
﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

藤

原

享

和

一
︑
は
じ
め
に

本
稿
で
は
︑﹁
景
行
記
﹂
倭
建
命
条
の
歌
謡
﹁
人
に
あ
り
せ
ば

大た

刀ち

佩は

け

ま
し
を

衣き
ぬ

着き

せ
ま
し
を
﹂︵
二
九
番
歌
︶
と
言
う
表
現
が
﹃
古
事
記
﹄
の
倭

建
命
説
話
中
で
担
う
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
︒

ま
ず
︑﹃
古
事
記
﹄
の
中
か
ら
二
九
番
歌
を
含
む
当
該
部
分
を
掲
げ
る
︒

(東
征
を
終
え
て
の
帰
路
︑
伊い

服ふ

岐き

能の

山や
ま

の
神
に
打う

ち
或ま
と

わ
さ
れ
た
倭

建
命
が
玉た
ま

倉く
ら

部べ

の
清
水

し

み

づ

︑
当た

芸ぎ

野の

︑
杖つ
ゑ

衝つ
き

坂さ
か

を
経
て
︶
尾を

津つ
の

前さ
き

の
一ひ
と

つ
松ま
つ

の
許も
と

に
到い
た

り
坐ま

す
に
︑
先さ
き

に
御み

食を
し

せ
し
時
に
︑
其そ

地こ

に
忘
れ
た
る
御み
は

刀か
し

︑

失う

せ
ず
し
て
猶な
ほ

有あ

り
︒
爾し
か

く
し
て
︑
御み

歌う
た

に
曰い

は
く
︑

尾を

張は
り

に

直た
だ

に
向む
か

へ
る

尾を

津つ
の

崎さ
き

な
る

一
つ
松

吾あ

兄せ

を

一
つ
松

人
に
あ
り
せ
ば

大た

刀ち

佩は

け
ま
し
を

衣き
ぬ

着き

せ
ま
し
を

一
つ
松

吾あ

兄せ

を

︵﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
)

歌
謡
部
分
の
原
表
記
︵
校
訂
本
文①
︶
は
︻
袁
波
理
邇

多
陀
邇
牟
�
弊
流

袁
都
能
佐
岐
那
流

比
登
都
麻
都

阿
勢
袁

比
登
都
麻
都

比
登
邇
阿
理
勢

婆

多
知
波
気
麻
斯
袁

岐
奴
岐
勢
麻
斯
袁

比
登
都
麻
都

阿
勢
袁
︼
で
あ

り
︑
諸
本
に
解
釈
上
重
要
な
本
文
異
同
は
な
い②
︒

本
論
で
は
必
要
に
応
じ
て
原
表
記
︵
稿
末
に
掲
げ
た
﹁
引
用
テ
キ
ス
ト
﹂
に

よ
る
校
訂
本
文
︶
を
︻

︼
で
括
っ
て
示
す
︵
訓
点
︑
割
注
は
省
略
︶︒

二
︑
先
行
研
究

当
該
歌
の
﹃
古
事
記
﹄
中
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
大
別
し
て
以
下
の
二
説
が

行
わ
れ
て
き
た
︒

①
大
刀
を
守
っ
た
松
へ
の
感
謝
や
松
褒
め
の
歌
と
す
る
説

②
尾
張
の
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
の
歌
と
す
る
説

①
説
は
﹁
尾
張
の
美ミ

夜ヤ

受ズ

比
売
の
許モ

ト

に
還リ

坐
む
と
所オ

モ

念ホ
シ

つ
ら
む
を
︑
御
身
の

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一



疲イ
タ

労ツ
キ

ま
す
〳
〵
に
堪タ
ヘ

が
た
き
ま
ゝ
に
︑
国
恋
し
く
所
念
看

オ
モ
ホ
シ
メ

す
御
心
の
起
り
て
︑

︵
割
注
省
略
︶
尾
張
へ
は
還リ

坐
さ
ず
︑
倭
に
還リ

坐
む
と
所オ
モ

思ホ
シ

て
︑
伊
勢
へ
は

趣
オ
モ
ム
キ

坐
る
な
る
べ
し
︑︵
中
略
︶
一ヒ
ト

首ウ
タ

の
意
は
︑
聞
え
た
る
ま
ゝ
に
て
︑
御ミ
ハ

刀カ
シ

を

失
ウ
シ
ナ

は
ず
︑
今
ま
で
存ア
ラ

せ
た
る

功
イ
サ
ヲ

を
賞ホ
メ

て
︑
よ
み
賜
へ
る
な
り③
﹂︵
本
居
宣

長
︶︑﹁
よ
く
私
の
太
刀
を
守
つ
て
ゐ
て
く
れ
た④
﹂︵
次
田
潤
︶︑﹁
忘
れ
た
大
刀

を
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
守
っ
て
く
れ
た
一
つ
松
に
対
す
る
感
謝
の
情
を
表
現

し
た
も
の⑤
﹂︵
倉
野
憲
司
︶︑﹁
大
刀
を
守
っ
て
い
て
く
れ
た
一
つ
松
を
讃
め
る

心
持
と
思
わ
れ
る⑥
﹂︵
土
橋
寛
︶︑﹁
命
が
太
刀
の
失
わ
れ
ず
に
い
た
の
を
︑
松

の
手
柄
と
み
て
歌
っ
た
も
の⑦
﹂︵
山
路
平
四
郎
︶
等
︑

②
説
は
﹁
美
夜
受
比
売
を
想
起
し
て
い
る
で
あ
ろ
う⑧
﹂︵
武
田
祐
吉
︶︑﹁
美

夜
受
比
売
を
し
の
ん
だ
歌
詞⑨
﹂︵
荻
原
浅
男
︶︑﹁
美
夜
受
比
売
を
偲
ん
で
の
こ

と
と
な
る⑩
﹂︵
西
宮
一
民
︶︑﹁
美
夜
受
比
売
へ
の
思
い
を
込
め
る
言
葉
︒︵
中

略
︶
松
が
大
刀
を
失
わ
ず
に
い
た
こ
と
を
ほ
め
た
と
す
る
説
が
あ
る
が
︑
疑
問
︒

尾
張
に
向
う
地
の
松
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
は
ず
︒
自
分
の
大
刀
を
は
か

せ
着
物
を
着
せ
た
ら
︑
自
分
に
代
っ
て
美
夜
受
比
売
の
と
こ
ろ
に
行
か
せ
ら
れ

よ
う
に
︑
と
い
う
こ
と
か⑪
︒﹂︵
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
︶
等
で
あ
る
︒
①
説

に
分
類
し
た
も
の
の
中
で
も
︑﹁
言
外
に
は
自
ら
宮
酢
媛
を
偲
ぶ
情
も
含
ま
れ

て
ゐ
る⑫
﹂︵
次
田
潤
︶
の
よ
う
に
︑
②
説
に
分
類
す
べ
き
所
見
を
あ
わ
せ
て
示

す
も
の
も
あ
る
︒

三
︑
先
行
研
究
の
検
討

前
節
で
紹
介
し
た
二
つ
の
学
説
は
︑
何
れ
も
﹃
古
事
記
﹄
の
倭
建
命
東
征
説

話
中
の
文
芸
的
な
歌
の
読
み
と
し
て
成
り
立
つ
余
地
は
あ
る
︒
た
だ
そ
の
読
み

は
当
該
説
話
を
文
芸
と
し
て
解
釈
し
な
が
ら
鑑
賞
し
た
場
合
に
一
つ
の
可
能
性

と
し
て
存
在
す
る
読
み
に
過
ぎ
ず
︑
当
該
歌
そ
の
も
の
の
表
現
か
ら
直
接
導
か

れ
る
解
釈
で
は
な
い
︒

二
九
番
歌
及
び
そ
の
周
辺
の
地
の
文
を
丁
寧
に
見
る
と
︑
二
九
番
歌
は
あ
く

ま
で
倭
建
命
が
﹁
尾
張
に

直
に
向
へ
る

尾
津
崎
な
る

一
つ
松
﹂
に
対
し

て
﹁
人
に
あ
り
せ
ば

大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
﹂
と
歌
う
と
言
う

も
の
で
あ
っ
て
︑
直
接
松
に
対
す
る
感
謝
や
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
を
語
る
表

現
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
︒

し
か
し
︑
前
節
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
お
り
︑
二
九
番
歌
に
つ
い
て
の
先
行

諸
説
は
倭
建
命
の
松
へ
の
感
謝
や
松
褒
め
︑
尾
張
の
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
︑

妻
問
い
の
歌
と
す
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
り
︑
近
藤
健
史
に
よ
っ
て
地
形
の
境
界

性
か
ら
の
分
析⑬
︑
ま
た
︑
畠
山
篤
に
よ
っ
て
妻
問
い
の
習
俗
か
ら
の⑭
分
析
も
提

示
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
結
果
的
に
は
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
の
情
と
言
う
解
釈

に
収
斂
さ
れ
て
い
る
︒
永
池
健
二
の
﹁
尾
﹂
と
言
う
地
形
か
ら
の
分
析⑮
や
衣
掛

松
伝
承
と
捉
え
る
立
場
か
ら
の
分
析⑯
は
民
俗
学
的
な
視
座
か
ら
の
卓
見
で
あ
る
︒

た
だ
︑﹃
古
事
記
﹄
と
言
う
政
治
的
意
味
合
の
濃
い
テ
キ
ス
ト
︑
就
中
倭
建
命

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

二



説
話
に
お
い
て
︑
二
九
番
歌
が
果
た
す
べ
き
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
説
明
し
き
れ

