

故か
れ

、
其そ

の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先さ

き

の
期ち

ぎ
り

の
如ご

と

く
み
と
あ
た
は
し
つ
。
故
、

其
の
八
上
比
売
は
、
率ゐ

て
来
つ
れ
ど
も
、
其
の
適む

か

妻ひ
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
畏か

し
こ

み
て
、其
の
生う

め
る
子
を
ば
木
の
俣ま

た

に
刺
し
挟は

さ

み
て
返か

へ

り
き
。

故
、
其
の
子
を
名な

づ
け
て
木き

俣ま
た
の

神か
み

と
云い

ふ
。
亦ま

た

の
名
は
、
御み

井ゐ
の

神か
み

と
謂い

ふ
。

（ 9 ）
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〔
現
代
語
訳
〕（
尼
君
が
）
中
の
柱
に
身
を
寄
せ
て
す
わ
り
、
脇き

よ
う

息そ
く

の

上
に
経
巻
を
置
い
て
…
…
。

柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
夕ゆ

ふ

映ば

え
い
と
め
で
た
し
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
の
巻
、
四
五
九
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
光
源
氏
が
）
柱
に
も
た
れ
て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
お
姿
が
、
夕
暮
の
薄
明
り
に
映
え
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
お

み
ご
と
で
あ
る
。

御
几き

帳ち
や
う

引
き
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
母も

屋や

の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
、

い
と
き
よ
げ
に
、心
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
し
て
も
の
し
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
、
一
二
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
御
几
帳
を
お
引
き
の
け
に
な
る
と
、（
明
石
の
）
御
方

は
母
屋
の
柱
に
寄
り
添
っ
て
、
じ
っ
さ
い
い
か
に
も
美
し
く
、
気

の
ひ
け
る
ほ
ど
の
み
ご
と
な
ご
様
子
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
を
も
、
若
き
人
々
は
の
ぞ
き
て
め
で
た
て

ま
つ
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
椎
本
」
の
巻
、
二
一
二
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
が
）
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
す
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
お
姿
を
、
若
い
女
房
た
ち
は
の
ぞ
き
見
て
お
ほ
め
申
し
あ
げ
て

い
る
。

常
よ
り
も
昔
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
え
つ
つ
み
あ
へ
で
、
寄
り
ゐ

た
ま
へ
る
柱
も
と
の
簾す

だ
れ

の
下し

た

よ
り
、
や
を
ら
お
よ
び
て
御
袖そ

で

を
と

ら
へ
つ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
宿
木
」
の
巻
、
四
二
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
）
中
納
言
は
い
つ
に
も
ま
し
て
亡
き
姉
君
の
こ
と

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
も
う
こ
ら
え
き
れ
な
く

て
、
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
柱
の
そ
ば
の
御み

簾す

の
下
か

ら
、
そ
っ
と
身
を
の
ば
し
て
女
君
の
お
袖そ

で

を
と
ら
え
た
。

寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥し
と
ね

も
、
な
ご
り
匂に

ほ

へ
る
移
り

香が

、
言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
東
屋
」
の
巻
、
五
四︲

五
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕（
薫
）
大
将
が
寄
り
か
か
っ
て
お
い
で
に
な
っ
た
真ま

木き
ば

柱し
ら

に
も
褥し

と
ね

に
も
、
あ
と
に
残
り
た
だ
よ
う
移
り
香
が
、
い
ま
さ
ら

そ
れ
を
言
う
の
も
わ
ざ
と
ら
し
い
く
ら
い
に
無
類
の
か
ぐ
わ
し
さ

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、 『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る 「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」

の
用
例
に
は
「
寄
り
ゐ
」「
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」「
寄
り
か
か
る
」
と
い
う

表
現
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、「
柱
」
や
「
真

木
柱
」
が
日
常
寄
り
か
か
り
、
も
た
れ
か
か
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
「
柱
」
あ
る
い
は
「
真
木
柱
」
と
い
う
用
例
に
は
常
日
頃
寄
り
か
か

り
、
も
た
れ
か
か
る
日
常
的
愛
着
の
象
徴
的
表
現
が
あ
る
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

当
該
歌
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ま
一
度
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
み
て
み
よ
う
。

