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『
古
事
記
』
研
究
史
の
中
で
、
須
佐
之
男
命
に
関
す
る
研
究
は
特
に
蓄

積
が
大
き
い
分
野
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
々
の
事
跡
を
叙
述
す
る

『
古
事
記
』
上
巻
の
中
に
お
い
て
も
、
須
佐
之
男
命
に
関
す
る
叙
述
が
分

量
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
加
え
、
そ
の
神
格
が
一
面
的
に
は

捉
え
ら
れ
ず
、
常
に
我
々
に
矛
盾
を
卒
ん
だ
も
の
と
し
て
映
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
研
究
者
に
と
っ
て
、
須
佐
之
男
命
研
究
は
そ
れ
だ
け
魅
力
に

富
ん
だ
、
研
究
の
し
が
い
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中

で
、
須
佐
之
男
命
の
名
義
や
神
性
に
つ
い
て
も
、
従
来
様
々
な
解
釈
が
試

み
ら
れ
て
お
り
、
多
種
多
様
な
説
が
こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
て
き
た
。
古
く

は
嵐
神
説
に
始
ま
り
、
こ
の
神
の
出
自
を
朝
鮮
半
島
に
求
め
る
説
、
「
須

佐
」
の
地
を
本
貫
と
す
る
説
等
枚
挙
に
遣
が
無
い
が
、
現
在
で
は
地
名

「
須
佐
」
を
そ
の
名
の
由
来
と
す
る
説
（
以
下
「
地
名
説
」
と
呼
ぶ
）
と

動
詞
「
ス
サ
ブ
」
を
そ
の
神
名
解
釈
に
援
用
す
る
説
（
以
下
「
ス
サ
ブ
説
」
）

(
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と
の
対
立
の
中
で
、
後
者
が
大
勢
を
占
め
る
と
い
っ
た
状
況
に
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
こ
の
神
の
神
性

は
じ
め
に

「
須
佐
二
字
以
音
」

須
佐
之
男
命
神
名
考

に
関
す
る
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
前
段
階
の
作
業
と
し
て
、
ま
ず

そ
の
名
義
に
関
す
る
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え

ず
須
佐
之
男
命
に
関
す
る
叙
述
の
文
脈
的
解
釈
か
ら
は
離
れ
、
そ
の
神
名

が
表
す
も
の
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。
確
か
に
、
文
脈
に
沿
っ
て
神
性
を

理
解
し
て
い
く
と
い
う
作
業
は
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
の
理
解
に
お

い
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
『
古

事
記
』
の
須
佐
之
男
命
の
理
解
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
無
条
件
に
全
て
の
文
字
テ
キ
ス
ト
（
『
古
事
記
』
以
外
の
文

字
テ
キ
ス
ト
）
に
敷
術
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば

「
地
名
説
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
に
関
し
て
、
そ
の
原

像
を
遡
及
的
に
考
察
し
て
い
く
と
い
う
分
析
手
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
に
内
在
す
る
論
理
を

無
視
し
た
形
で
、
文
脈
か
ら
切
り
離
し
た
部
分
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
解
釈
さ

れ
て
き
た
し
、
「
ス
サ
ブ
説
」
で
は
、
個
々
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た

検
討
が
為
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
無
条
件
に
〈
ス
サ
ノ
ヲ
1
1

ス
サ
ブ
神
〉
と
い

う
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

又
、
「
ス
サ
ブ
説
」
「
地
名
説
」
い
ず
れ
を
取
る
に
せ
よ
、
そ
の
一
方
の

の
意
味

谷
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み
で
全
て
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
合
理
的
に
説
明
で
き
れ
ば
良
い
が
、

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
解
釈
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と

と
な
ろ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
に

つ
い
て
考
え
る
為
に
、
ま
ず
、
従
来
有
力
視
さ
れ
て
い
る
「
ス
サ
プ
説
」

「
地
名
説
」
の
二
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
上
で
須
佐
之
男
命
と

い
う
名
が
示
す
意
味
を
押
さ
え
る
と
い
う
分
析
方
法
を
試
み
る
。
そ
の
際

に
は
、
主
に
そ
の
語
構
成
の
面
か
ら
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
か

ら
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
須
佐
之
男
命
が
い
か
な
る
神
と
し
て
叙
述
さ

れ
て
い
る
か
を
探
る
端
緒
と
し
て
、
須
佐
之
男
命
の
初
出
例
に
施
さ
れ
て

い
る
以
音
注
が
担
う
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
尚
、
本
稿
で
は
特

に
断
り
が
無
い
限
り
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
は
「
須
佐
之

男
命
」
、
そ
れ
以
外
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
も
の
は
片
仮
名
で
「
ス

サ
ノ
ヲ
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
周
辺
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る

ス
サ
ノ
ヲ
と
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
を
明
確
に
区
別
し
、

混
同
を
避
け
る
目
的
に
よ
る
措
置
で
あ
る
。

「
地
名
説
」
再
検
討

さ
て
、
ま
ず
始
め
に
、
先
に
挙
げ
た
「
地
名
説
」
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
説
は
主
に
神
話
学
等
の
立
場
、
も
し
く

は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
等
に
見
ら
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
を
本
来
の
姿
と
し
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
は
、
こ
の
出
雲
の
神
で
あ
る
ス
サ

ノ
ヲ
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
捉
え
る
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
て

き
た
説
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、

『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
に
即
し
て
須
佐
之
男
命
の
神
格
や
名
義
を
理
解

す
る
と
い
う
方
向
性
で
は
な
く
、
様
々
な
文
字
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
ス

サ
ノ
ヲ
を
総
合
的
に
捉
え
、
そ
の
本
来
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
神
性
を
探

る
と
い
う
方
向
へ
と
進
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
所
謂
「
記
紀
神

話
」
論
へ
の
反
省
か
ら
『
古
事
記
』
を
―
つ
の
作
品
と
し
て
捉
え
よ
う
と
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す
る
近
年
の
研
究
か
ら
は
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
説
で
あ
る
と
言
え

る
。
論
者
も
そ
の
点
に
関
し
て
異
論
は
無
い
。
『
古
事
記
』
と
い
う
作
品

に
お
い
て
、
須
佐
之
男
命
が
「
須
佐
」
の
地
を
本
貫
と
す
る
積
極
的
な
理

由
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
「
地
名
説
」
は
認
め
難
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
れ
ま
で
に
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
を
作
品
論
的
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
こ
の
「
地
名
説
」
が
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
殆

ど
無
い
の
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
「
地
名
説
」
と
「
ス
サ
ブ
説
」

と
の
対
立
と
い
う
構
図
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

a
．
故
、
避
り
追
は
え
て
、
出
雲
国
の
肥
の
河
上
、
名
は
鳥
髪
と
い
ふ
地

に
降
り
き
。

b
．
故
是
を
以
て
、
其
の
速
須
佐
之
男
命
、
宮
を
造
作
る
べ
き
地
を
出
雲

国
に
求
め
き
。
爾
く
し
て
、
須
賀
と
い
ふ
地
に
到
り
坐
し
て
、
詔
は
く
、

「
吾
、
此
地
に
来
て
、
我
が
御
心
、
す
が
す
が
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、

其
地
に
宮
を
作
り
て
坐
し
き
。
故
、
其
地
は
、
今
に
須
賀
と
云
ふ
。
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C
．
爾
く
し
て
、
八
十
神
覚
め
追
ひ
礫
り
て
、
矢
刺
し
て
乞
ふ
時
に
、
木

の
俣
よ
り
漏
け
逃
し
て
云
ひ
し
く
、
「
須
佐
能
男
命
の
坐
せ
る
根
堅
州

国
に
参
ゐ
向
ふ
べ
し
。
必
ず
其
の
大
神
、
議
ら
む
」
と
い
ひ
き
。

（
傍
線
論
者
、
以
下
同
）

右
の
各
用
例
は
、
『
古
事
記
』
中
に
お
い
て
、
須
佐
之
男
命
の
所
在
地

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

a
は
八
百
万

神
に
よ
る
「
神
や
ら
ひ
」
を
経
て
、
須
佐
之
男
命
が
高
天
原
か
ら
出
雲
国

の
「
鳥
髪
」
な
る
地
に
降
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
八
俣
遠
呂