る
か
と
言
う
疑
問
が
残
る
︒

四
︑﹁
一
つ
松

人
に
あ
り
せ
ば
﹂
表
現

そ
れ
で
は
こ
の
二
九
番
歌
の
表
現
を
﹃
古
事
記
﹄
倭
建
命
物
語
の
中
で
ど
の

よ
う
に
捉
え
る
の
が
妥
当
か
︑
検
討
に
入
り
た
い
︒

ま
ず
︑﹁
一
つ
松

人
に
あ
り
せ
ば
﹂
と
言
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑

松
や
そ
の
他
の
植
物
を
人
に
見
立
て
る
上
代
の
歌
の
表
現
と
し
て
︑
先
行
研
究

は
以
下
の
諸
用
例
を
あ
げ
て
︑
上
代
か
ら
中
古
の
諸
文
献
と
の
共
通
性
を
指
摘

す
る
︒

①
み
吉
野
の

玉
松
が
枝え

は

愛は

し
き
か
も

君
が
み
言こ
と

を

持
ち
て
通か
よ

は

く

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
二
・
一
一
三
番
歌
)

②
岩い
は

屋や

戸ど

に

立
て
る
松
の
木

汝な

を
見
れ
ば

昔
の
人
を

相あ
ひ

見み

る
ご
と

し

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
三
〇
九
番
歌
)

③
一
つ
松

幾い
く

代よ

か
経へ

ぬ
る

吹
く
風
の

声こ
ゑ

の
清き
よ

き
は

年
深
み
か
も

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
一
〇
四
二
番
歌
)

④
松
の
木け

の

並な

み
た
る
見
れ
ば

家い
は

人び
と

の

我わ
れ

を
見
送
る
と

立
た
り
し

も
こ
ろ

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
二
〇
・
四
三
七
五
番
歌
)

⑤

古
い
に
し
へ

︑
年と
し

少わ
か

き
童
子

わ

ら

は

あ
り
︒︵
中
略
︶
男
を
と
こ

を
那な

賀か

の
寒さ
む

田た

の
郎い
ら

子つ
こ

と
称い

ひ
︑
女

を
み
な

を
海う

な

上か
み

の
安あ

是ぜ

の
嬢い

ら

子つ
め

と
号な

づ

く
︒︵
中
略
︶
遂つ

ひ

に
人ひ

と

の
見み

む
こ
と

を
愧は

ぢ
て
︑
松ま
つ

の
樹き

と
化
成

な

る
︒
郎い
ら

子つ
こ

を
奈な

美み

松ま
つ

と
謂い

ひ
︑
嬢い
ら

子つ
め

を
古こ

津つ

松ま
つ

と
称い

ふ
︒

︵
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄﹁
香か

島し
ま

の
郡
こ
ほ
り

﹂)

⑥
上う
へ

に
生お

ふ
る
松ま
つ

︑
蕪し
げ

り
て
礒い
そ

に
至い
た

る
︒
邑む
ら

人び
と

の
朝あ
さ

夕よ
ひ

に
往ゆ
き

来か
よ

へ
る
ご
と
く
︑

又ま
た

︑
木き

の
枝え
だ

は
人ひ
と

の
攀よ

ぢ
引ひ

け
る
が
ご
と
し
︒

︵﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄﹁
出
雲

い

づ

も

の
郡
こ
ほ
り

﹂)

⑦
住す
み

吉よ
し

の
岸
の
姫
松
人ひ
と

な
ら
ば
い
く
世
か
経へ

し
と
言
は
ま
し
も
の
を

︵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
一
七
・
九
〇
六
番
歌
)

⑧
栗く
り

原は
ら

の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
み
や
こ
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

︵
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
く
た
か
け
﹂)

⑨
高
砂
の

さ
い
さ
さ
ご
の

高
砂
の

尾
上

を

の

へ

に
立
て
る

白し
ら

玉た
ま

玉た
ま

椿
つ
ば
き

玉た
ま

柳
や
な
ぎ

そ
れ
も
が
と

さ
む
汝ま
し

も
が
と

汝ま
し

も
が
と

練ね
り

緒を

染さ
み

緒を

の

御
衣
架

み

ぞ

か

け

に
せ
む

玉
柳

何な
に

し
か
も

さ

何
し
か
も

何
し
か
も

心

も
ま
た
い
け
む

百ゆ

合り

花ば
な

の

さ

百
合
花
の

今け

朝さ

咲
い
た
る

初は
つ

花は
な

に

Tあ

は
ま
し
も
の
を

さ
百
合
花
の

又
説
︑﹁
T
は
ま
し
む
の
を
﹂︒

︵
﹁
催
馬
楽
﹂
三
番
歌
﹁
高
砂
﹂)

山
路
平
四
郎
は
③
︑
④
︑
⑤
︑
⑥
を
あ
げ
︑
﹁
ま
さ
し
く
伝
統
の
表
現
と
な

っ
て
い
る
も
の⑰
﹂
と
述
べ
︑
相
磯
貞
三
は
﹁
上
代
人
の
素
朴
熱
情
的
気
質
は
︑

自
ら
擬
人
的
表
現
法
を
と
ら
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
﹂
と
し
て
①
︑
③
を
あ
げ
︑

特
に
③
に
つ
い
て
は
﹁
﹃
一
株
の
松
の
下
に
集
ひ
て
飲
う
た
げ

せ
る
歌
﹄
と
言
う
題
詞

が
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
倭
建
命
が
尾
津
の
埼
の
一
つ
松
の
下
で
食
事
を
取
ら
れ
た

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

三



話
と
相
似
て
い
る⑱
︒﹂
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
土
橋
寛
は
②
︑
④
︑
⑦
︑
⑧
を

あ
げ
て
︑﹁
一
つ
の
類
型
を
な
し
て
お
り⑲
﹂
と
考
え
︑
⑨
に
﹁
松
の
木
に
衣
を

着
せ
る
と
い
う
発
想
も
︵
中
略
︶
見
ら
れ
る⑳
﹂
と
述
べ
︑
西
郷
信
綱
は
⑦
︑
⑧

を
あ
げ
て
﹁︵﹁
一
つ
松

人
に
あ
り
せ
ば
﹂
と
︶
同
類
の
発
想
の
歌㉑
﹂
と
す
る
︒

こ
れ
ら
先
学
の
あ
げ
た
も
の
以
外
に
も
﹃
万
葉
集
﹄
に
は
松
を
人
に
見
立
て

る
表
現
が
管
見
の
限
り
以
下
の
五
例
見
え
る
︒

⑩
い
ざ
子
ど
も

早
く
日
本

や

ま

と

へ

大お
ほ

伴と
も

の

三み

津つ

の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
・
六
三
番
歌
)

⑪

翼
つ
ば
さ

な
す

あ
り
通が
よ

ひ
つ
つ

見
ら
め
ど
も

人
こ
そ
知
ら
ね

松
は
知

る
ら
む

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
二
・
一
四
五
番
歌
)

⑫
茂
岡
に

神か
む

さ
び
立
ち
て

栄さ
か

え
た
る

千ち

代よ

松ま
つ

の
木
の

年
の
知
ら
な

く

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
九
九
〇
番
歌
)

⑬
君
来こ

ず
は

形か
た

見み

に
せ
む
と

我わ

が
二
人

ふ

た

り

植う

ゑ
し
松
の
木

君
を
待
ち

出い

で
む

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
一
・
二
四
八
四
番
歌
)

⑭
ぬ
ば
た
ま
の

夜よ

明あ

か
し
も
船
は

漕こ

ぎ
行ゆ

か
な

三み

津つ

の
浜
松

待
ち

恋こ

ひ
ぬ
ら
む

︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
七
二
一
番
歌
)

こ
の
よ
う
に
︑
松
な
ど
を
人
に
見
立
て
る
表
現
の
用
例
に
は
事
欠
か
な
い
の

で
あ
る
が
︑
二
九
番
歌
の
﹁
松
﹂
は
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
用
例
と
同
列
に
扱
う

こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
︒

用
例
①
～
④
︑
⑩
～
⑭
は
松
を
人
に
擬
え
た
表
現
で
あ
る
し
︑
⑤
は
松
を
人

が
化
し
た
も
の
と
見
て
い
る
︒
⑥
は
松
並
木
が
人
の
行
列
の
よ
う
に
見
え
る
と

言
う
表
現
︑
⑨
は
椿
そ
の
も
の
を
御
衣
掛
け
に
し
よ
う
と
言
う
も
の
で
︑
人
に

譬
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒

二
九
番
歌
は
﹁
も
し
人
で
あ
っ
た
な
ら
大
刀
を
佩
か
せ
よ
う
も
の
を
︑
衣
を

着
せ
よ
う
も
の
を
﹂
と
歌
う
の
で
あ
っ
て
︑
目
の
前
の
松
を
人
に
擬
え
て
い
る

わ
け
で
も
な
け
れ
ば
人
が
化
し
た
も
の
と
見
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
︑
松
が

人
の
よ
う
に
見
え
る
と
も
歌
っ
て
い
な
い
︒
勿
論
⑨
の
よ
う
に
御
衣
掛
け
に
し

よ
う
と
言
う
表
現
で
も
な
い
︒

｢松
が
も
し
人
で
あ
っ
た
な
ら
﹂
と
言
う
意
味
で
は
⑦
や
⑧
に
近
い
表
現
で

は
あ
る
が
︑
⑦
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︑
⑧
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
中
の
﹁
和
歌
﹂
で

あ
り
︑﹁
古
代
歌
謡
﹂
の
表
現
と
混
同
し
て
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た