常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
東

ひ
ん
が
し

面お
も
て

の
柱
を
人
に
譲
る
心
地
し
た
ま
ふ
も

あ
は
れ
に
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
姫
君
は
、
い
つ
も
ご
自
分
が
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
東
面
の
柱
を
、
こ
れ
か
ら
は
他ほ

か
の
ひ
と人
に
譲
っ
て
し
ま
う
よ
う

（ 8 ）
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な
気
が
な
さ
る
の
も
せ
つ
な
く
て
…
…
。

今
は
と
て
宿
離か

れ
ぬ
と
も
馴な

れ
き
つ
る
真ま

木き

の
柱
は
わ
れ
を
忘
る

な

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
今
は
と
て
…
…
（
今
は
か
ぎ
り
と
、
こ
の
お
邸
を
離

れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
な
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
の

真
木
の
柱
は
、
私
を
忘
れ
な
い
で
お
く
れ
）

　

つ
ま
り
、
ご
自
分
が
い
つ
も
寄
り
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
東
面
の

柱
、そ
れ
を
こ
れ
か
ら
は
他
人
に
譲
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
せ
つ
な
く
て
、

そ
う
し
た
日
常
的
な
慣
習
が
断
た
れ
、
そ
れ
が
別
の
人
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
言
い
よ
う
の
な
い
寂
寥
感
が
こ
の
歌
の
背
後

に
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
真
木
柱
」
も
ま
た
〈
家
ぼ
め
〉

〈
室
ほ
ぎ
〉
な
ど
で
は
な
く
、
日
常
的
愛
着
の
象
徴
的
表
現
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
、
姫
君
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
を

あ
と
に
す
る
こ
と
へ
の
悲
哀
を
日
常
的
愛
着
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
愛

惜
か
ら
歌
を
詠
ん
で
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

第
三
項
「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
行
為

　

む
し
ろ
、
こ
の
場
面
で
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
真
木
柱

の
姫
君
が
詠
ん
だ
歌
を
み
ず
か
ら
柱
の
割
れ
目
に
「
刺
し
挟
む
」
と
し

て
い
る
行
為
そ
の
も
の
な
の
だ
。

姫
君
、
檜ひ

皮は
だ

色い
ろ

の
紙
の
重か

さ

ね
、
た
だ
い
さ
さ
か
に
書
き
て
、
柱
の

乾ひ

割わ

れ
た
る
は
さ
ま
に
、
笄

か
う
が
い

の
先
し
て
押
し
入
れ
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻　

三
七
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
檜ひ

皮わ
だ

色い
ろ

の
紙
を
重
ね
た
の
に
、
ほ
ん
の
一
筆
書
き
つ

け
て
、柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙す

き

間ま

に
笄

こ
う
が
い

の
先
で
お
差
し
入
れ
に
な
る
。

　

こ
こ
で
真
木
柱
の
姫
君
は
、み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
紙
に
書
き
つ
け
、

そ
の
紙
を
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙
間
に
笄
の
先
で
も
っ
て
差
し
挟
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

歌
を
柱
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
行
為
は
「
手
習
」
の
巻
（
三
五
九
頁
）

に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
柱
の
割
れ
目
に

「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
行
動
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ほ
か
の
「
柱
」「
真
木
柱
」
の
用
例
に
は
け
っ
し
て
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
の
場
面
独
自
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
作
者
は
真
木
柱
の
姫
君
に
詠
ん
だ
歌
を
柱
の

割
れ
目
に
「
刺
し
挟
む
」
な
ど
と
い
う
行
為
に
お
よ
ば
せ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
う
考
え
た
時
、
や
は
り
参
考
と
な
る
の
は
『
古
事
記
』
の
神
話
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
条く

だ

り
に
は
次
の
よ
う
な
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
国
主
神
が
須
勢
理
毘
売
を
背
に
負
っ
て
黄よ

も
つ泉
ひ
ら
坂
を
逃
げ
去

り
、
一
段
落
し
た
の
ち
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
み
ら
れ
る
。