知
退
治
謂
が
記
さ
れ
た
後
、

b
に
お
い
て
須
佐
之
男
命
が
出
雲
の
「
須
賀
」

に
坐
し
た
と
記
さ
れ
、
一
旦
須
佐
之
男
命
に
関
す
る
叙
述
は
終
わ
る
。
そ

れ
か
ら
、
大
穴
牟
遅
神
に
対
す
る
兄
神
達
の
迫
害
が
記
さ
れ
、

C

に
お
い

て
須
佐
之
男
命
が
「
根
堅
州
国
」
に
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
『
古
事
記
』
の
叙
述
に
即
し
て
見
て
い
く
と
、
「
須
佐
」
と

い
う
地
名
は
ど
こ
に
も
現
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
叙
述
の
展
開
上
、
須

佐
之
男
命
が
「
須
佐
」
の
地
を
本
貫
と
す
る
神
で
あ
る
と
考
え
る
必
然
性

は
見
出
せ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
須
佐
之
男
命
は
二
度

の
「
神
や
ら
ひ
」
の
後
に
出
雲
の
地
に
降
り
、
以
後
「
根
之
堅
州
国
」
の

主
神
と
し
て
現
れ
る
ま
で
は
、
一
貫
し
て
出
雲
に
お
い
て
活
動
す
る
神
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
須
佐
」
の
地
に
鎮
座
し
た

訳
で
も
無
け
れ
ば
、
も
と
も
と
「
須
佐
」
の
地
を
本
貫
と
す
る
よ
う
な
い

か
な
る
内
部
徴
証
も
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
古
事

記
』
の
叙
述
に
即
し
て
見
て
い
く
限
り
、
地
名
説
は
成
立
し
難
い
も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

又
、
須
佐
之
男
命
の
神
名
の
表
記
様
式
に
着
目
し
、
地
名
説
を
否
定
し

た
論
も
幾
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
こ
う
。
―
つ
は
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
地
名
＋
ヲ
」
と
い
う
神
人
名

が
見
ら
れ
な
い
上
に
、
地
名
を
背
負
う
場
合
は
「
地
名
＋
ヒ
コ
（
若
し
く

は
ミ
、
ネ
）
」
と
い
う
地
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
、
溝
口
睦
子

(
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氏
の
説
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
地
名
＋
ヲ
」
と
い
う
形
の
神
名
は
『
古
事

記
』
中
に
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
古
事
記
』
中
に
お
い
て
、

「
地
名
＋
ヲ
」
と
い
う
語
構
成
で
は
な
い
も
の
の
、
中
巻
「
応
神
記
」
に

お
け
る
天
之
日
矛
の
系
譜
上
に
、
「
酢
鹿
之
諸
男
」
と
い
う
名
が
見
え
る
。

但
し
、
こ
れ
は
神
名
で
は
な
く
人
名
で
あ
る
点
、
更
に
こ
の
「
酢
鹿
」
が

地
名
で
あ
る
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
為
、
諸
注
釈
書
に
お
い
て
も
解
釈

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
だ
が
、
も
し
こ
の
用
例
が
「
地

名
＋
ヲ
」
の
用
例
に
数
え
得
る
と
す
れ
ば
、
「
地
名
＋
ヲ
」
と
い
う
神
名

は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
は
覆
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
論
者
は
現
在
の

所
、
こ
の
用
例
か
ら
「
地
名
＋
ヲ
」
と
い
う
語
構
成
の
神
名
が
無
い
と
断

定
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
以
音
注

が
地
名
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
と
い
う
事
実
を
根
拠
に
、
地
名
説
を
否

定
し
た
西
宮
一
民
氏
の
説
で
あ
る
。
西
宮
氏
は
、

『
古
事
記
』
に
よ
る
と
、
「
建
速
須
佐
之
男
命
。
〈
須
佐
二
字
以
音
〉
」

と
あ
っ
て
、
「
須
佐
」
に
音
注
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
音
注
が
あ
る

場
合
、
そ
の
語
は
国
名
や
地
名
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
、

『
古
事
記
』
の
撰
者
は
、
こ
の
神
名
の
中
の
「
須
佐
」
を
地
名
と
解

-3-



と
述
べ
、
須
佐
之
男
命
の
「
須
佐
」
は
地
名
で
は
な
い
と
結
論
付
け
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
音
注
が
有
る
こ
と
が
直
ち
に
、
そ
の
語
が
地
名
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の

は
、
『
古
事
記
』
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
以
音
注
を
見
渡
し
て
み
る
と
、

地
名
に
も
以
音
注
が
付
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
用
例
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る。

故
是
を
以
ち
て
、
其
の
速
須
佐
之
男
命
、
宮
を
造
作
る
べ
き
地
を
出

雲
国
に
求
め
き
。
爾
く
し
て
、
須
賀
【
此
二
字
以
音
。
下
奴
此
。
】

と
い
ふ
地
に
至
り
坐
し
て
、
詔
は
く
、
「
吾
、
此
地
に
来
て
、
我
が

御
心
、
す
が
す
が
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
其
地
に
宮
を
作
り
て
坐

し
き
。
故
、
其
地
は
、
今
に
須
賀
と
云
ふ
。

故
爾
く
し
て
、
黄
泉
ひ
ら
坂
に
追
ひ
至
り
て
、
遥
か
に
望
み
て
、
呼

び
て
大
穴
牟
遅
神
に
謂
ひ
て
日
ひ
し
く
、
「
其
の
、
汝
が
持
て
る
生

大
刀
•
生
弓
矢
以
て
、
汝
が
庶
兄
弟
を
ば
坂
の
御
尾
に
追
ひ
伏
せ
、

亦
、
河
の
瀬
に
追
ひ
撥
ひ
て
、
お
れ
、
大
国
主
神
と
為
り
、
亦
、
宇

都
志
国
玉
神
と
為
り
て
、
其
の
我
が
女
須
世
理
毘
売
を
適
妻
と
為
て
、

宇
迦
能
山
【
三
字
以
音
。
】
の
山
本
に
し
て
、
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ

と
し
り
、
高
天
原
に
氷
橡
た
か
し
り
て
居
れ
。
是
の
奴
や
」
と
い
ひ

き。

(
4
)
 

す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

是
を
以
て
、
此
の
二
は
し
ら
の
神
、
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
【
伊

耶
佐
三
字
以
音
。
】
に
降
り
到
り
て
、
十
掬
の
剣
を
抜
き
、
逆
ま
に

浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
其
の
剣
の
前
に
朕
み
坐
て
、
其
の
大
国
主
神

を
問
ひ
て
言
ひ
し
く
、

S
（
中
略
）
故
、
其
の
猿
田
毘
古
神
、
阿

耶
詞
【
此
三
字
以
音
。
地
名
。
】
に
坐
し
し
時
に
、
漁
為
て
、
ひ
ら

ぶ
貝
に
其
の
手
を
咋
ひ
合
さ
え
て
、
海
塩
に
沈
み
溺
れ
き
。

こ
れ
ら
が
、
地
名
に
以
音
注
が
付
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
用
例
が
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
西
宮
氏
が
「
『
古
事
記
』
で
音
注

が
あ
る
場
合
、
そ
の
語
は
国
名
や
地
名
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
」

と
、
地
名
説
否
定
の
根
拠
と
さ
れ
た
部
分
に
は
従
え
な
い
。

で
は
、
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
良
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
論
者
も
、
こ
の
以
音
注
が
須
佐
之
男
命
の
「
須
佐
」
が
地
名

の
「
須
佐
」
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
為
、
撰
録
者
に
よ
っ
て

付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
西
宮
氏
の
見
解
に
は
結
果
的
に
は
従
う
も

の
で
あ
る
が
、
以
音
注
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
無
条
件
に
地
名
で
は
な
い

と
断
じ
て
し
ま
う
論
理
に
は
従
え
な
い
し
、
又
、
「
地
名
説
」
が
否
定
さ

れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
「
ス
サ
ブ
説
」
の
正
当
性
が
証
明
さ
れ
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
先
述
し
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
『
古