い
︒つ

ま
り
︑
二
九
番
歌
の
﹁
人
に
あ
り
せ
ば

大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま

し
を
﹂
と
言
う
表
現
は
︑
上
代
の
他
の
文
献
に
見
え
る
松
の
擬
人
化
表
現
と
一

括
り
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁︵
人
で
は
な
い
︶
松
が
も
し

人
で
あ
っ
た
な
ら
︑
○
○
し
よ
う
も
の
を
﹂
と
言
う
倭
建
命
の
心
情
を
あ
ら
わ

し
た
こ
の
表
現
は
︑
む
し
ろ
他
の
松
な
ど
の
擬
人
化
表
現
と
は
異
な
る
例
と
し

て
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
二
九
番
歌
の
﹁
も
し
人
な
ら
ば

大
刀
を
佩
か
せ
よ
う
も
の
を

衣
を
着
せ
よ
う
も
の
を
﹂
と
言
う
表
現
は
こ
の
場
面
で
如
何
な
る
機
能
を
担
っ

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

四



て
い
る
の
か
︑
物
語
の
表
現
に
注
目
し
て
解
明
を
試
み
た
い
︒

五
︑﹁
景
行
記
﹂
倭
建
命
条
の
物
語
分
析

二
九
番
歌
に
お
け
る
﹁
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
﹂
表
現
の
機
能

を
解
明
す
る
た
め
に
は
︑
当
該
歌
謡
を
含
む
物
語
部
分
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
︒

｢景
行
記
﹂
倭
建
命
条
は
︑
御
子
た
る
小
碓
命
︵
熊
襲
征
討
後
に
は
﹁
倭
建

命
﹂︶
が
父
景
行
天
皇
の
命
を
受
け
︑
倭
比
売
命
よ
り
御
衣
・
御
裳
を
賜
っ
て

西
征
に
赴
き
︑
熊
襲
︑
出
雲
を
平
定
し
て
帰
還
す
る
や
直
ち
に
父
よ
り
東
征
を

命
じ
ら
れ
︑
伊
勢
大
御
神
の
宮
に
い
る
倭
姫
命
の
助
力
を
得
て
相
模
等
東
国
を

平
定
後
︑
尾
張
の
美
夜
受
比
売
と
結
婚
し
︑
伊
服
岐
の
山
の
神
に
敗
れ
て
能
煩

野
で
亡
く
な
り
︑
埋
葬
を
繰
り
返
し
て
も
白
鳥
に
な
っ
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ

た
と
言
う
展
開
で
あ
る
が
︑
そ
の
物
語
の
中
で
︑
倭
建
命
が
﹁
酒
折
宮
﹂
に
入

る
前
と
後
で
は
記
述
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
︒

ま
ず
︑
西
征
の
最
初
に
は
①
﹁
其
の
姨
倭
比
売
命
の
御
衣
・
御
裳
を
給
は
り

︻
給
其
姨
倭
比
売
命
之
御
衣
・
御
裳
︼﹂︑
熊
曾
建
に
対
し
て
は
②
﹁
吾
は
︑
纏

向
の
日
代
宮
に
坐
し
て
大
八
島
国
を
知
ら
す
︑
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
天
皇
の

御
子
︑
名
は
︑
倭
男
具
那
王
ぞ
︒︻
吾
者
︑
坐
纏
向
之
日
代
宮
所
知
大
八
島
国
︑

大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
天
皇
之
御
子
︑
名
︑
倭
男
具
那
王
者
也
︒︼﹂
と
名
乗
り
︑

纏
向
に
帰
っ
て
は
③
﹁
参
ゐ
上
り
て
︑
覆
奏
し
︻
参
上
︑
覆
奏
︼﹂
て
い
る
︒

更
に
東
征
に
あ
た
っ
て
父
景
行
天
皇
は
④
﹁
ひ
ひ
ら
木
の
八
尋
矛
を
給
ひ
﹂

︻
給
比
々
羅
木
之
八
尋
矛
︼
︑
姨
倭
比
売
命
は
⑤
﹁
草
那
芸
剣
を
賜
ひ
︑
亦
︑
御

囊
を
賜
ひ
﹂︻
賜
草
那
芸
剣
︑
亦
︑
賜
御
囊
︼︑
走
水
海
で
渡
の
神
が
浪
を
興
し
︑

船
を
廻
し
た
と
き
︑
后
の
弟
橘
比
売
命
は
⑥
﹁
妾
︑
御
子
に
易
り
て
︑
海
の
中

に
入
ら
む
︒
御
子
は
︑
遣
さ
え
し
政
を
遂
げ
︑
覆
奏
す
べ
し
﹂︻
妾
︑
易
御
子

而
︑
入
海
中
︒
御
子
者
︑
所
遣
之
政
遂
︑
応
覆
奏
︼
と
言
っ
て
倭
建
命
の
身
代

わ
り
と
な
っ
て
入
水
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
倭
建
命
︵
熊
曾
建
か
ら
御
名
を
献
ら
れ
る
ま
で
は
﹁
小
碓
命
﹂︶
は

御
衣
御
裳
や
剣
を
下
賜
さ
れ
︵
①
︑
⑤
︶
︑
遠
征
将
軍
と
し
て
の
印
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
矛
を
与
え
ら
れ
︵
④
︶︑
帰
還
後
は
覆
奏
す
る
義
務
を
負
う
︵
③
︑

⑥
︶
天
皇
の
御
子
と
し
て
の
存
在
︵
②
︶
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
相
武
国
造
に
よ
る
火
難
︑
走
水
海
の
渡
の
神
に
よ
る
水
難
を
経
て

甲
斐
国
の
酒
折
宮
に
入
る
と
﹃
古
事
記
﹄
の
記
述
は
一
変
す
る
︒

ま
ず
︑﹁
酒
折
宮
に
坐
し
﹂︻
坐
酒
折
宮
︼
と
言
う
表
現
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄

の
中
︑
下
巻
︵
つ
ま
り
﹁
人
皇
﹂
の
代
︶
に
お
い
て
﹁
○
○
宮
に
坐
﹂︻
坐
○

○
宮
︼
と
言
う
表
現
は
四
四
例
見
え
る
︵﹁
坐
﹂
の
主
体
が
神
の
も
の
︑﹁
坐
﹂

が
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
る
も
の
︑
及
び
﹁
宮
﹂
が
﹁
石
神
神
宮
﹂︑﹁
殯
宮
﹂

の
も
の
は
除
く
︒︶
が
︑
そ
れ
ら
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
︵
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
︶

︻
坐
畝
火
之
白
檮
原
宮
︑
治
天
下
也
︒︼︵
﹁
神
武
記
﹂
︶
や
︻
神
沼
河
耳
命
︑
坐

�
城
高
岡
宮
︑
治
天
下
也
︒
︼
︵﹁
綏
靖
記
﹂︶
の
よ
う
に
天
皇
が
天
下
を
治
め
る

宮
の
所
在
地
を
示
す
記
述
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
坐
○
○
宮
﹂
と
言
う
表
現

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

五



は
﹁
坐
○
○
宮
⁝
⁝
治
天
下
﹂
と
言
う
形
で
﹃
古
事
記
﹄
に
見
え
る
三
三
代
の

天
皇
記
す
べ
て
に
例
外
な
く
記
さ
れ
る
定
型
の
記
述
方
法
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄

に
お
い
て
天
皇
以
外
に
﹁
○
○
宮
に
坐
﹂︻
坐
○
○
宮
︼
と
言
う
表
現
が
用
い

ら
れ
る
の
は

①
神
武
天
皇
の
同
母
兄
で
あ
る
五
瀬
命
︵︻
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
与
其
伊
呂

兄
五
瀬
命
二
柱
︑
坐
高
千
穂
宮
︼︶

②
安
寧
天
皇
の
孫
で
あ
る
和
知
都
美
命
︵︻
和
知
都
美
命
者
︑
坐
淡
道
之
御

井
宮
︼︶

③
景
行
天
皇
の
同
母
兄
で
あ
る
印
色
入
日
子
命
︵︻
印
色
入
日
子
命
者
︵
中

略
︶
坐
鳥
取
之
河
上
宮
︼︶

④
景
行
天
皇
の
異
母
兄
で
あ
る
本
牟
智
和
気
御
子
︵︻
御
子
者
坐
檳
�
之
長

穂
宮
︼︶

⑤
景
行
天
皇
の
子
の
倭
建
命
︵︻
坐
酒
折
宮
︼︶

⑥
履
中
天
皇
の
子
で
あ
る
忍
海
郎
女
︵
飯
豊
王
︶︵︻
忍
海
郎
女
︑
亦
名
飯
豊

王
︑
坐
�
城
忍
海
之
高
木
角
刺
宮
︼︶

の
六
例
の
み
で
あ
る
︒

①
の
五
瀬
命
は
初
代
神
武
天
皇
の
同
母
兄
で
あ
る
が
︑
当
該
箇
所
は
神
武
天

皇
︵
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
︶
が
日
向
出
発
前
に
兄
の
五
瀬
命
と
﹁
何
地

い

づ

く

に
坐い
ま

さ

ば
︑
平
た
ひ
ら

け
く
天あ
め

の
下し
た

の

政
ま
つ
り
ご
と

を
聞き

こ
し
看め

さ
む
﹂
と
議は
か

る
場
面
で
あ
り
︑
正

確
に
言
う
と
神
倭
伊
波
礼
毘
古
も
皇
位
に
就
い
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
︒
後
に

初
代
天
皇
と
な
る
神
倭
伊
波
礼
毘
古
と
そ
の
同
母
兄
の
五
瀬
命
が
同
じ
場
所

︵
宮
︶
に
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
二
人
の
所
在
を
﹃
古
事
記
﹄
は
︻
坐
高
千
穂

宮
︼
と
記
載
し
た
の
で
あ
る
︒

②
の
和
知
都
美
命
は
安
寧
天
皇
︵
師
木
津
日
子
玉
手
見
命
︶
の
孫
で
あ
る
が
︑

こ
の
部
分
に
し
か
見
え
な
い
人
名
で
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