故か
れ

、
其そ

の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先さ

き

の
期ち

ぎ
り

の
如ご

と

く
み
と
あ
た
は
し
つ
。
故
、

其
の
八
上
比
売
は
、
率ゐ

て
来
つ
れ
ど
も
、
其
の
適む

か

妻ひ
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
畏か

し
こ

み
て
、其
の
生う

め
る
子
を
ば
木
の
俣ま

た

に
刺
し
挟は

さ

み
て
返か

へ

り
き
。

故
、
其
の
子
を
名な

づ
け
て
木き

俣ま
た
の

神か
み

と
云い

ふ
。
亦ま

た

の
名
は
、
御み

井ゐ
の

神か
み

と
謂い

ふ
。
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（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
さ
て
、
あ
の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先
の
約
束
の
と
お
り
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

と
結
婚
な
さ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
八
上
比
売
を
連
れ

て
来
た
け
れ
ど
も
、
正
妻
の
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
お
そ
れ
て
、
自
分
の

生
ん
だ
子
を
木
の
叉ま

た

に
さ
し
挟
ん
で
帰
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
子

を
名
付
け
て
木き

俣ま
た
の

神か
み

と
い
う
。
ま
た
の
名
は
御み

井い
の

神か
み

と
い
う
。

　

こ
こ
に
久
か
た
ぶ
り
に
「
八
上
比
売
」
が
登
場
し
て
い
る
。
大
穴
牟

遅
神
が
八
十
神
の
従
者
と
し
て
稲
羽
に
出
向
い
た
の
は
も
と
も
と
八
十

神
た
ち
が
「
八
上
比
売
」
の
も
と
へ
求
婚
に
出
か
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
大
穴
牟
遅
神
が
須
佐
之
男
の
住
む
「
根
の
堅
州
国
」
を
訪

問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
ひ
と
え
に
「
八
上
比
売
」
求
婚
譚
の
途
上

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、 

大
穴
牟
遅
神
す
な
わ
ち
大
国
主
神
は
須
勢
理
毘
売

と
結
婚
す
る
以
前
に
す
で
に 

八
上
比
売
と
結
ば
れ
、
二
人
の
あ
い
だ
に

は
子
宝
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

大
国
主
神
に
は
須
勢
理
毘
売
と
い
う
「
正
妻
」
が
い
た
た
め
に
八
上
比

売
が
そ
れ
に
お
そ
れ
を
な
し
て
、
み
ず
か
ら
生
ん
だ
子
ど
も
を
木
の
叉

に
さ
し
挟
ん
で
本
国
へ
と
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
の
神
話
を
『
源
氏
物
語
』
に
移
し
変
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

大
穴
牟
遅
神
す
な
わ
ち
大
国
主
神
を
モ
デ
ル
と
し
た
鬚
黒
大
将
は
、

須
勢
理
毘
売
を
モ
デ
ル
と
し
た
玉
鬘
と
結
婚
す
る
以
前
に
す
で
に
八
上

比
売
な
ら
ぬ
北
の
方
と
む
す
ば
れ
、
子
宝
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
。
と
こ
ろ
が
、
北
の
方
は
鬚
黒
大
将
が
若
い
玉
鬘
に
夢
中
に
な
っ

て
い
た
た
め
に
夫
に
愛
想
が
つ
き
、
子
ど
も
が
詠
ん
だ
歌
を
柱
の
隙
間

に
挿
し
挟
む
の
を
待
っ
て
実
家
へ
と
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
い
ず
れ
も
離
別
の
場
面
で
あ
る
こ
と
で
共
通

し
、
い
ず
れ
も
夫
の
愛
想
づ
か
し
に
業
を
に
や
し
た
妻
の
方
が
怒
っ
て

離
別
し
て
い
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
で
は
生
ん
だ
わ
が
子
を
「
木
の
俣
に
刺
し
挟
」

む
と
い
う
異
様
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
を
、『
源
氏
物
語
』
で
は
子

ど
も
が
み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
「
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙す

き

間ま

に
笄

こ
う
が
い

の
先

で
お
差
し
入
れ
に
な
る
」
と
い
う
行
動
へ
と
変
化
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
八
上
比
売
が
大
穴
牟
遅
神
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
を

木
の
叉
に
さ
し
挟
ん
だ
と
い
う
乱
暴
と
も
い
え
る
神
話
的
表
現
が
、
鬚

黒
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
別
離
の
歌
を
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙
間
に
笄