事
記
』
に
お
い
て
は
「
地
名
説
」
は
成
立
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

の
、
そ
れ
は
直
接
「
ス
サ
ブ
説
」
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
「
ス
サ
ブ
説
」
自
体
の
妥
当
性
の
検
討
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、
「
ス
サ
ブ
説
」
の
検
討
に
移
る
こ
と

と
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
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「
ス
サ
プ
説
」
再
検
討

「
ス
サ
ブ
説
」
に
つ
い
て
は
、
須
佐
之
男
命
の
名
義
に
関
す
る
解
釈
と

し
て
は
、
現
在
最
も
支
持
さ
れ
て
い
る
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
早
く
本
居
宣
長
が
『
古
事
記

伝
』
の
中
で
、

師
説
に
、
進
む
こ
と
を
須
佐
備
と
云
、
又
そ
を
約
て
佐
備
と
も
云
り
、

【
須
佐
を
反
て
佐
な
り
、
】
今
此
神
誓
に
勝
チ
給
へ
る
御
心
の
進
め

る
勢
ヒ
に
荒
び
給
ふ
を
勝
佐
備
と
云
て
、
進
み
荒
ぶ
る
意
な
り
と
あ

り、

S
（
中
略
）

S
猶
此
ノ
佐
備
須
佐
備
て
ふ
言
、
是
よ
り
種
々
に

轄
し
用
る
こ
と
な
ど
、
委
曲
に
彼
ノ
萬
葉
ノ
考
に
書
さ
れ
た
り
、
さ

て
須
佐
之
男
と
申
ス
御
名
も
此
意
な
り
、
【
故
レ
或
書
に
進
雄
と
か
け

(
5
)
 

り
、
】
後
ノ
世
に
物
の
進
み
荒
き
を
須
佐
夫
と
云
る
こ
と
多
し

と
、
天
照
大
御
神
の
天
石
屋
戸
篭
り
の
原
因
と
な
っ
た
須
佐
之
男
命
の

「
勝
さ
び
」
と
関
わ
ら
せ
た
形
で
解
釈
し
て
以
来
、
須
佐
之
男
命
の
高
天

原
に
お
け
る
一
連
の
行
為
を
「
荒
ぶ
る
」
も
の
I

即
ち
、
「
悪
行
」
と
も

言
い
換
え
ら
れ
よ
う
ー
と
判
断
し
、
そ
こ
か
ら
、
「
荒
れ
す
さ
ぶ
」
神
性

が
須
佐
之
男
命
と
い
う
名
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
理

(
6
)
 

解
さ
れ
る
の
が
現
在
最
も
多
く
な
さ
れ
て
い
る
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
は
須
佐
之
男
命
の
神
性
に
対
す
る
文
脈
的
理
解
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
説
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
が
成
立
す
る
為
に
は
、
ま
ず
「
ス
サ
」
と
い

う
語
が
単
独
で
意
味
を
持
ち
得
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
動
詞
の
語
幹
で
あ

る
「
ス
サ
」
と
い
う
語
構
成
要
素
を
名
詞
的
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
上

代
語
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
な
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
論
証
し
た
上
で
「
ス
サ
ブ
説
」
を
展
開
し

て
い
る
論
考
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

こ
の
「
ス
サ
ブ
」
と
い
う
語
は
、
上
代
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
限
れ
ば
、

『
万
葉
集
」
巻
第
十
、
ニ
ニ
八
一
番
の
、

と
い
う
用
例
が
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上

代
編
』
に
は
、
そ
の
他
に
『
新
撰
字
鏡
』
の
「
楽
溢
〈
須
佐
比
〉
」
と
い

ス
サ
ピ

う
用
例
と
、
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
八
年
条
の
、
「
夫
暴
虐
奢
移
」
の
二

例
を
も
挙
げ
て
い
る
。
他
に
も
管
見
の
限
り
で
は
、
『
類
衆
名
義
抄
』
に

「
怠
荒
〈
ス
サ
ヒ
〉
」
、
「
逸
〈
与
質
反
ヤ
ス
シ
ホ
シ
イ
マ
、
ホ
シ
キ
マ

、
ニ
ア
ソ
フ
＼
（
中
略
）
＼
ス
サ
ヒ
タ
リ
〉
」
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
平
安
期
、
も
し
く
は
そ
れ
以
降
の
語
彙
及
び
訓
読
を
示
す
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
考
察
の
対
象
か
ら
は
外
し
て
お
く
。

こ
こ
で
さ
ら
に
、
「
ス
サ
ブ
」
の
比
較
対
象
と
し
て
、
接
尾
語
或
い
は

活
用
語
尾
で
あ
る
「
ブ
」
を
有
す
る
動
詞
に
範
囲
を
広
げ
て
見
て
み
る
と
、

(
7
)
 

上
代
語
に
お
い
て
は
六
十
五
語
が
検
出
さ
れ
た
（
「
ウ
レ
シ
ブ
」
の
よ
う

な
「
シ
ク
活
用
形
容
詞
＋
ブ
」
と
い
う
語
構
成
の
動
詞
は
、
「
語
幹
＋
ブ
」

朝
露
に
咲
き
す
さ
び
た
る
月
草
の
日
く
た
つ
な
へ
に

べ
く
思
ほ
ゆ

消
ぬ
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と
い
う
形
で
は
な
く
、
「
終
止
形
＋
ブ
」
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
か
ら
、

「
ス
サ
ブ
」
と
語
構
成
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
為
、
除
外
し
た
）
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ

る。
1
．
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
＋
接
尾
語
ブ
…
八
例

2
．
名
詞
＋
接
尾
語
ブ
…
九
例

3
．
活
用
語
尾
ブ
を
有
す
る
動
詞
…
四
二
例

こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
す
べ
き
は
、

1
の
用
例
で
あ
る
。
「
ス
サ
ブ
」
を

「
ス
サ
＋
プ
」
と
判
断
し
、
こ
の
「
ス
サ
」
が
単
独
に
存
在
し
得
る
と
論

証
す
る
為
に
は
、
「
ス
サ
ブ
」
の
語
構
成
が

1
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
嵌
ま

る
こ
と
が
必
要
条
件
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、

1
の
場
合
だ
と
所
謂
形
状

言
の
形
で
、
語
幹
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
基

本
的
に
形
状
言
は
独
立
性
に
乏
し
く
、
派
生
語
を
作
る
も
の
が
多
い
の
で

あ
る
が
、
助
詞
ノ
・
ツ
を
介
し
て
名
詞
的
に
働
く
も
の
（
例
え
ば
「
高
つ

鳥
」
等
）
等
も
見
ら
れ
る
の
で
、
体
言
性
を
有
す
る
も
の
も
存
在
す
る
と

し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

1
に
分
類
さ
れ
る
動
詞
は
、
「
ア
カ
ラ
ブ
」
（
「
赤

ラ
ブ
」
と
「
明
ラ
ブ
」
の
二
語
）
「
ア
ラ
ブ
」
「
ア
レ
ブ
」
「
イ
チ
ハ
ヤ
ブ
」

「
タ
カ
ブ
」
「
タ
フ
ト
ブ
」
「
ニ
キ
ブ
」
の
八
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち
、
形
状
言
の
形
で
体
言
的
に
用
い
ら
れ
た
形
跡
の
無
い
語
は
「
ア
レ
ブ
」

「
タ
フ
ト
ブ
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
と
て
時
代
が
下

れ
ば
形
状
言
の
単
独
用
法
が
見
ら
れ
る
。
「
ス
サ
ブ
」
の
場
合
、
「
ス
サ
シ
」

と
い
う
ク
活
用
形
容
詞
は
存
在
し
な
い
為
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
る
訳

に
は
い
か
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
語
彙
に
関
し
て
は
、
当
然

な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
語
幹
を
有
す
る
形
容
詞
（
例
え
ば
「
ア
ラ
シ
」
「
タ

フ
ト
シ
」
等
）
が
上
代
文
字
テ
キ
ス
ト
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