③
の
印
色
入
日
子
命
︑
④
の
本
牟
智
和
気
御
子
は
共
に
景
行
天
皇
の
兄
︵
印

色
入
日
子
命
は
同
母
兄
︑
本
牟
智
和
気
御
子
は
異
母
兄
︶
で
あ
る
︒

⑤
は
当
該
倭
建
命
︒

⑥
の
忍
海
郎
女
︵
飯
豊
王
︶
は
履
中
天
皇
の
皇
女
で
︑
後
継
の
い
な
い
清
寧

天
皇
が
崩
御
す
る
や
�
城
忍
海
之
高
木
角
刺
宮
に
迎
え
ら
れ
︑
意
®
・
袁
®
二

王
子
︵
後
の
仁
賢
・
顕
宗
天
皇
︶
が
発
見
さ
れ
た
と
き
同
宮
に
二
王
子
を
上
ら

し
め
た
︒
仁
賢
・
顕
宗
天
皇
の
父
市
辺
之
忍
歯
王

い
ち
の
へ
の
お
し
は
の
み
こ

の
姨
に
あ
た
り
︑
﹃
日
本
書

紀
﹄
で
は
︑﹁
五
年
の
春
正
月
に
︑
白
髪
天
皇

崩
か
む
あ
が

り
ま
す
︒
是こ

の
月
に
︑
皇

太
子
億
計
王
︑
天
皇
と

位
み
く
ら
ゐ

を
譲ゆ
づ

り
︑
久ひ
さ

に
し
て
処ゐ

た
ま
は
ず
︑
是こ
れ

に
由よ

り
て
︑

天
皇
の
姉
飯
豊
青
皇
女

あ
ね
い
ひ
ど
よ
の
あ
を
の
ひ
め
み
こ

︑
忍
海
角
刺
宮

お
し
ぬ
み
の
つ
の
さ
し
の
み
や

に
し
て
︑
臨
朝
秉
政

み
か
ど
ま
つ
り
ご
と

し
︑
自
み
づ
か

ら

忍

海

飯

豊

尊

お
し
ぬ
み
の
い
ひ
ど
よ
の
あ
を
の
み
こ
と

と
称な
の

り
た
ま
ふ
︒
﹂︵﹁
顕
宗
即
位
前
紀
﹂
︶
と
あ
り
︑
天
皇

空
位
の
間
政
務
を
執
り
︑
そ
の
死
に
つ
い
て
は
﹁
冬
十
一
月
に
︑
飯
豊
青
尊
崩

り
ま
す
︒︻
飯
豊
青
尊
崩
︼
﹂
︵﹁
同
﹂
︶
と
記
さ
れ
る
な
ど
︑
天
皇
に
準
ず
る
扱

い
が
な
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
天
皇
以
外
で
﹁
○
○
宮
に
坐
﹂
︻
坐
○
○
宮
︼
と
言
う
表
現

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考
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が
用
い
ら
れ
る
の
は
所
伝
未
詳
の
﹁
和
知
都
美
命
﹂
を
除
く
と
神
倭
伊
波
礼
毘

古
命
︵
後
の
神
武
天
皇
︶
と
そ
の
同
母
兄
︑
景
行
天
皇
の
同
母
兄
・
異
母
兄
︑

天
皇
に
代
わ
っ
て
一
時
政
務
を
執
っ
た
皇
女
︑
そ
し
て
﹁
相
武
国
﹂︑﹁
荒
ぶ
る

蝦
夷
等
﹂
平
定
後
の
倭
建
命
の
み
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹃
古
事
記
﹄
は
東
国
を
平

定
し
︑
火
難
︑
水
難
を
克
服
し
た
後
の
倭
建
命
を
︑
他
の
御
子
と
は
異
な
り
極

め
て
天
皇
に
近
い
扱
い
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
し
て
﹁
酒
折
宮
に
坐
し
し
時
︻
坐
酒
折
宮
之
時
︼﹂
以
降
の
倭
建
命
の
行

為
は
︑
御
子
と
し
て
行
う
べ
き
行
為
で
は
な
く
︑
天
皇
に
し
か
な
し
え
な
い
行

為
︑
天
皇
が
行
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
行
為
で
あ
る
︒

具
体
的
に
指
摘
す
る
と
︑
ま
ず
酒
折
宮
で
﹁
新に
ひ

治ば
り

筑
波

つ

く

ば

を
過
ぎ
て

幾い
く

夜よ

か
寝ね

つ
る
﹂
と
言
う
歌
い
か
け
に
対
し
て
﹁
日か

々が

並な

べ
て

夜よ

に
は
九こ
こ

夜の
よ

日ひ

に
は
十
日

と

を

か

を
﹂
と
歌
で
応
え
た
御
火
焼

み

ひ

た

き

の
老
人

お

き

な

に
﹁

東
あ
づ
ま
の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

を
給
﹂
う
︒

国
造
の
選
定
・
任
命
は
天
皇
が
行
う
べ
き
行
為
で
あ
っ
て
︑
当
然
御
子
や
遠
征

将
軍
に
そ
の
権
限
は
な
い
︒
そ
れ
も
﹁
当
時
︑
賤
者
の
仕
事㉒
﹂
で
あ
っ
た
﹁
御

火
焼
の
老
人
﹂
を
当
意
即
妙
に
歌
を
返
し
た
褒
賞
と
し
て
突
然
に
国
造
に
と
り

た
て
る
な
ど
と
言
う
記
述
は
︑
地
元
の
豪
族
の
勢
力
を
倭
建
命
の
支
配
力
が
圧

倒
し
︑
そ
の
意
の
ま
ま
に
国
造
を
任
命
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
を
描
く
も

の
で
あ
る
︒

次
に
︵
東
征
の
往
路
で
︶﹁
婚あ

は
む
と
思
へ
ど
も
︑
亦ま
た

︑
還か
へ

り
上の
ぼ

ら
む
時
に
︑

婚あ

は
む
と
思
ひ
て
︑
期ち

ぎ

り
定
め
﹂
た
﹁
美み

夜や

受ず

比ひ

売め

の
許も

と

に
﹂︵
復
路
で
︶﹁
入い

り
坐ま

し
﹂
た
︒﹁
尾

張

国

造

を
は
り
の
く
に
の
み
や
つ
こ

が
祖お
や

﹂
で
あ
る
美
夜
受
比
売
は
﹁
大お
ほ

御み

食け

を

献
た
て
ま
つ

り
﹂﹁
大お
ほ

御み

酒さ
か

盞づ
き

を
捧さ
さ

げ
て
献
り
﹂︑
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
は
歌
を
歌
い

交
わ
し
て
﹁
御み

合あ
ひ

﹂
す
る
︒
地
方
豪
族
の
女
が
天
皇
に
そ
の
土
地
の
作
物
や
酒

を
献
り
天
皇
が
そ
れ
を
飲
食
す
る
こ
と
︑
天
皇
と
地
方
豪
族
の
女
が
歌
を
歌
い

交
わ
し
共
寝
を
す
る
こ
と
︑
は
天
皇
が
そ
の
土
地
を
支
配
す
る
こ
と
の
証
し
で

あ
る
こ
と
は
﹁
ニ
ヒ
ナ
メ
＝
ヲ
ス
ク
ニ
﹂
儀
礼
と
し
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る㉓

が
︑
こ
れ
は
勿
論
御
子
の
な
し
得
る
こ
と
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
天
皇
の
行
為

で
あ
る
︒
東
征
往
路
の
倭
建
命
が
美
夜
受
比
売
と
﹁
御
合
﹂
を
し
て
も
尾
張
の

服
属
譚
と
は
な
ら
な
い
︒
従
っ
て
往
路
で
は
敢
え
て
﹁
期
り
定
め
﹂
た
だ
け
で

﹁
御
合
﹂
は
せ
ず
︑
酒
折
宮
以
降
の
倭
建
命
が
は
じ
め
て
﹁
御
合
﹂
を
行
う
の

で
あ
る
︒

｢御
合
﹂
の
前
に
歌
を
歌
い
交
わ
す
が
︑
そ
の
時
の
美
夜
受
比
売
の
歌
で
は

倭
建
命
の
こ
と
を
︑

高た
か

光ひ
か

る

日ひ

の
御み

子こ

や
す
み
し
し

我わ

が
大お
ほ

君き
み

︵︻
多
�
比
�
流

比
能
美
古

夜
須
美
斯
志

和
賀
意
富
岐
美
︼
︶

︵
﹃
古
事
記
﹄
二
八
番
歌
)

と
表
現
し
て
い
る
︒

｢高
光
る

日
の
御
子
﹂
と
言
う
表
現
は
︑
﹃
古
事
記
﹄
所
載
の
歌
謡
中
に
二

九
番
歌
を
除
い
て
以
下
三
例
が
見
え
る
︒

①
仁
徳
天
皇
が
建
内
宿
�
命
に
歌
で
﹁
そ
ら
み
つ

倭
や
ま
と

の
国
に

鴈か
り

卵こ

生む

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考
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と
聞
く
や
﹂︵﹃
古
事
記
﹄
七
一
番
歌
︶
と
問
う
た
と
こ
ろ
︑
宿
�
が
︑
高 た

か

光 ひ
か

る

日 ひ

の
御 み

子 こ

︵︻
多
�
比
�
流

比
能
美
古
︼)

諾う
べ

し
こ
そ

問と

ひ

給た
ま

へ

真ま

こ
そ
に

問
ひ
給
へ

︵﹃
古
事
記
﹄
七
二
番
歌
)