の
先
で
も
っ
て
差
し
入
れ
る
と
い
う
話
へ
と
文
芸
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
古
事
記
』
の
神
話
を
も
と
に
『
源
氏
物
語
』

の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

夫
が
若
く
高
貴
な
身
分
の
女
性
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
妻
と
し
て
長

年
夫
に
仕
え
て
き
た
女
性
が
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
さ
ま
は
、 『
源
氏

物
語
』〈
第
二
部
〉
を
想
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
北
の

方
と
玉
鬘
」
の
関
係
は
、「
紫
の
上
と
女
三
宮
」
の
関
係
に
似
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
若
い
う
え
に
身
分
の
高
い
女
三
宮
が
光
源
氏
の
も
と
に

降
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
だ
れ
よ
り
も
愛
さ
れ
特
別
あ
つ

か
い
を
受
け
て
き
た
紫
の
上
は
、「
妻
の
座
」
を
お
び
や
か
さ
れ
深
い

懊
悩
へ
と
た
た
き
落
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。

　

そ
う
し
た『
源
氏
物
語
』〈
第
二
部
〉の
根
幹
と
な
る
べ
き
設
定
の〈
原

点
〉
に
も
や
は
り
『
古
事
記
』
の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
真
木
柱
」
の
巻
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
神
話
が
す
べ
て
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
神
話
も
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
一
切
記
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、『
古
事
記
』
に
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（ 10 ）
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と
い
う
こ
と
は
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
結
末
が
『
古
事
記
』
上
巻
の

神
話
を
〈
源
泉
〉
と
し
て
創
作
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
「
真

木
柱
」
と
い
う
巻
名
自
体
が
『
古
事
記
』
の
神
話
に
由
来
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
の
由
来
も
ま
た
『
古
事
記
』

の
神
話
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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、

一
七
三
頁
。

（
4
） 　
『
日
本
史
大
事
典
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、

五
一
二
頁
。

（
5
） 　
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
二
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
六
七

︲

八
六
八
頁
。

（
6
） 　

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
、
八
五
頁
。

（
7
） 　 『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
神
代
八
之
巻
根
堅
洲
国
の
段
、

担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
四
六
一
頁
。

（
8
） 　

植
松
安
・
大
塚
龍
夫
『
古
事
記
全
釋
』
広
文
館
書
店
、

一
九
二
五
年
、
九
〇
頁
。

（
9
） 　 

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注 

『
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
。

（
10
） 　

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

一
三
〇
頁
。

（
11
）  　

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
・
訳
『
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
。

 

（
12
） 　

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
〉、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
九
五
頁
。

（
13
） 　

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
頁
。

（
14
） 　  

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
一
頁
。
伊
井
春
樹
編
『
花
鳥
餘
情
』〈
源
氏
物

語
古
注
集
成
〉
巻
一
七
、
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
八
頁
。

 

（
15
） 　
『
源
氏
物
語
注
釈
』
六
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
三

頁
。

 

（
16
） 　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・

今
西
裕
一
郎
校
注
『
源
氏
物
語
』
三
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
二
七
頁
。

（
17
） 　

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
、
三
六
五

頁
。

（
18
） 　 

堀
淳
一
「
家
を
祀
る
童
女
―
―
真
木
柱
姫
君
詠
歌
の
意
味
（
そ

の
二
）」
仁
平
道
明
編
『
真
木
柱
』〈
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識
〉、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
一
頁
。

（
19
） 　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐

一
郎
編
『
源
氏
物
語
索
引
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
別
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

 

（
二
〇
二
一
．
一
．
二
八
受
稿
、
二
〇
二
一
．
三
．
九
受
理
）

（ 11 ）
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（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
さ
て
、
あ
の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先
の
約
束
の
と
お
り
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

と
結
婚
な
さ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
八
上
比
売
を
連
れ

て
来
た
け
れ
ど
も
、
正
妻
の
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
お
そ
れ
て
、
自
分
の