又、

2
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
「
ス
サ
」
と
い
う
名
詞
が
地
名

「
須
佐
」
以
外
は
見
出
せ
な
い
の
で
、
こ
れ
に
「
ス
サ
ブ
」
を
含
め
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
「
ス
サ
」
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
か
ら
、
「
ス
サ
ブ
」
が
こ
れ
ら

2
に
含
ま
れ

る
動
詞
と
同
列
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
「
ス
サ
ブ
」

に
つ
い
て
は
、
「
ス
サ
シ
」
と
い
う
形
容
詞
が
見
出
せ
な
い
以
上
、
普
通

名
詞
「
ス
サ
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
「
ス
サ
ブ
」
の
語
根
「
ス
サ
」
が

単
独
で
意
味
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の

「
ス
サ
ブ
説
」
で
は
、
あ
た
か
も
「
ス
サ
」
と
い
う
語
が
単
独
に
存
在
し

得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
が
、
他
に
「
ス

サ
」
と
い
う
語
が
見
出
せ
な
い
以
上
、
そ
れ
で
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
時
代
が
下
る
用
例
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
ス
サ
ブ
」
が

名
詞
的
に
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
連
用
形
「
ス
サ
ビ
」
の
形
（
所

謂
居
体
言
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
の
『
新
撰
字
鏡
』
の
用
例
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
も
し
「
ス
サ
ブ
男
」
と
い
う
名
義
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
当
然
「
ス
サ
ビ
ヲ
」
、
も
し
く
は
「
ス
サ
ミ
ヲ
」
と
な
る
の

が
自
然
で
は
な
い
か
。
松
前
健
氏
が
、

ス
ス
ム
・
ス
サ
ブ
説
は
、
タ
ケ
や
ハ
ヤ
の
形
容
辞
と
と
も
に
、
そ
の

神
の
驚
天
動
地
の
号
泣
や
天
界
荒
ら
し
、
大
気
津
比
売
殺
数
な
ど
の

数
々
の
乱
行
に
ふ
さ
わ
し
い
内
性
か
ら
出
た
名
で
あ
る
と
言
え
る
。
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ー
（
中
略
）
ー
従
っ
て
、
素
尊
自
身
も
、
そ
う
し
た
内
性
か
ら
来
た

名
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
面
が
あ
る
。

た
だ
語
源
的
構
成
か
ら
み
れ
ば
、
ス
サ
ビ
ヲ
・
ス
サ
ミ
ヲ
で
は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
地
名
の
「
須
佐
」
＋
所
有
格
「
の
」
＋
「
男
」
と

い
う
形
で
あ
る
と
し
て
解
釈
す
る
方
が
、
無
難
で
あ
る
こ
と
は
事
実

(
8
)
 

で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

又
、
「
ス
サ
ブ
」
と
い
う
動
詞
の
用
法
上
の
問
題
か
ら
も
、
「
ス
サ
＋
ブ
」

と
い
う
語
構
成
を
想
定
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、

平
安
時
代
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
み
て
も
「
ス
サ
ブ
」
と
い
う
語
は
数
が

少
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
動
詞
に
下
接
し
て
複
合
語
を
作
る
用

法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
は
、

先
の
『
万
葉
集
』
の
用
例
に
つ
い
て
も
言
え
る
）
。
「
咲
き
す
さ
ぶ
」
「
吹

き
す
さ
ぶ
」
等
の
用
例
が
示
す
よ
う
に
、
「
ス
サ
ブ
」
と
い
う
語
彙
自
体
、

独
立
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
例
え
「
ス
サ
ビ
」
と
い
う
形
で

居
体
言
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
既
に
意
味
が
変
化
し
て

し
ま
っ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
等
で
は
、
専
ら
「
風
流
」
等
と
解
す
べ

き
用
例
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
須
佐
之
男
命
を
「
ス
サ
ブ
男
」

と
解
し
た
所
で
、
何
が
「
ス
サ
ブ
」
の
か
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と

．． 

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
極
単
純
に
「
荒
れ
す
さ

ぶ
」
意
と
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
従
来
の
「
ス
サ
ブ
説
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
少
し
無
理
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
「
ス
サ
」
が
単
独
で
意
味
を
持
ち
難
い
語
根
で
は

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
と
意
味
が
共
通
し
て
い
る

な
い
か
と
い
う
見
通
し
は
得
ら
れ
た
訳
だ
が
、
こ
こ
で
更
に
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
動
詞
「
ス
ス
ム
」
と
こ
の
「
ス
サ
ブ
」
と
の
関
係
性
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
西
宮
氏
前
掲
論
文
で
は
、

こ
の
ス
サ
は
、
動
詞
ス
ス
ム
（
進
）
の
語
幹
ス
ス
と
同
根
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
意
味
の
上
で
共
通
し
、
か
つ
ア
ク
セ
ン
ト
の
上
で
も
麒

鮨
し
な
い
。
『
類
衆
名
義
抄
』
で
は
ス
サ
ブ
の
語
は
平
安
時
代
の
意

味
で
示
し
て
い
る
が
、
「
荒
ス
サ
ブ
〔
上
上
平
〕
」
（
観
僧
上
）
「
進
ス

ス
ム
〔
上
上

x
〕
」
（
観
仏
上
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、
単
独
の
ス
ス
の

例
は
「
須
須
鉤
」
（
『
記
』
上
）
「
娘
傍
、
此
に
は
須
須
能
美
脈
と
云

ふ
」
（
『
神
代
紀
』
下
）
が
あ
る
。
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
践
、
跳
也
、

傍
也
」
「
傍
、
眼
也
、
逮
行
貌
」
と
あ
り
、
跛
．
傍
は
重
言
で
、
慌

て
て
急
ぎ
行
く
さ
ま
の
意
。
ま
た
『
新
撰
字
鏡
」
に
は
「
狙
猥
、
須
々

乃
彊
」
（
勢
い
が
盛
ん
で
、
荒
れ
狂
う
さ
ま
）
と
、
ス
ス
ノ
ミ
の
語

形
が
あ
る
。
ま
た
ス
セ
・
ス
ソ
甲
の
形
も
あ
り
得
た
こ
と
は
、
「
火

が
須
勢
理
命
」
（
『
記
』
上
）
〔
火
が
激
し
く
燃
え
進
む
こ
と
。
神
代

紀
下
に
「
火
進
命
」
と
あ
る
〕
、
「
火
蘭
降
命
」
（
『
神
代
紀
』
下
）

〔
火
が
酎
に
盛
ん
に
燃
え
る
こ
と
〕
、
「
須
勢
理
毘
売
」
（
『
記
』
上
）

〔
須
命
の
娘
で
、
勢
い
に
乗
っ
て
性
行
が
進
み
高
ぶ
る
巫
女
の
意
。

ス
サ
ー
ス
セ
で
父
娘
の
名
と
な
る
〕
等
の
神
名
の
存
在
に
よ
っ
て
分

る
。
以
上
、
ス
サ
・
ス
ス
・
ス
セ
・
ス
ソ
甲
と
共
通
し
て
得
ら
れ
る

(
9
)
 

語
基
S
U
S
ー
は
「
勢
い
の
ま
ま
に
進
む
」
意
を
表
す
と
考
え
て
よ
い
。
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と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
「
ス
サ
ブ
」
と
「
ス
ス
ム
」
が
共
通
の
語
基
S
U
S
|

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
共

通
語
基
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
直
ち
に
「
ス
サ
」
が
単
独
に
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。只

、
こ
こ
で
例
示
さ
れ
て
い
る
「
須
須
鉤
」
に
関
し
て
は
検
討
を
要
す

る
。
と
い
う
の
は
、
「
須
須
」
と
い
う
語
基
（
と
思
わ
れ
る
も
の
）
が
単

独
で
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
西
宮
氏
が
示
さ
れ
た
、
共
通
語
基

s
u
s
-

の
存
在
か
ら
「
ス
サ
」
も
単
独
で
存
在
し
得
る
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
又
、
「
ス
サ
」
と
い
う
語
が
単
独
で
使
用
さ
れ

た
と
い
う
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ

が
呪
詞
と
い
う
、
通
常
の
散
文
と
は
異
な
る
特
殊
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て