と
応
え
た
︒

②
落
葉
が
浮
か
ん
で
い
る
の
を
知
ら
ず
に
雄
略
天
皇
に
盞
を
献
り
︑
斬
り
殺

さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
婇
が
天
皇
に
対
し
て
﹁
吾あ

が
身
を
殺
す
こ
と
莫な
か

れ
︒

白ま
を

す
べ
き
事
有
り
﹂
と
言
い
︑

是こ

し
も

あ
や
に
畏
か
し
こ

し

高 た
か

光 ひ
か

る

日 ひ

の
御 み

子 こ

︵︻
多
加
比
加
流

比
能

美
古
︼)

︵﹃
古
事
記
﹄
一
〇
〇
番
歌
)

と
歌
っ
た
︒

③
右
の
②
で
そ
の
婇
が
赦
さ
れ
た
後
大
后
が
︑

高 た
か

光 ひ
か

る

日 ひ

の
御 み

子 こ

に
︵︻
多
加
比
加
流

比
能
美
古
爾
︼︶

豊と
よ

御み

酒き

献
た
て
ま
つ

ら
せ

︵﹃
古
事
記
﹄
一
〇
一
番
歌
)

と
歌
っ
た
︒

①
の
﹁
高
光
る

日
の
御
子
﹂
は
仁
徳
天
皇
を
︑
②
︑
③
の
そ
れ
は
雄
略
天

皇
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒

｢や
す
み
し
し

我
が
大
君
﹂
と
言
う
表
現
も
︑﹃
古
事
記
﹄
所
載
の
歌
謡
中

に
二
九
番
歌
を
除
い
て
以
下
三
例
が
見
え
る
︒

①
阿
岐
豆
野
で
御
呉
床
に
坐
し
て
い
る
雄
略
天
皇
の
御
腕
を
咋
っ
た
泣
を
蜻

蛉
が
咋
っ
て
飛
ん
だ
︒
そ
の
時
天
皇
が
︑

み
吉
野

え

し

の

の

小
室

を

む

ろ

が
岳た
け

に

猪し

鹿し

伏ふ

す
と
︵
中
略
︶
や
す
み
し
し

我 わ

が

大 お
ほ

君 き
み

の
︻
夜
須
美
斯
志

和
賀
淤
富
岐
美
能
︼

猪し

鹿し

待
つ
と

︵﹃
古
事
記
﹄
九
七
番
歌
)

と
言
う
歌
を
作
っ
た
︒

②
雄
略
天
皇
が
怒
っ
た
猪
か
ら
逃
れ
る
た
め
榛
の
木
に
登
っ
て
︑

や
す
み
し
し

我 わ

が
大 お

ほ

君 き
み

の
︻
夜
須
美
斯
志

和
賀
意
富
岐
美
能
︼

游あ
そ

ば
し
し

猪し
し

の

病や

み
猪し
し

の

う
た
き

畏
か
し
こ

み

我わ

が
逃
げ
登
り
し

在あ

り
丘を

の

榛は
り

の
木き

の
枝え
だ

︵﹃
古
事
記
﹄
九
八
番
歌
)

と
歌
っ
た
︒

③
春
日
の
袁
杼
比
売
が
雄
略
天
皇
に
大
御
酒
を
献
っ
た
時
︑
天
皇
が
詠
み
掛

け
た
歌
を
受
け
て
袁
杼
比
売
が
︑

や
す
み
し
し

我 わ

が
大 お

ほ

君 き
み

の
︻
夜
須
美
斯
志

和
賀
淤
富
岐
美
能
︼

朝あ
さ

と
に
は

い
倚よ

り
立だ

た
し

︵﹃
古
事
記
﹄
一
〇
四
番
歌
)

と
歌
っ
た
︒

①
︑
②
の
﹁
や
す
み
し
し

我
が
大
君
﹂
は
一
人
称
で
あ
る
が
︑
雄
略
天
皇

そ
の
も
の
を
指
す
︒
③
の
そ
れ
も
春
日
の
袁
杼
比
売
が
雄
略
天
皇
を
指
し
て
歌

っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
高
光
る

日
の
御
子
﹂︑﹁
や
す
み
し
し

我
が
大
君
﹂
は

﹃
古
事
記
﹄
所
載
歌
謡
に
お
い
て
天
皇
を
指
す
定
型
的
表
現
と
言
え
る
が
︑
二

九
番
歌
は
そ
の
二
つ
の
表
現
が
一
首
の
中
に
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
唯
一
の

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考
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歌
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
表
現
は
御
子
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
に
は
あ
ま
り
に

例
外
的
で
あ
り
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
倭
建
命
を
天
皇
に
用
い
る
表
現
を
も
っ
て

描
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
︒

次
に
︑
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
﹁
御
合
﹂
と
言
う
表
現
で
あ
る
が
︑﹃
古
事
記
﹄

に
見
え
る
婚
姻
等
を
表
す
表
現
は
管
見
の
限
り
︻
娶
︼
が
一
二
八
例
と
圧
倒
的

に
多
く
︑︻
婚
︼
が
一
七
例
︑︻
喚
上
︼
が
六
例
︑
そ
の
他
僅
か
で
あ
る
が
︻
御

合
︼︑︻
嫁
︼︑︻
姦
︼
等
が
あ
る
︒

そ
の
中
で
﹁
御
合
﹂
と
言
う
表
現
は
︑
倭
建
命
が
美
夜
受
比
売
と
交
わ
る
場

面
以
外
に
は
︑
伊
耶
那
岐
命
が
伊
耶
那
美
命
と
交
わ
っ
て
大
八
島
国
等
を
生
む

場
面
︑
八
千
矛
神
が
沼
河
比
売
と
交
わ
る
場
面
︑
応
神
天
皇
が
矢
河
枝
比
売
と

交
わ
っ
て
宇
遅
能
和
紀
郎
子
を
生
む
場
面
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
神
以

外
で
は
応
神
天
皇
と
倭
建
命
の
み
に
用
い
ら
れ
る
極
め
て
特
殊
な
表
現
で
あ
り
︑

応
神
天
皇
の
場
合
は
︵
後
に
応
神
自
ら
﹁
天あ
ま

津つ

日ひ

継つ
ぎ

を
知し

ら
せ
﹂
と
指
示
を
す

る
こ
と
に
な
る
︶
宇
遅
能
和
紀
郎
子
を
生
む
と
言
う
重
要
な
場
面
で
の
交
わ
り

に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
御
合
﹂
は
﹃
古
事
記
﹄
の
中
で
も
非
常
に
重
要
な
交

わ
り
を
表
す
用
語
で
︑
軽
々
に
御
子
の
婚
姻
に
使
わ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
表

現
で
あ
る
︒

更
に
倭
建
命
の
死
は
﹁
歌
ひ
竟を
は

り
て
︑
即
す
な
は

ち
崩さ

り
ま
し
き
︻
崩
︼︒﹂
と
表

現
さ
れ
る
︒﹁
崩
﹂
が
天
皇
の
死
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
厳
密
に
言
う
と
﹃
古
事
記
﹄
が
天
皇
以
外
の
死
に

﹁
崩
﹂
を
用
い
る
例
は
存
在
す
る
︒
神
武
天
皇
の
同
母
兄
で
あ
る
五
瀬
命
︑
仲

哀
天
皇
神
功
皇
后
の
御
子
︵
︱
後
の
応
神
天
皇
︱
の
偽
装
死
︶︑
神
功
皇
后
︑

宇
遅
能
和
紀
郎
子
︑
そ
し
て
倭
建
命
の
死
の
場
合
で
あ
る
︒

五
瀬
命
に
は
先
述
の
と
お
り
︻
坐
○
○
宮
︼
表
現
も
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
東

征
の
過
程
で
戦
死
し
た
神
武
天
皇
の
同
母
兄
と
言
う
位
置
︑﹁
︵
五
瀬
命
が
︶

詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
︻
詔
︼﹃
吾あ
れ

は
︑
日
の
神
の
御み

子こ

︻
日
神
之
御
子
︼
と
為し

て
︑
日

に
向む
か

ひ
て
戦
ふ
こ
と
︑
良
く
あ
ら
ず
︒
﹄
﹂︵﹁
神
武
記
﹂︶
と
言
う
発
言
記
事
な

ど
か
ら
天
皇
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
仲
哀
天
皇
と
神

功
皇
后
の
間
の
御
子
は
後
の
応
神
天
皇
で
あ
り
︑
そ
の
︵
偽
装
︶
死
に
︻
崩
︼

が
用
い
ら
れ
る
の
は
順
当
と
言
え
る
︒
神
功
皇
后
は
応
神
天
皇
の
母
で
あ
り
︑

一
時
天
皇
に
準
ず
る
立
場
︵
あ
る
い
は
夫
の
仲
哀
天
皇
よ
り
上
位
︶
に
あ
っ
た

人
物
で
あ
る
︒
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
先
述
の
と
お
り
応
神
天
皇
か
ら
﹁
天
津
日

継
を
知
ら
せ
﹂
と
指
示
を
受
け
︑
大
雀
命
︵
後
の
仁
徳
天
皇
︶
と
皇
位
を
譲
り

合
っ
た
人
物
で
あ
り
︑
そ
の
死
に
よ
っ
て
漸
く
仁
徳
が
皇
位
に
就
い
た
と
言
う

経
緯
の
人
物
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
天
皇
に
な
り
得
べ
き
︑
あ
る
い
は
天
皇
に
準

ず
る
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
り
︑
倭
建
命
も
ま
た
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る

と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
倭
建
命
の
墓
は
︻
御
陵
︼
と
表
現
さ
れ
る
が
︑
先
述
の
︻
崩
︼
と
同