生
ん
だ
子
を
木
の
叉ま

た

に
さ
し
挟
ん
で
帰
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
子

を
名
付
け
て
木き

俣ま
た
の

神か
み

と
い
う
。
ま
た
の
名
は
御み

井い
の

神か
み

と
い
う
。

　

こ
こ
に
久
か
た
ぶ
り
に
「
八
上
比
売
」
が
登
場
し
て
い
る
。
大
穴
牟

遅
神
が
八
十
神
の
従
者
と
し
て
稲
羽
に
出
向
い
た
の
は
も
と
も
と
八
十

神
た
ち
が
「
八
上
比
売
」
の
も
と
へ
求
婚
に
出
か
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
大
穴
牟
遅
神
が
須
佐
之
男
の
住
む
「
根
の
堅
州
国
」
を
訪

問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
ひ
と
え
に
「
八
上
比
売
」
求
婚
譚
の
途
上

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、 

大
穴
牟
遅
神
す
な
わ
ち
大
国
主
神
は
須
勢
理
毘
売

と
結
婚
す
る
以
前
に
す
で
に 

八
上
比
売
と
結
ば
れ
、
二
人
の
あ
い
だ
に

は
子
宝
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

大
国
主
神
に
は
須
勢
理
毘
売
と
い
う
「
正
妻
」
が
い
た
た
め
に
八
上
比

売
が
そ
れ
に
お
そ
れ
を
な
し
て
、
み
ず
か
ら
生
ん
だ
子
ど
も
を
木
の
叉

に
さ
し
挟
ん
で
本
国
へ
と
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
の
神
話
を
『
源
氏
物
語
』
に
移
し
変
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

大
穴
牟
遅
神
す
な
わ
ち
大
国
主
神
を
モ
デ
ル
と
し
た
鬚
黒
大
将
は
、

須
勢
理
毘
売
を
モ
デ
ル
と
し
た
玉
鬘
と
結
婚
す
る
以
前
に
す
で
に
八
上

比
売
な
ら
ぬ
北
の
方
と
む
す
ば
れ
、
子
宝
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
。
と
こ
ろ
が
、
北
の
方
は
鬚
黒
大
将
が
若
い
玉
鬘
に
夢
中
に
な
っ

て
い
た
た
め
に
夫
に
愛
想
が
つ
き
、
子
ど
も
が
詠
ん
だ
歌
を
柱
の
隙
間

に
挿
し
挟
む
の
を
待
っ
て
実
家
へ
と
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
い
ず
れ
も
離
別
の
場
面
で
あ
る
こ
と
で
共
通

し
、
い
ず
れ
も
夫
の
愛
想
づ
か
し
に
業
を
に
や
し
た
妻
の
方
が
怒
っ
て

離
別
し
て
い
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
で
は
生
ん
だ
わ
が
子
を
「
木
の
俣
に
刺
し
挟
」

む
と
い
う
異
様
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
を
、『
源
氏
物
語
』
で
は
子

ど
も
が
み
ず
か
ら
詠
ん
だ
歌
を
「
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙す

き

間ま

に
笄

こ
う
が
い

の
先

で
お
差
し
入
れ
に
な
る
」
と
い
う
行
動
へ
と
変
化
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
八
上
比
売
が
大
穴
牟
遅
神
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
を

木
の
叉
に
さ
し
挟
ん
だ
と
い
う
乱
暴
と
も
い
え
る
神
話
的
表
現
が
、
鬚

黒
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
別
離
の
歌
を
柱
の
ひ
び
割
れ
の
隙
間
に
笄

の
先
で
も
っ
て
差
し
入
れ
る
と
い
う
話
へ
と
文
芸
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
古
事
記
』
の
神
話
を
も
と
に
『
源
氏
物
語
』

の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

夫
が
若
く
高
貴
な
身
分
の
女
性
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
妻
と
し
て
長

年
夫
に
仕
え
て
き
た
女
性
が
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
さ
ま
は
、 『
源
氏

物
語
』〈
第
二
部
〉
を
想
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
北
の

方
と
玉
鬘
」
の
関
係
は
、「
紫
の
上
と
女
三
宮
」
の
関
係
に
似
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
若
い
う
え
に
身
分
の
高
い
女
三
宮
が
光
源
氏
の
も
と
に