い
る
語
彙
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
文
を
引
用
し
て
お
く
と
、

即
ち
、
取
り
出
だ
し
て
清
め
洗
ひ
て
、
火
遠
理
命
に
奉
り
し
時
に
、

其
の
綿
津
見
大
神
の
誨
へ
て
日
は
く
、
「
此
の
鉤
を
以
て
其
の
兄
に

給
は
む
時
に
、
言
は
む
状
は
、
『
此
の
鉤
は
、
お
ぼ
鉤
・
す
す
鉤
・

貧
鉤
・
う
る
鉤
』
と
、
云
ひ
て
、
後
手
に
賜
へ
。
ー
（
以
下
略
）

と
い
う
箇
所
で
あ
る
が
、
後
の
文
脈
で
、
火
遠
理
命
が
綿
津
見
大
神
の
教

え
の
通
り
に
し
た
所
、
兄
神
火
照
命
が
「
梢
＜
蔽
よ
貧
し
く
」
な
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
一
種
の
呪
詞
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
部
分
の
「
須
須
鉤
」
と
い
う
語
に
関
し
て
、
『
古
事
記
伝
」
で
は
、

此
記
に
能
美
て
ふ
辟
な
き
は
、
誼
言
な
る
故
に
、
言
の
調
を
な
し
て
、

(10) 

於
煩
須
々
麻
治
宇
流
と
、
皆
二
音
に
齊
へ
た
る
物
な
り

以
上
、
オ
ボ
チ
・
ス
ス
チ
・
マ
ヂ
チ
・
ウ
ル
チ
は
す
べ
て
鉤
を
呪
祖

し
た
も
の
で
、
用
言
を
体
言
化
し
、
し
か
も
二
音
に
と
と
の
え
た
あ

た
り
、
い
か
に
も
誼
言
ら
し
い
ひ
び
き
を
も
つ
。

S
（
中
略
）

S
u
l

ろ
ん
こ
れ
ら
呪
祖
は
、
相
手
に
聞
え
ぬ
よ
う
こ
っ
そ
り
唱
え
る
も
の

で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
点
、
紀
本
文
に
「
陰
に
此
の
鉤
を
呼
び
て
、

『
貧
鉤
』
と
日
ひ
て
、
然
し
て
後
に
与
へ
た
ま
へ
」
と
あ
る
の
に
留

(11) 

意
す
べ
き
で
あ
る
。

と
説
明
す
る
。
両
者
共
に
鋭
い
指
摘
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西

郷
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
呪
詞
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が

『
古
事
記
』
撰
録
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
整
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
常
的
に
用
い
ら
れ
た
語
彙
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
（
尚
、
他
に
「
ス
ス
」
と
い
う
語
彙
が
単
独
で
用

い
ら
れ
た
形
跡
は
無
い
）
。

『
日
本
書
紀
』
の
類
話
に
お
い
て
こ
の
呪
詞
が
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
右
の
推
定
を
裏
付
け
る
。
以
下
、
『
日

本
書
紀
』
の
該
当
記
事
を
挙
げ
る
。

と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
又
、
西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
注
釈
』
で
は
、

「
す
す
ろ
ぐ
」
「
す
ず
ろ
」
「
そ
ぞ
ろ
」
等
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
後
に
、

-8-



便
ち
得
た
る
釣
鉤
を
授
り
、
因
り
て
誨
へ
ま
つ
り
て
日
さ
く
、
「
此

の
鉤
を
以
ち
て
、
汝
の
兄
に
与
へ
た
ま
は
む
時
に
、
則
ち
陰
か
に
此

の
鉤
を
呼
び
て
、
『
貧
鉤
』
と
日
ひ
、
然
し
て
後
に
与
へ
た
ま
へ
」

と

ま

を

す

。

（

神

代

下

第

十

段

正

文

）

便
ち
之
を
得
て
、
乃
ち
彦
火
火
出
見
尊
に
授
る
。
因
り
て
教
へ
ま
つ

り
て
日
さ
く
、
「
鉤
を
以
ち
て
汝
の
兄
に
与
へ
た
ま
は
む
時
に
は
、

阻
ひ
言
ふ
べ
く
は
、
『
貧
窮
の
本
、
飢
饉
の
始
、
困
苦
の
根
』
と
の

た
ま
ひ
て
後
に
与
へ
た
ま
へ
。
又
汝
の
兄
海
を
渉
ら
む
時
に
、
吾
必

ず
迅
風
・
洪
濤
を
起
て
、
其
を
没
溺
れ
辛
苦
め
む
」
と
ま
を
す
。

（
同
一
書
第
一
）

因
り
て
教
へ
ま
つ
り
て
日
さ
く
、
「
此
の
鉤
を
以
ち
て
、
汝
が
兄
に

与
へ
た
ま
は
む
時
に
、
『
貧
鉤
、
滅
鉤
、
落
薄
鉤
』
と
称
へ
、
言
ひ

詑
り
て
、
後
手
に
投
棄
て
与
へ
た
ま
へ
。
な
向
ひ
て
授
け
た
ま
ひ
そ
。

若
し
兄
念
怒
を
起
し
賊
害
之
心
有
ら
ば
、
潮
溢
瑣
を
出
し
て
漂
溺
れ

し
め
た
ま
へ
。
若
し
已
に
危
苦
ま
む
に
至
り
慇
を
求
は
ば
、
潮
酒
覆

を
出
し
て
救
ひ
た
ま
へ
。
如
此
遍
悩
ま
さ
ば
、
自
当
づ
か
ら
に
臣
伏

ひ

な

む

」

と

ま

を

す

。

（

同

一

書

第

二

）

因
り
て
教
へ
奉
り
て
日
さ
く
、
「
此
を
以
ち
て
、
汝
の
兄
に
与
へ
た

ま
は
む
時
に
、
乃
ち
称
日
ふ
べ
く
は
、
『
大
鉤
．
跛
膀
鉤
・
貧
鉤
．

痴
験
鉤
』
と
の
た
ま
ふ
べ
し
。
言
ひ
詑
り
な
ば
、
後
手
に
投
げ
賜
ふ

べ

し

」

と

ま

を

す

。

（

同

一

書

第

三

）

時
に
海
神
、
鉤
を
彦
火
火
出
見
尊
に
授
け
、
因
り
て
教
へ
ま
つ
り
て

日
さ
く
、
「
兄
の
鉤
を
還
し
た
ま
ふ
時
に
、
天
孫
則
ち
言
ふ
べ
き
は
、

『
汝
が
生
子
の
八
十
連
属
の
裔
に
、
貧
鉤
、
狭
狭
貧
鉤
』
と
の
た
ま

ふ
べ
し
。
言
ひ
屹
り
て
、
三
下
唾
き
て
与
へ
た
ま
へ
。
又
、
兄
、
海

に
入
り
て
釣
せ
む
時
に
、
天
孫
海
浜
に
在
し
て
、
風
招
を
作
し
た
ま

ふ
べ
し
。
風
招
は
即
ち
鳴
な
り
。
如
此
せ
ば
、
吾
瀑
風
・
辺
風
を
起

し
、
奔
波
を
以
ち
て
溺
し
悩
さ
む
」
と
ま
を
す
。
（
同
一
書
第
四
）

こ
の
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
計
四
種
の
異
伝
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
ど
れ
に
も
、
『
古
事
記
』
当
該
箇
所
の
よ
う
な
二
音
に
整
え
ら

れ
た
呪
詞
は
見
え
な
い
。
確
か
に
、
西
宮
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、

一
書
第
三
の
場
合
、
末
尾
の
訓
注
に
よ
り
「
眼
膀
鉤
」
を
「
ス
ス
ノ
ミ
ヂ
」

と
訓
む
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
ス
ス
ノ
ミ
」

と
い
う
語
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
ス
ス
ノ
ミ
」
と
い
う
語
が

奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
疑
い
無
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
用
例
と
、
先
の
『
古
事
記
』
に
お
け
る
呪
詞
を
見
合

わ
せ
て
み
れ
ば
、
後
者
の
方
で
は
語
調
を
整
え
る
為
に
撰
録
者
の
手
が
加

わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
想
定
す
る
方
が
、
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
「
須
須
鉤
」
の
「
ス
ス
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が