じ
く
こ
の
表
現
も
天
皇
の
墓
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑﹃
古
事
記
﹄

中
天
皇
以
外
の
墓
所
が
︻
御
陵
︼
と
表
現
さ
れ
る
の
は
日
子
穂
々
手
見
命
︑
市

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

九



辺
忍
歯
王
︑
そ
し
て
倭
建
命
と
そ
の
后
弟
橘
比
売
の
み
で
あ
る
︒

日
子
穂
々
手
見
命
は
天
皇
家
の
祖
先
神
︵
神
武
天
皇
の
祖
父
︶
で
あ
る
︒
市

辺
忍
歯
王
は
履
中
天
皇
の
子
で
あ
り
︑
清
寧
天
皇
崩
御
後
一
時
政
務
を
執
っ
た

飯
豊
王
︵
先
述
︶
の
同
母
兄
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
後
即
位
し
た
顕
宗
・
仁

賢
両
天
皇
の
父
で
あ
る
︒
弟
橘
比
売
は
倭
建
命
の
后
で
あ
り
身
代
わ
り
と
な
っ

て
入
水
し
た
人
物
で
︑
流
れ
着
い
た
櫛
を
﹁
御
陵
﹂
に
納
め
た
と
言
う
の
で
あ

る
︒
弟
橘
比
売
の
﹁
御
陵
﹂
は
や
や
例
外
的
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
は
天
皇
に
準

じ
て
︻
御
陵
︼
表
現
を
用
い
ら
れ
て
然
る
べ
き
神
︑
人
で
あ
る
︒
倭
建
命
も
ま

た
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
︒

以
上
︑︻
坐
○
○
宮
︼
表
現
︑
国
造
任
命
︑
美
夜
受
比
売
の
大
御
飯
・
大
御

酒
盞
献
上
︑
歌
い
交
わ
し
と
婚
姻
︑﹁
高
光
る

日
の
御
子
︻
多
加
比
加
流

比
能
美
古
爾
︼﹂・﹁
や
す
み
し
し

我
が
大
君
︻
夜
須
美
斯
志

和
賀
淤
富
岐

美
能
︼﹂
表
現
︑﹁
御
合
﹂
表
現
︑﹁
崩
﹂・﹁
御
陵
﹂
表
現
か
ら
︑﹃
古
事
記
﹄
で

は
酒
折
宮
以
降
の
倭
建
命
が
天
皇
と
同
等
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た㉔
︒

六
︑﹁
天
皇
﹂
と
し
て
の
行
為

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
古
事
記
﹄
は
酒
折
宮
以
降
の
倭
建
命
を
天
皇
に

準
じ
て
扱
う
が
︑
そ
の
よ
う
な
立
場
で
倭
建
命
が
詠
ん
だ
と
し
て
記
さ
れ
た
の

が
二
九
番
歌
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
観
点
か
ら
今
一
度
二
九
番
歌
を
眺
め
る
と
︑﹁
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣

着
せ
ま
し
を
﹂
と
言
う
表
現
に
新
た
な
意
味
が
見
え
て
く
る
︒﹁
天
皇
と
し
て

︵
松
が
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︶
大
刀
を
与
え
る
︑
衣
を
与
え
る
﹂
と
言
う
意
味

で
あ
る
︒

天
皇
が
授
刀
す
る
こ
と
は
﹁
軍
防
令
﹂
に

凡
そ
大だ

い

将
し
や
う

征
し
や
う

に
出い

で
ば
︑
皆
節せ
ち

刀た
う

授た
ま

へ
︒

と
あ
り
︑﹃
古
事
記
﹄
の
撰
進
の
前
後
の
時
期
に
も
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
次
の
と

お
り
実
際
の
授
刀
の
例
が
見
え
る
︒

①
己
卯
︑
入に
ふ

唐た
ふ

使し

粟あ
は

田た

朝
臣
真ま

人ひ
と

に
節せ
つ

刀た
う

を
授さ
づ

く
︒

︵
大
宝
元
︵
七
〇
一
︶
年
五
月
七
日
条
︱
遣
唐
使
授
刀
記
事
︱
)

②
己
酉
︑
遣け
ん

唐た
う

押あ
ふ

使し

従
四
位
下
多た

治ぢ

比ひ

真
人
県
あ
が
た

守も
り

に
節せ
つ

刀た
う

を
賜た
ま

ふ
︒

︵
養
老
元
︵
七
一
七
︶
年
三
月
九
日
条
︱
遣
唐
使
授
刀
記
事
︱
)

③
甲
戌
︑
節せ
つ

刀た
う

を

進
た
て
ま
つ

る
︒
こ
の
度た
び

の

使
つ
か
ひ

の
人ひ
と

︑
略ほ
ぼ

闕け
つ

亡ば
う

無
く
し
て
︑

前
年

さ
き
の
と
し

の
大た
い

使し

従
五
位
上
坂
合
部

さ

か

ひ

べ

宿
�
大お
ほ

分き
だ

も
亦ま
た

随
し
た
が

ひ
て
来
帰

ま

う

け

り
︒

︵
養
老
二
︵
七
一
八
︶
年
一
二
月
一
五
日
︱
遣
唐
使
帰
還
記
事
︱
)

④
︵
二
月
︵
中
略
︶
壬
子
︑
大だ
い

宰さ
い

府ふ

奏そ
う

し
て
言ま
う

さ
く
︑﹁
隼は
や

人ひ
と

反そ
む

き
て
大お
ほ

隅す
み

国
守
陽や

侯こ

史
麻ま

呂ろ

を
殺こ
ろ

せ
り
﹂
と
ま
う
す
︒︶
三
月
丙
辰
︑
中ち
う

納な
ふ

言ご
ん

正
四

位
下
大お
ほ

伴と
も

宿
�
旅た
び

人と

を
征せ
い

隼は
や

人ひ
と

持ぢ

節せ
ち

大だ
い

将
し
や
う

軍ぐ
ん

と
す
︒

(養
老
四
︵
七
二
〇
︶
年
三
月
四
日
条
︱
征
隼
人
持
節
大
将
軍
授
刀
記
事

︱
)

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一
〇



｢節
刀
﹂
は
﹁
天
皇
の
命
を
奉
じ
て
︑
海
外
に
派
遣
さ
れ
る
大
使
や
反
乱
鎮

撫
の
大
将
軍
に
授
け
ら
れ
る
任
務
の
標
識㉕
︒﹂
で
あ
り
︑﹁
軍
防
令
﹂
に

凡
そ
大だ
い

将
し
や
う

征
し
や
う

に
出
で
む
︑
軍
に
臨の
ぞ

み
寇あ
た

に
対む
か

ふ
て
︑
大だ
い

毅ぎ

以
下
︑
軍ぐ
ん

令
り
や
う

に
従
は
ず
︑
及
び
軍ぐ
ん

事じ

に
𥡴
お
こ
た

り
違
ひ
︑
闕か

き
乏と
も

し
く
す
る
こ
と
有
ら

ば
︑
死し

罪ざ
い

以
下
は
︑
並
に
大
将
斟し
む

酌
し
や
く

し
て
専せ
ん

決
く
ゑ
ち

す
る
こ
と
聴
せ
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
節
刀
を
与
え
ら
れ
た
将
軍
︵
持
節
征
夷
大
将
軍
︶
は
戦
時
︑

部
下
に
死
罪
以
下
を
与
え
る
権
限
を
も
与
え
ら
れ
る
な
ど
︑
絶
大
な
権
力
を
委

ね
ら
れ
た
︒

ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄
撰
進
前
後
の
天
皇
の
賜
衣
の
記
事
を
﹃
日
本
書
紀
﹄︑

﹃
続
日
本
紀
﹄
か
ら
拾
う
と
︑

﹃
日
本
書
紀
﹄

①
庚か
う

辰し
ん

に
︑
公
�
に
内お
ほ

裏う
ち

に

宴

と
よ
の
あ
か
り

し
た
ま
ふ
︒
仍よ

り
て
衣
裳

き

も

の

を
賜た
ま

ふ
︒

︵﹁
持
統
紀
﹂
四
︵
六
九
〇
︶
年
正
月
三
日
条
)

②
己
卯

き

ば

う

に
︑
公
�
に
飲を
し

食も
の

・
衣
裳

き

も

の

を
賜
ふ
︒

︵﹁
持
統
紀
﹂
五
︵
六
九
一
︶
年
正
月
七
日
条
)

③
癸
酉

き

い

う

に
︑
公
�
等

ま
へ
つ
き
み
た
ち

に
饗
へ
た
ま
ひ
︑
仍よ

り
て
衣
裳

き

も

の

を
賜た
ま

ふ
︒

︵﹁
持
統
紀
﹂
六
︵
六
九
二
︶
年
正
月
七
日
条
)

﹃
続
日
本
紀
﹄

①
戊
申
︑
従
し
た
が

へ
る

官
つ
か
さ

并あ
は

せ
て
国く
に

・
郡
こ
ほ
り

の

司
つ
か
さ

等ど
も

に
階か
い

を
進す
す

め
︑
并
せ
て

衣き
ぬ

・
衾

ふ
す
ま

を
賜た

ま

ふ
︒

︵
大
宝
元
︵
七
〇
一
︶
年
一
〇
月
九
日
条
)

②
癸
亥
︑
讃
岐

さ

ぬ

き

国
那な

賀か

郡
錦
部
刀
良

に
し
こ
り
の
と
ら

︑
陸
奥

み
ち
の
お
く

国
信し

太だ

郡
生
王
五
百
足

い

ほ

た

り

︑

筑

後

つ
く
し
の
み
ち
の
し
り

国
山や
ま

門と

郡
許こ

勢せ

部べ
の

形か
た

見み

等
に
︑

各
お
の
お
の

衣き
ぬ

一
襲
と
塩し
ほ

・
穀も
み

と
を

賜た
ま

ふ
︒

︵
慶
雲
四
︵
七
〇
七
︶
年
五
月
廿
六
日
条
)