降
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
だ
れ
よ
り
も
愛
さ
れ
特
別
あ
つ

か
い
を
受
け
て
き
た
紫
の
上
は
、「
妻
の
座
」
を
お
び
や
か
さ
れ
深
い

懊
悩
へ
と
た
た
き
落
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。

　

そ
う
し
た『
源
氏
物
語
』〈
第
二
部
〉の
根
幹
と
な
る
べ
き
設
定
の〈
原

点
〉
に
も
や
は
り
『
古
事
記
』
の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
真
木
柱
」
の
巻
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
神
話
が
す
べ
て
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
神
話
も
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
一
切
記
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、『
古
事
記
』
に
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（ 10 ）
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と
い
う
こ
と
は
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
結
末
が
『
古
事
記
』
上
巻
の

神
話
を
〈
源
泉
〉
と
し
て
創
作
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
「
真

木
柱
」
と
い
う
巻
名
自
体
が
『
古
事
記
』
の
神
話
に
由
来
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
真
木
柱
」
と
い
う
巻
名
の
由
来
も
ま
た
『
古
事
記
』

の
神
話
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
） 　

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

氏
物
語
』
④
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
。

（
2
） 　

北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辭
典
』
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
、

四
七
九
頁
。

（
3
） 　
『
國
史
大
辭
典
』
第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、

一
七
三
頁
。

（
4
） 　
『
日
本
史
大
事
典
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、

五
一
二
頁
。

（
5
） 　
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
二
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
六
七

︲

八
六
八
頁
。

（
6
） 　

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
、
八
五
頁
。

（
7
） 　 『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
神
代
八
之
巻
根
堅
洲
国
の
段
、

担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
四
六
一
頁
。

（
8
） 　

植
松
安
・
大
塚
龍
夫
『
古
事
記
全
釋
』
広
文
館
書
店
、

一
九
二
五
年
、
九
〇
頁
。

（
9
） 　 

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注 

『
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
。

（
10
） 　

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

一
三
〇
頁
。

（
11
）  　

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
・
訳
『
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
。

 

（
12
） 　

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
〉、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
九
五
頁
。

（
13
） 　

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
頁
。

（
14
） 　  

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
一
頁
。
伊
井
春
樹
編
『
花
鳥
餘
情
』〈
源
氏
物

語
古
注
集
成
〉
巻
一
七
、
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
八
頁
。

 

（
15
） 　
『
源
氏
物
語
注
釈
』
六
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
三

頁
。

 

（
16
） 　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・

今
西
裕
一
郎
校
注
『
源
氏
物
語
』
三
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
二
七
頁
。

（
17
） 　

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
、
三
六
五

頁
。

（
18
） 　 

堀
淳
一
「
家
を
祀
る
童
女
―
―
真
木
柱
姫
君
詠
歌
の
意
味
（
そ

の
二
）」
仁
平
道
明
編
『
真
木
柱
』〈
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識
〉、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
一
頁
。

（
19
） 　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐

一
郎
編
『
源
氏
物
語
索
引
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
別
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

 

（
二
〇
二
一
．
一
．
二
八
受
稿
、
二
〇
二
一
．
三
．
九
受
理
）

（ 11 ）
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〔
抄　

録
〕源氏

物
語
と
古
事
記
神
話
（
五
）

 

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六

条
院
を
舞
台
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
を
本
旨
と

し
て
い
る
。〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
か
ざ
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
奪
い
去
る
〈
六

条
院
逃
走
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
〈
記
紀
神
話
〉
が
深

く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』
は
〈
記
紀
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〈
記
紀
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
な
か
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将

と
の
か
か
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
』
に
お
け
る
大
国
主
神
に
よ
る
〈
根
之
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
論
述
す
る
。

　

⑩
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
天
下
を
統
治
す
る
立
場
に
あ
っ
た
点
。

　

⑪
男
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
短
時
日
の
う
ち
に
天
下
の
統
治
か
ら
退
い

て
い
る
点
。

　

⑫
巻
名
「
真
木
柱
」
に
ち
な
み
、
ど
ち
ら
も
柱
に
「
刺
し
挟
む
」
こ

と
で
共
通
し
て
い
る
点
。 

〈
了
〉

（ 12 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（五）
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