単
独
で
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
語
彙
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ

て
「
ス
サ
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
た
徴
証
と
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
名
の
語
構
成
か
ら
見
て
「
ス
サ
ブ
説
」
は
成
立
し

難
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
ス
サ
ブ
説
」
に
お
い
て
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
ス
サ
ノ
ヲ
を
理
解
す
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佐
世
の
郷
。
郡
家
の
正
東
九
里
二
百
歩
な
り
。
古
老
伝
へ
て
云
ひ
し

く
、
須
佐
能
哀
の
命
、
佐
世
の
木
の
葉
を
頭
剣
し
て
、
踊
躍
り
た
ま

ひ
し
時
に
、
剣
さ
せ
る
佐
世
の
木
の
葉
地
に
墜
ち
き
。
故
れ
、
佐
世

と

云

ふ

。

（

大

原

郡

佐

世

郷

条

）

と
い
う
よ
う
な
、
お
よ
そ
「
荒
れ
す
さ
ぶ
」
神
性
と
は
縁
遠
い
ス
サ
ノ
ヲ

を
、
「
ス
サ
ブ
説
」
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も
し

「
荒
れ
す
さ
ぶ
」
こ
と
が
名
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う

な
神
と
し
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
何
故

名
義
に
反
す
る
形
で
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
、
論
理
的
に
説

明
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
ス
サ
ブ
説
」
を
採
る
研
究
者
に
欠
け
て
い
た

の
は
、
こ
の
視
点
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
名
義
と
い
う
、
そ
の
神
の

神
性
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も
の
を
扱
う
以
上
、
異
な
る
テ
キ
ス
ト
間
で

同
じ
名
を
持
つ
神
の
神
性
が
全
く
異
な
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
場
合
、
各

(12) 

テ
キ
ス
ト
間
の
論
理
の
相
違
と
し
て
は
片
付
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

も
あ
れ
、
「
ス
サ
ブ
説
」
は
以
上
述
べ
来
っ
た
理
由
に
よ
り
、
成
り
立
ち

得
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
須
佐
二
字
以
音
」
の
意
味

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
須
佐
之

男
命
の
名
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
地
名
説
」
、
「
ス
サ
ブ
説
」
と

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

も
に
根
拠
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
再
び
須
佐
之
男
命
と
い
う
神
名
の
初
出
例
に
見
ら
れ
る
、

「
須
佐
二
字
以
音
」
と
い
う
以
音
注
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の
以
音
注

に
つ
い
て
は
、
先
に
第
一
節
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
西
宮
一
民
氏
が

言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
以
音
注
が
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男

命
に
お
い
て
の
み
付
さ
れ
、
『
風
土
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
は
一
切
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
『
古
事
記
』
撰
録
者
の
意
図
が
窺
え
は
す
る
も
の

の
、
そ
れ
を
、
「
地
名
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
形
で
『
古
事
記
』
全
体
に

敷
術
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
先
に
例
示
し
た
よ
う
に
、
『
古

事
記
』
に
お
い
て
は
、
地
名
に
以
音
注
を
付
し
た
と
見
ら
れ
る
用
例
も
散

見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
名
で
あ
れ
ば
以
音
注
は
付
さ
れ
な
い
と
無
条

件
に
言
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
地
名
に
対
し
て
何
故
以
音
注
が
付
さ

れ
る
例
が
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
掛
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
基
本
的
に
は
、
地
名
で
あ
っ
て
も
、
撰
録
当
時
の

表
記
法
と
し
て
、
充
て
る
べ
き
訓
を
持
つ
漢
字
が
常
用
字
と
し
て
は
存
在

し
な
い
場
合
等
に
は
、
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
可
能
性
と
し
て
考

え
得
る
し
、
又
は
地
名
に
以
音
注
を
付
す
こ
と
が
、
文
脈
上
必
要
で
あ
る

場
合
（
例
え
ば
、
先
の
「
須
賀
」
の
場
合
、
「
下
効
此
（
下
此
に
効
へ
）
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
直
後
の
「
須
々
賀
々
斯
」
に
も
こ
の
以
音
注
が
働

い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）
も
有
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
用
例
そ
れ
ぞ

れ
に
即
し
て
、
具
体
的
に
そ
の
理
由
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
当
該
例
の
場
合
は
ど
う
か
。

ま
ず
、
『
古
事
記
』
以
外
の
同
時
代
資
料
と
し
て
、
『
風
土
記
』
、
『
日
本
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書
紀
』
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
の
表
記
を
抽
出
し
、
そ
の
表
記
様
式
を
見
渡
し
て

み
よ
う
。
『
風
土
記
』
で
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
か
ら
十
二
例
、
『
備
後
国

風
土
記
』
逸
文
か
ら
一
例
、
『
日
本
書
紀
』
か
ら
六
十
八
例
が
抽
出
さ
れ

る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
全
て
が
「
素
箋
嗚
尊
」
で

統
一
さ
れ
て
お
り
（
初
出
で
あ
る
、
第
一
巻
第
五
段
正
文
に
「
一
書
に
云

は
く
、
神
素
箋
嗚
尊
、
速
素
箋
嗚
尊
と
い
ふ
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、

第
八
段
正
文
に
「
武
素
箋
鳴
尊
」
と
表
記
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ

れ
ら
は
細
注
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
一
切
こ
れ
ら
の
表
記
が
用
い
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
見
て
も
、
『
日
本
書
紀
』
撰
録
者
の
表
記
方
針
は
明
確
で
あ
ろ

う
）
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
は
、
秋
鹿
郡
恵
曇
郡
条
の
、

須
作
能
乎
の
命
の
御
子
、
磐
坂
日
子
の
命
、
国
巡
り
行
き
坐
し
し
時

に
、
此
処
に
至
り
坐
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
処
は
、
国
稚
＜

美
好
し
く
あ
り
。
国
形
絵
柄
の
ご
と
き
哉
。
吾
が
宮
は
、
是
の
処
に

造
り
事
へ
よ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
れ
、
恵
伴
と
云
ふ
。

と
い
う
記
事
に
お
い
て
の
み
「
ス
サ
」
の
部
分
の
表
記
法
に
揺
れ
が
見
ら

れ
る
も
の
の
、
他
は
一
貫
し
て
「
須
佐
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
用

例
に
つ
い
て
は
、
諸
本
の
う
ち
、
『
出
雲
国
風
土
記
紗
』
で
は
「
須
佐
能

乎
命
」
と
あ
り
、
又
、
倉
野
憲
司
氏
蔵
本
で
は
「
作
」
字
の
右
横
に
「
佐
」

と
傍
書
が
あ
る
と
い
っ
た
、
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
井
上
実
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
『
出
雲
国
風
土

記
』
に
お
い
て
は
「
ス
サ
」
の
部
分
は
「
須
佐
」
と
い
う
表
記
で
統
一
さ

れ
て
い
る
と
見
て
大
過
無
い
で
あ
ろ
う
。
『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
お

の
一
例
の
み
が
「
須
」
字
を
訓
字
と
し
て
用
い
た
例
と
し
て
あ
る
が
、
そ

い
て
は
、
「
速
須
佐
雄
神
」
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
「
須

佐
」
と
い
う
表
記
に
よ
っ
て
い
る
。

又
、
時
代
は
下
る
も
の
の
、
神
社
の
祭
神
名
に
つ
い
て
見
る
為
に
『
延

喜
式
』
神
名
帳
に
つ
い
て
も
見
て
み
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
名
を
冠
す
る
神

社
は
、
出
雲
国
出
雲
郡
に
須
佐
哀
神
社
、
飯
石
郡
に
須
佐
神
社
が
存
在
し
、

備
後
国
深
津
郡
に
須
佐
能
哀
能
神
社
が
一
社
、
紀
伊
国
在
田
郡
に
須
佐
神

社
が
一
社
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ス
サ
」

の
部
分
の
表
記
は
全
て
「
須
佐
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
諸
本
に
よ

る
異
同
も
見
ら
れ
な
い
）
。

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
と
同
時
代
の
資
料
を
見
渡
し
て
も
、
字
義