③
丁
卯
︑
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

︑
重
ち
よ
う

閣か
く

門も
ん

に
御お
は

し
ま
し
て
︑
宴
う
た
げ

を
文ぶ
ん

武ぶ

の
百
ひ
や
く

官
く
わ
ん

并あ
は

せ

て
隼は
や

人ひ
と

・
蝦
夷

え

み

し

に
賜た
ま

ひ
︑
諸し
よ

方は
う

の
楽が
く

を

奏
つ
か
へ
ま
つ

る
︒
従
五
位
已
上
に
衣き
ぬ

一

襲
を
賜
ふ
︒

︵
和
銅
三
︵
七
一
〇
︶
年
正
月
一
六
日
条
)

④

恩
う
つ
く
し
び

を
降く
だ

し
て
︑

咸
こ
と
ご
と

く
死し

罪ざ
い

已
下
を
免ゆ
る

し
︑
并あ
は

せ
て
衣い

服ぶ
く

を
賜た
ま

ひ
︑

そ
れ
を
自
み
づ
か

ら
新
あ
ら
た

に
せ
し
め
た
ま
ふ
︒

︵
天
平
三
︵
七
三
一
︶
年
一
一
月
一
六
日
条
)

こ
の
よ
う
に
大
将
軍
に
刀
を
授
け
る
こ
と
や
︑
臣
下
に
衣
を
賜
う
こ
と
は
重

要
な
天
皇
の
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑
倭
建
命
は
西
征
前
に
倭
比
売
よ
り
御
衣
・
御
裳
を
︑
東

征
前
に
は
天
皇
よ
り
副
将
軍
︵
御
鉏
友
耳
建
日
子
︶
と
ひ
ひ
ら
木
の
八
尋
矛
を
︑

伊
勢
大
御
神
の
宮
で
姨
よ
り
草
那
芸
剣
を
賜
わ
る
︒
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
天

皇
で
は
な
く
遠
征
将
軍
︑
御
子
と
し
て
の
立
場
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
︑
倭
建
命
は
酒
折
宮
以
降
で
は
天
皇

に
準
ず
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
大
刀
や
衣
を
賜
わ
る
立
場
か
ら
︑

逆
に
そ
れ
ら
を
与
え
る
立
場
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
倭
建
命
は
伊

勢
大
神
宮
で
賜
っ
た
草
那
芸
剣
を
美
夜
受
比
売
の
許
に
置
い
た
ま
ま
伊
服
岐
能

山
の
神
と
戦
い
︑
打う

ち
或ま

と

︻
打
或
︼
わ
さ
れ
る
︒
倭
を
目
前
に
し
て
命
は
鈴
鹿

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一
一
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﹄
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九
番
歌
︱
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刀
佩
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し
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衣
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ま
し
を
︱
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一
二

倭
建
命
行
程
図
〔
伊
服
岐
能
山
〜
能
煩
野
〕

（
国
土
地
理
院
1：
200,000

地
勢
図
「
岐
阜
」（
平
成
18
年
発
行
），
同
「
名
古
屋
」
（
平
成
17年
発
行
）
を
合
成
，
縮
小
)
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山
脈
の
東
を
彷
徨
い
︑
遂
に
能
煩
野
で
﹁
崩
﹂
ず
る
の
で
あ
る
︒

宮
に
坐
し
︑
東
の
国
造
を
任
命
し
︑
征
服
者
と
し
て
美
夜
受
比
売
と
の
婚
姻

を
な
し
た
倭
建
命
が
天
皇
と
し
て
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
行
為
︑
そ
れ
が
臣
下
に

大
刀
を
与
え
︑
衣
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
︒

遂
に
父
の
許
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
倭
で
即
位
で
き
な
か
っ
た
倭
建
命
は
︑

天
皇
と
し
て
統
治
権
を
確
立
し
て
い
る
東
国
へ
の
入
口
つ
ま
り
﹁
尾
張
に

直

に
向
へ
る

尾
津
崎
﹂
に
た
ど
り
着
き
︑
そ
こ
に
生
え
て
い
る
松
を
臣
下
に
見

立
て
て
﹁
授
刀
︑
賜
衣
﹂
を
し
た
い
と
歌
う
の
で
あ
る
︒

死
を
前
に
し
た
倭
建
命
は
︑

①
伊
服
岐
能
山
↓
②
玉
倉
部
之
清
水
↓
③
当
芸
野
↓
④
杖
衝
坂
↓
⑤
尾
津
前

↓
⑥
三
重
村
↓
⑦
能
煩
野

と
彷
徨
す
る
︒
こ
れ
を
地
図
に
落
と
す
と
﹁
倭
建
命
行
程
図
︹
伊
服
岐
能
山
～

能
煩
野
︺﹂
の
と
お
り
と
な
り㉖
︵
②
の
玉
倉
部
之
清
水
は
②
-
ア
︑
②
-
イ
の
二

つ
の
比
定
地
が
あ
る
︶︑
④
杖
衝
坂
ま
で
行
っ
た
倭
建
命
が
⑤
尾
津
前
に
戻
り
︑

ま
た
⑥
三
重
村
へ
移
動
す
る
の
は
不
自
然
で
︑
こ
れ
を
﹃
古
事
記
﹄
の
記
述
の

乱
れ
と
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る
︒

し
か
し
︑
や
は
り
⑤
の
尾
津
前
に
戻
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
︒
倭
に
戻
れ

な
い
倭
建
命
が
天
皇
と
し
て
統
治
権
を
行
使
で
き
る
の
は
東
国
で
あ
る㉗
︒
東
征

の
往
路
で
も
御
刀
を
忘
れ
た
尾
津
前
は
東
征
の
基
点
で
あ
り
︑
以
東
は
自
ら
平

定
し
た
東
国
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
東
国
へ
の
渡
り
津
で
あ
る
尾
津
前
で
﹁
尾
張

に

直
に
向
へ
る

尾
津
崎
な
る

一
つ
松
﹂
を
臣
下
に
見
立
て
て
授
刀
︑
賜

衣
を
行
い
た
い
と
歌
う
の
で
あ
る
︒

こ
れ
が
二
九
番
歌
の
﹃
古
事
記
﹄
倭
建
命
説
話
中
で
担
う
機
能
で
あ
る
と
言

う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
︒

七
︑
お
わ
り
に

そ
の
死
が
﹁
崩
﹂
と
記
さ
れ
る
な
ど
︑
倭
建
命
は
﹃
古
事
記
﹄
の
中
で
天
皇

と
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
言
う
指
摘
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
︑

本
稿
で
は
︑
そ
の
扱
い
は
倭
建
命
︵
小
碓
命
︶
の
物
語
す
べ
て
に
つ
い
て
で
は

な
く
︑
酒
折
宮
を
以
て
御
子
︵
あ
る
い
は
遠
征
将
軍
︶
か
ら
天
皇
の
立
場
に
転

換
し
て
い
る㉘
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
見
地
か
ら
﹃
古
事
記
﹄
の
倭
建
命
説

話
中
で
二
九
番
歌
が
担
う
機
能
を
検
討
し
て
き
た
︒
倭
建
命
が
天
皇
と
し
て
の

立
場
で
︵
自
ら
が
統
治
す
べ
き
東
国
に
向
か
っ
て
い
る
︶
一
つ
松
に
授
刀
︑
賜

衣
を
行
う
姿
勢
を
詠
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

扱
い
は
天
皇
で
あ
り
な
が
ら
︑
な
ぜ
﹃
古
事
記
﹄
は
倭
建
命
の
即
位
を
記
さ

な
い
の
か
︒
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
︑
即
位
し
て
い
な
い
倭
建
命
を
﹃
古
事
記
﹄

は
な
ぜ
天
皇
扱
い
す
る
の
か
︒
こ
の
疑
問
は
な
お
残
る
︒
た
だ
︑
倭
建
命
が
︑

即
位
し
な
か
っ
た
﹃
古
事
記
﹄
の
中
の
他
の
御
子
た
ち
と
決
定
的
に
異
な
る
の

は
︑
倭
建
命
の
異
母
弟
で
あ
る
成
務
天
皇
を
除
き
︑
仲
哀
天
皇
以
降
の
す
べ
て

の
天
皇
は
倭
建
命
を
始
祖
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
天
武
天
皇
は
じ
め
代
々

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一
四



の
天
皇
の
始
祖
で
あ
る
倭
建
命
を
天
皇
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
﹃
古
事
記
﹄
の

記
述
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
こ
こ
に
﹃
古
事
記
﹄
の
倭
建

命
条
を
検
討
す
る
大
き
な
鍵
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
今
後
の
課
題
と
し

た
い
︒

注①

校
訂
本
文
テ
キ
ス
ト
は
稿
末
に
掲
げ
た
﹁
使
用
テ
キ
ス
ト
﹂
に
同
じ
︒

②

小
野
田
光
雄
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
︵
中
巻
︶﹄
一
九
八
一
年

勉
誠
社

に
よ
る
︒

③

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝

二
十
八
之
巻
﹄
一
八
世
紀
末
︵
大
野
晋
編
﹃
本
居
宣
長

全
集

第
十
一
巻
﹄
一
九
六
九
年

筑
摩
書
房

二
七
五
～
二
七
七
頁
︶

④

次
田
潤
﹃
古
事
記
新
講

増
訂
版
﹄
一
九
二
五
年

明
治
書
院

四
〇
五
頁

⑤

ア
︑
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
o

古
事
記

祝
詞
﹄
一
九

五
八
年

岩
波
書
店

三
五
一
頁
︵
補
注
︶︵﹃
古
事
記
﹄
担
当
は
倉
野
憲
司
︶︒
イ
︑

倉
野
憲
司
﹃
古
事
記
全
註
釈

第
六
巻

中
巻
篇
︵
下
︶﹄
一
九
七
九
年

三
省
堂

二
〇
二
頁
も
ほ
ぼ
同
じ
表
現
︒

⑥

土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈

古
事
記
編
﹄
一
九
七
二
年

角
川
書
店

一
三
二

頁
⑦

山
路
平
四
郎
﹃
記
紀
歌
謡
評
釈
﹄
一
九
七
三
年

東
京
堂

七
四
頁

⑧

武
田
祐
吉
﹃
記
紀
歌
謡
集
全
講
﹄
一
九
五
六
年

明
治
書
院

九
三
頁

⑨

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
o

古
事
記

上
代
歌
謡
﹄
一
九

七
三
年

小
学
館
︵﹃
古
事
記
﹄
担
当
は
荻
原
浅
男
)

二
二
五
頁
︵
頭
注
︶

⑩

西
宮
一
民
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

古
事
記
﹄
一
九
七
九
年

新
潮
社

一
六
八

頁
︵
頭
注
︶

⑪

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

古
事
記
﹄
一
九
九
七

年

小
学
館

二
三
三
頁
︵
頭
注
︶
︵
こ
の
見
解
は
﹁︵
山
口
・
神
野
志
︶
両
者
に
よ

る
検
討
の
結
果
﹂
︶

⑫

次
田
潤

前
掲
書

同
頁

⑬

近
藤
健
史
﹁
境
界
と
悲
別

︱
古
代
文
学
に
お
け
る
﹃
松
﹄
の
一
面

︱
﹂
︵﹃
日

本
文
学
会
報
﹄
第
二
号

一
九
九
〇
年
三
月

盛
岡
大
学
日
本
文
学
会

所
収
︶
︑

同
﹁
境
界
領
域
と
樹
木

︱
古
代
文
学
に
お
け
る
﹃
松
﹄

︱
﹂︵﹃
語
文
﹄
第
七
九

輯

一
九
九
一
年
三
月

日
本
大
学
国
文
学
会

所
収
︶
︒

⑭

畠
山
篤
﹁
妻
問
い
の
追
憶

︱
一
つ
松
と
倭
建
命
の
重
層

︱
︵
尾
畑
喜
一
郎
編

﹃
記
紀
万
葉
の
新
研
究
﹄
一
九
九
二
年

桜
楓
社

所
収
︶

⑮

永
池
健
二
﹁﹃
尾
上
﹄
と
い
う
場
所

︱
一
つ
松
考
序
説

︱
﹂︵
﹃
大
谷
女
子
大

国
文
﹄
第
二
三
号

一
九
九
三
年
三
月

大
谷
女
子
大
学
国
文
学
会

所
収
︶

⑯

同
﹁
木
に
衣
を
掛
け
る

︱
続
・
一
つ
松
考
序
説

︱
﹂︵
﹃
民
俗
文
化
﹄
第
七
号

一
九
九
五
年
三
月

近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所

所
収
︶

⑰

山
路
平
四
郎

前
掲
書

七
四
頁

⑱

相
磯
貞
三
﹃
記
紀
歌
謡
全
註
解
﹄
一
九
六
二
年

有
精
堂

一
一
〇
頁

⑲
︑
⑳

土
橋
寛

前
掲
書

一
三
三
頁

㉑

西
郷
信
綱
﹃
ち
く
ま
学
芸
文
庫

古
事
記
注
釈

第
六
巻
﹄
二
〇
〇
六
年

筑
摩

書
房

一
二
三
頁
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
は
平
凡
社
刊
﹃
古
事
記
注
釈
﹄
全
四
巻
の

改
訂
版
︒
元
版
は
一
九
七
五
～
一
九
八
九
年
刊
︒
注
㉑
該
当
巻
は
元
版
第
三
巻
︑
一

九
八
八
年
刊
︶

㉒

西
宮
一
民

前
掲
書

一
六
五
頁
︵
頭
注
︶

㉓

｢大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗

︱
食
国
︵
ヲ
ス
ク
ニ
︶
の
背
景

︱
﹂
︵
岡
田

精
司
﹃
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
﹄
一
九
七
〇
年

塙
書
房

所
収
︑
初
出
は
﹃
日

本
詩
研
究
﹄
第
六
〇
︑
六
一
号

一
九
六
二
年
五
︑
七
月

日
本
史
研
究
会
／
創
元

社
︶

㉔

現
存
風
土
記
︵
逸
文
は
除
く
︶
の
中
で
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
記
事
が
最
も
多
い

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一
五



︵
一
三
例
︶
の
は
東
国
の
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
例
外
な
く
︻
倭

武
天
皇
︼
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
の
国
の
風
土
記
で
は
何
れ
も
西
国
の
﹃
出
雲

国
風
土
記
﹄︵
一
例
︶
と
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄︵
三
例
︶
で
あ
る
が
︑
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

に
﹁
天
皇
﹂
と
言
う
語
は
附
さ
れ
て
い
な
い
︒﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
で
は
﹁
朕
︵
景

行
天
皇
⁝
⁝
藤
原
注
︶
が
御
子
︑
倭
建
の
命
﹂︵﹁
出
雲
の
郡
﹂︶
と
見
え
︑
明
確
に

︵
天
皇
で
は
な
く
︶
御
子
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄
に
は
倭
建
命

が
﹁
新
治
﹂
や
﹁
筑
波
﹂
に
行
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

倭
建
命
は
酒
折
宮
で
﹁
新
治

筑
波
を
過
ぎ
て
︻
邇
比
婆
理

都
久
波
袁
須
疑
弖
︼﹂

と
歌
っ
て
い
る
︵﹃
古
事
記
﹄
二
五
番
歌
︶︒
酒
折
宮
以
降
倭
建
命
が
天
皇
に
準
じ
た

記
述
を
受
け
る
た
め
に
は
︑﹁
酒
折
宮
に
坐
し
﹂
て
新
治
︑
筑
波
︵
つ
ま
り
﹁
常
陸

国
﹂︶
を
通
っ
て
き
た
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

㉕

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
第
八
巻

一
九
八
七
年

吉
川
弘

文
館

三
六
二
頁
︑
本
項
担
当

鈴
木
敬
三

㉖

比
定
地
は
︵
玉
倉
部
之
清
水
は
②
-ア
︑
②
-イ
の
二
つ
の
比
定
地
が
あ
る
こ
と
も

含
め
︶
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光

前
掲
書

二
三
一
～
二
三
三
頁
︵
頭
注
)

に

よ
る
︒

㉗

注
㉔
に
記
し
た
と
お
り
︑
現
存
の
う
ち
唯
一
東
国
の
風
土
記
で
あ
る
﹃
常
陸
国
風

土
記
﹄
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
例
外
な
く
︻
倭
武
天
皇
︼
と
記
さ
れ
る
が
︑
西

国
の
風
土
記
で
は
﹁
天
皇
﹂
は
附
さ
れ
な
い
︒

㉘

﹃
古
事
記
﹄
の
倭
建
命
東
征
の
記
述
の
中
で
﹁
酒
折
宮
﹂
が
大
き
な
転
換
点
と
な

る
こ
と
は
︑
近
時
岡
本
恵
理
も
﹁
倭
建
命
考

︱
天
皇
と
伊
勢
大
神
の
紐
帯
と
し
て

︱
﹂︵﹃
美
夫
君
志
﹄
第
八
〇
号

二
〇
一
〇
年
三
月

所
収
︶
で
指
摘
し
て
い
る
︒

︵
使
用
テ
キ
ス
ト
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
﹁
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹂︵
岩
波
書
店
︶︑﹃
令

義
解
﹄
に
﹁
日
本
思
想
大
系
﹂︵
同
︶
を
用
い
た
ほ
か
は
全
て
﹁
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
﹂︵
小
学
館
︶
に
よ
っ
た
︒

︵
用
字
そ
の
他
︶

漢
字
は
引
用
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字

体
を
用
い
た
︒
﹁
天
皇
﹂
号
の
使
用
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
︑
本
稿

で
は
﹃
古
事
記
﹄
等
の
記
述
に
従
っ
て
神
武
以
降
す
べ
て
﹁
天
皇
﹂
号
を
用
い
た
︒

歌
番
号
は
前
掲
の
︵
使
用
テ
キ
ス
ト
︶
に
よ
っ
た
︒
た
だ
し
﹃
古
事
記
﹄
の
歌
番

号
の
み
は
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
p

古
代
歌
謡
集
﹄
一
九

五
七
年

岩
波
書
店

に
よ
っ
た
︒

︵
附
言
︶

本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
古
事
記
学
会
三
月
例
会
︵
関
西
例
会
︶︵
二
〇
〇
九

年
三
月
二
二
日
︑
於
武
庫
川
女
子
大
学
︶
や
諸
研
究
会
に
お
け
る
数
度
の
研
究
発

表
︵
発
表
題
目
﹁
﹃
古
事
記
﹄
二
十
九
番
歌
考
﹂
︶
を
経
て
作
成
し
た
︒
各
席
上
で

ご
指
導
︑
ご
助
言
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
な
お
︑
客

観
的
な
記
述
を
担
保
す
る
た
め
︑
研
究
者
名
の
敬
称
を
省
い
た
︒
失
礼
の
段
︑
ご

寛
恕
賜
り
た
い
︒

﹃
古
事
記
﹄
二
九
番
歌
︱
大
刀
佩
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を
︱
考

一
六