に
よ
っ
て
表
記
を
改
め
た
と
見
ら
れ
る
『
日
本
書
紀
』
を
別
に
す
れ
ば
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
表
記
は
ほ
ぼ
「
須
佐
」
で
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る
。
外
部

資
料
を
安
易
に
持
ち
込
む
こ
と
は
厳
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
表
記
が
こ
れ
だ
け
他
資
料
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
と

い
う
事
実
に
は
、
や
は
り
注
目
し
て
お
い
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
次
に
『
古
事
記
』
中
に
お
け
る
、
「
須
」
．

「
佐
」
二
字
の
使
用
状
況
を
見
て
み
る
と
、
「
須
」
字
は
全
一
六
四
例
、

「
佐
」
字
は
一
六
八
例
検
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、

故
、
各
依
し
賜
ひ
し
命
の
随
に
知
ら
し
看
せ
る
中
に
、
速
須
佐
之
男

命
は
、
命
せ
ら
え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、
八
拳
須
心
前
に
至
る
ま
で
、

暗
き
い
さ
ち
き
。
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の
他
は
、
全
て
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
例
に
つ
い
て

(14) 

は
、
「
韻
」
字
の
省
筆
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ

語
が
垂
仁
天
皇
条
で
再
出
し
、
そ
こ
で
は
「
八
拳
頻
」
と
省
筆
無
し
に
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
省
筆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
『
古
事
記
』
中
で
は
音
仮
名
専
用
字
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
何
故
須
佐

之
男
命
に
関
し
て
、
初
出
例
に
お
い
て
以
音
注
を
付
す
必
要
が
有
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
音
仮
名
専
用
字
の
み
の
表
記
箇
所
に
お
い
て
、
以
音
注
を

付
す
例
は
無
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
文
脈
上
の
要
請
が
あ
っ

て
の
こ
と
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

論
者
は
、
こ
こ
で
の
以
音
注
は
、
『
古
事
記
』
撰
録
段
階
に
お
い
て
、

も
と
も
と
出
雲
の
「
須
佐
」
を
名
に
負
う
神
で
あ
っ
た
須
佐
之
男
命
と
い

う
神
を
取
り
込
ん
だ
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
の
表
記
で
は
「
須
佐
」
の
地
の

神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
為
、
地
名
で
は
な
く
あ
く
ま
で
音

仮
名
で
あ
る
と
い
う
撰
録
者
の
明
確
な
意
思
の
表
出
と
し
て
付
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
来
『
古
事
記
』

中
で
は
音
仮
名
専
用
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
須
」
「
佐
」
二
字
に

対
し
て
以
音
注
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
審
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
表
記
が
も

と
も
と
「
須
佐
」
を
用
い
る
形
で
広
く
通
行
し
て
い
た
こ
と
が
前
提
条
件

と
な
る
が
、
先
の
『
風
土
記
』
、
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
用
例
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
の
点
は
問
題
無
い
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
古
事
記
』
撰
録
者
は
「
ス
」
「
サ
」

と
い
う
音
を
表
記
す
る
の
に
、
何
故
「
須
」
「
佐
」
以
外
の
音
仮
名
を
用

い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
『
古
事

記
』
中
に
お
け
る
「
ス
」
「
サ
」
と
い
う
音
仮
名
の
使
用
状
況
を
見
渡
し

て
み
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
が
立
つ
。

『
古
事
記
』
中
で
「
ス
」
と
い
う
音
を
表
記
す
る
為
に
用
い
ら
れ
た
音

仮
名
は
計
一
六
九
例
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
須
」
字
が
一
六
四
例
、

「
州
」
が
四
例
、
「
周
」
は
僅
か
に
一
例
で
あ
る
。
同
様
に
見
て
い
く
と
、

「
サ
」
の
場
合
は
全
二

0
二
例
中
、
「
佐
」
字
は
一
七
六
例
、
「
沙
」
字
が

三
四
例
、
そ
し
て
「
左
」
字
が
一
例
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
結

果
か
ら
、
『
古
事
記
』
中
で
は
、
「
ス
」
「
サ
」
二
音
を
表
記
す
る
際
に
、

明
ら
か
に
音
仮
名
の
使
用
状
況
に
偏
り
が
有
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
古
事

記
』
の
用
字
法
の
傾
向
と
し
て
、
一
っ
の
音
を
表
記
す
る
為
に
用
い
ら
れ

(15) 

る
音
仮
名
に
は
か
な
り
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
が
、
須
佐
之
男
命
の
神
名
表

記
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
傾
向
に
依
っ
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
初
出
例
に
お
け
る
以
音
注
の
意
味
は
明
ら
か
に

さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
部
分
に
着
目
し
た
論
は
少
な
い

(16) 
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
「
地
名
説
」
「
ス

サ
ブ
説
」
二
説
が
対
立
し
て
い
た
状
況
を
改
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
従
来
の
「
地
名
説
」
、
「
ス
サ
ブ
説
」
に
関
し
て

は
、
「
地
名
説
」
の
み
で
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
の
名
義

ま
と
め
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を
説
く
に
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
、
又
、
「
ス
サ
ブ
説
」
は
語
構
成
の
面

か
ら
見
て
成
立
し
難
く
、
な
お
か
つ
『
出
雲
国
風
土
記
』
等
の
ス
サ
ノ
ヲ

に
つ
い
て
は
説
明
が
付
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
を
得
た
。

こ
の
よ
う
な
、
現
在
有
力
視
さ
れ
て
い
る
二
説
に
対
す
る
批
判
を
元
に
、

論
者
は
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
初
出
例

に
見
ら
れ
る
以
音
注
に
着
目
し
、
こ
の
以
音
注
が
、
原
資
料
を
そ
の
ま
ま

の
形
で
取
り
込
ん
だ
撰
録
者
が
、
地
名
「
須
佐
」
を
名
に
負
う
神
（
「
須

佐
の
男
」
）
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
意
図
の
も
と
に
付
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
『
古
事
記
』
の
み
な
ら
ず
他
資
料
に
見
ら
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
を
も
視
野

に
入
れ
た
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
結
論
に
対
し
、
で
は
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
は
如
何
な
る
神

性
を
有
す
る
神
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
当
然

予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
脈
に
よ
る
理
解
を
出
来
得
る
限
り
排

し
、
飽
く
ま
で
そ
の
神
名
の
語
構
成
等
か
ら
検
討
を
加
え
た
結
果
「
ス
サ

プ
」
神
で
あ
る
と
は
認
定
し
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
名
か
ら
そ
の
神
性

を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
従
来
の
方
法
は
、
方
向
性
を
誤
っ
た
も
の
で
あ

(16) 

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
神
名
に
そ
の
神
の
神
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
思
考
法
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
須
佐
之
男
命
の
よ
う
に
多
く
の
資
料
に
、
全
く
異
な
っ
た
神

性
で
現
れ
る
神
に
関
し
て
は
、
余
程
注
意
し
て
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
も
と
も
と
の
神
格
、
神
性
が
そ
の
ま
ま
あ
る
文
字
テ
キ
ス
ト
に
保
持

さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命

の
場
合
、
文
脈
に
よ
る
理
解
に
引
き
摺
ら
れ
る
形
で
、
そ
の
名
義
の
理
解

を
歪
め
て
し
ま
っ
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
逆

に
、
以
音
注
に
よ
り
地
名
と
い
う
看
板
を
外
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
『
古
事
記
』
と
い
う
―
つ
の
文
字
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
他

の
文
字
テ
キ
ス
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
神
性
を
獲
得
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
独
自
性
を
表
現
す

る
為
に
『
古
事
記
』
撰
録
者
が
採
っ
た
処
理
が
、
須
佐
之
男
命
の
初
出
箇

所
に
以
音
注
を
付
す
、
と
い
う
作
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
論
者
の
考
え
る
「
須
佐
二
字
以
音
」
の
担
う
意
味
で
あ
る
。
こ

の
以
音
注
に
よ
っ
て
「
須
佐
」
の
神
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
、

な
お
か
つ
「
荒
れ
す
さ
ぶ
」
神
で
も
有
り
得
な
い
須
佐
之
男
命
が
、
『
古

事
記
』
の
叙
述
の
中
で
い
か
な
る
神
性
を
持
つ
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
掘

く
こ
と
と
し
た
い
。

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】

・
『
古
事
記
』

I

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
古
事
記
』
一
九
九
七
年
小
学
館

・
『
日
本
書
紀
』
ー
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・

毛
利
正
守
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2

日
本
書
紀
①
』
一
九
九

四

年

小

学

館

・
『
万
葉
集
』
ー
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
萬
葉
集
③
』
一
九
九
五
年
小
学
館

・
『
風
土
記
』
ー
植
垣
節
也
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
風
土
記
』

一
九
九
七
年
小
学
館
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右
記
テ
キ
ス
ト
の
書
き
下
し
文
を
用
い
た
。
但
し
、
論
述
の
必
要
上

『
古
事
記
』
で
以
音
注
を
付
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
文
を

用
い
た
。

（注）

(
1
)
須
佐
之
男
命
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
山
田
永

『
古
事
記
ス
サ
ノ
ヲ
の
研
究
』
（
二

0
0
一
年
新
典
社
）
第
一
章

「
ス
サ
ノ
ヲ
研
究
史
」
が
、
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

(
2
)
例
え
ば
、
『
新
編
全
集
』
頭
注
に
、
「
ス
サ
は
、
地
名
に
よ
る
と
み

る
説
も
あ
る
が
、
ス
サ
ブ
・
ス
ス
ム
な
ど
の
語
と
か
か
わ
ら
せ
て

み
る
説
が
妥
当
。
荒
れ
す
さ
ぶ
と
い
う
本
性
が
そ
こ
に
明
示
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
」
と
あ
る
が
如
き
で
あ
る
。

(
3
)
溝
口
睦
子
「
記
紀
神
話
解
釈
の
―
つ
の
こ
こ
ろ
み
（
中
の
一
）
1

「
神
」
を
再
検
討
す
る
I

」
(
『
文
学
』

4
1
|
1
2

一
九
七
三
年
十

二
月
）

(
4
)
西
宮
一
民
「
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
本
質
」
（
『
古
事
記
研
究
大
系
』
四

『
古
事
記
の
神
話
』
一
九
九
三
年
六
月
）

(
5
)
大
野
晋
編
「
本
居
宣
長
全
集
」
第
九
巻
一
九
七
四
年
筑
摩
書
房

(
6
)
『
日
本
書
紀
』
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
関
す
る
研
究
も
含
め
れ
ば
、
こ
の

〈
ス
サ
ノ
ヲ
1
1
悪
神
〉
と
い
う
見
方
は
、
既
に
忌
部
正
通
『
神
代

口
訣
』
、
一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
に
見
ら
れ
る
。

(
7
)
用
例
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
を

参
考
と
し
、
同
書
に
立
項
さ
れ
て
い
る
動
詞
を
対
象
と
し
た
。

(
8
)
松
前
健
『
日
本
神
話
の
形
成
』
(
-
九
七

0
年
五
月
塙
書
房
）

(
9
)
注

(
4
)
前
掲
論
文

(10)
注

(
5
)
前
掲
書

(11)
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
二
巻
(
-
九
七
六
年
平
凡
社
）

(12)
尚
、
神
田
典
城
『
日
本
神
話
論
考
』
（
笠
間
書
院
一
九
九
二
年
）

ゃ
、
矢
嶋
泉
「
風
土
記
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
古

代
文
化
』
第
九
十
一
号
一
九
九
七
年
四
月
）
等
が
説
く
所
で
あ

る
が
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
ス
サ
ノ
ヲ
を
、
『
古
事
記
』
『
日
本

書
紀
』
の
そ
れ
が
有
す
る
暴
力
的
な
神
性
を
捨
象
し
た
も
の
で
あ

る
と
捉
え
る
場
合
も
、
本
論
の
主
張
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
無
い
。

(13)
井
上
実
「
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
の
原
像
ー
追
考
」
（
『
武
庫
川
国
文
』
十

三
一
九
七
八
年
三
月
）

(14)
『
古
事
記
新
訂
版
』
（
西
宮
一
民
一
九
八
六
年
お
う
ふ
う
）

の
脚
注
に
、
こ
の
用
例
が
「
髭
」
字
の
省
筆
で
あ
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。

(15)
「
須
」
「
佐
」
二
字
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
木
簡
等
に
も
多

く
見
ら
れ
る
音
仮
名
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ

て
い
た
音
仮
名
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(16)
西
宮
氏
前
掲
論
文
の
他
に
は
、
水
林
彪
『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭

り
』
（
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
「
「
須
佐
」
は
出

雲
国
の
「
須
佐
之
郷
」
に
由
来
す
る
名
称
だ
と
す
る
説
も
あ
る
が

s
（
中
略
）

S
、
こ
れ
は
、
『
古
事
記
』
自
身
が
須
佐
之
男
命
と

も
ち

い
う
名
称
に
、
「
須
佐
の
二
字
は
音
を
以
ゐ
る
」
ー
（
中
略
）

S

と
い
う
註
記
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
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う
。
「
須
佐
」
が
表
音
漢
字
だ
と
い
う
こ
と
は
、
「
須
佐
」
と
い
う

漢
字
表
記
に
は
特
に
意
味
の
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る

S
（中

略）

S
゜
「
須
佐
」
が
表
音
漢
字
で
あ
る
こ
と
の
原
文
註
記
は
、

む
し
ろ
、
意
識
的
に
「
須
佐
之
郷
」
と
の
関
連
を
絶
ち
切
る
と
と

も
に
、
「
須
佐
」
は
「
す
さ
ぶ
」
の
「
す
さ
」
で
あ
る
こ
と
を
示

す
た
め
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。
以
音
注
が
地
名
「
須
佐
」
と
い
う
理
解
を
防
ぐ
意
図
で

付
さ
れ
た
と
い
う
部
分
に
関
し
て
は
、
私
見
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
論
じ
た
如
く
、
「
ス
サ
」
は
単
独
で
は
存

在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
為
、
こ
の
以
音
注
が
「
ス
サ
ブ
」
の
意

味
を
示
し
て
い
る
と
い
う
水
林
氏
の
理
解
に
は
従
え
な
い
。
こ
と

さ
ら
に
「
ス
サ
」
を
ス
サ
ブ
」
と
い
う
動
詞
に
引
き
付
け
て
理
解

す
る
必
然
性
は
無
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(17)
本
稿
の
目
的
か
ら
外
れ
る
為
詳
述
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
命
を
文
脈
論
的
見
地
か
ら
見
て
い
く
場

合
、
必
ず
し
も
「
悪
神
」
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
近
年
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
、
須
佐
之
男
命
を
「
悪
神
」
と

は
捉
え
得
な
い
と
す
る
解
釈
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
「
ス
サ

ブ
説
」
に
従
っ
た
形
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
為
、
解
釈
に
疑

問
が
残
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
注

(
1
)
前
掲
書
に
お

い
て
も
、
「
ス
サ
ノ
ヲ
の
ス
サ
は
、
ス
サ
ブ
に
由
来
す
る
と
い
う

神
代
口
訣
・
日
本
書
紀
纂
疏
以
来
の
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
し
従
来
の
ス
サ
ブ
説
は
、
負
の
面
か
ら
の
み
と
ら
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
〈
ス
サ
ノ
ヲ
1
1

ス
サ
ブ
神
1
1
悪
神
↓
追
放
〉
と
い
う

（
た
に
か
ず
き
／
本
学
大
学
院
修
士
課
程
）

見
方
で
、
そ
れ
は
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
ス
サ
ノ
ヲ
を
、

二
役
を
演
じ
る
神
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ス
サ
ブ
に
も
二

重
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
「
ス
サ
ブ
説
」
が
成
立
し
得
な
い
と

す
れ
ば
、
〈
「
ス
サ
プ
」
の
二
重
性
〉
と
い
う
よ
う
な
論
理
を
持
ち

込
む
こ
と
無
く
、
須
佐
之
男
命
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
。
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