
地

方

伝

承

の

生

成

ー

『出
雲
国
風
土
記
』
の
場
合
i

山

崎

正

之

風
土
記
に

一
貫
し
て
い
る
意
識

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
徹
底
し
て
郷
土
へ

の
傾
斜
に
終
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
の
古
風
土
記
と
い
わ
れ
る
五
国
(常
陸
、

出
雲
、播
磨
、豊
後
、
肥
前
)
の
、
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
違
は
あ
れ
、

大
筋
で
は
動
か
な
い
。
各
国
々
の
、
そ
の
国
だ
け
の
持

つ
事
柄
の
多
種
多
様
の
あ

り
よ
う
が
、
目
白
押
し
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。

結
論
め
い
た
こ
と
を
先
ど
り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
は
切

り
と
ら
れ
た

一
つ
の
風
景
な
の
で
あ

っ
て
、
歴
史
的
な
も
の
の
入
り
よ
う
の
な
い

平
板
な
情
況
下
の
産
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

『
古
事
記
』
や

『
日
本

書
紀
』
と
い
っ
た
書
物
を
支
え
て

い
る
基
軸
ー

政
治
的
な
も
の
を
含
め
て
ー

を
、
風
土
記
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
の
も
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

そ
れ
は
、

・
ω

郡
郷
の
名

(地
名
)
に
は
好
字

(漢
字
二
字
の
嘉
き
字
)
を
著
け
る

ω

郡
内
の
産
物

(農
工
以
外
の
自
然
採
取
物
)
に
つ
い
て
色
目
(物
産
晶
目
)

を
録
す
る

㈲

土
地

(農
耕
地
ま
た
は
農
耕
可
能
地
)
の
肥
沃
状
態

ω

山
川
原
野

(自
然
地
)
の
名
称
の
由
来

㈲

古
老
の
相
伝
す
る
旧
聞
異
事

(伝
承
)
①

と
い
う
、
和
銅
六
年

(七

一
三
)
の
官
命
に
よ
る
指
示
内
容
の
限
定
が
、
編
纂
時

た

ヘ

カ

も

へ

点
に
お
い
て
枠
を
形
作

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
編
纂
時
現
在
の
報
告
が
求

め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
過
不
足
な
く
充
当
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
だ
。

過
不
足
な
く
、
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
基
準
は
あ

っ
て
無
き
に
等
し
い
。
こ
れ

ら
現
存
風
土
記
の
間
で
も
、
上
に
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
違
は
そ
の
た
め
に
生

じ
た
と
み
て
い
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
各
風
土
記
の
、
個
性
と
で
も

い
え
る

一
面

を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
圧
倒
的
な
神
々
の
登
場
は
、
そ
の
こ
と
で
出
雲
国

の
存
在
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
め
に
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
出
雲
神
話
の
そ
れ
と
、
ど
う
し
て
も
共
通
の
関
心
の
対
象
と
し

て
み
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
論
が
多
く
そ
う
し
た
視
点
を
中
心
に

す
え
て
来
た
の
も
、
出
雲
の
特
殊
事
情
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら

ぬ
。
何
故
に
出
雲
ば
か
り
が
神
々
と
の
交
渉
を
多
く
持

つ
こ
と
に
な
る
の
か
、
ひ

1>

 

㌔
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い
て
は
、
記
紀
神
話
と
の
関
連
性

の
問
題
に
至
る
ま
で
、
出
雲
を
め
ぐ

っ
て
の
課

題
は
多
く
指
摘
さ
れ
る
。

水
野
祐
氏
は
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
神
話
や
伝
説
群
を
総

合
的
に
検
討
し
、

「出
雲
人
以
外

の
人
び
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
、
現
実
の
出
雲

国
だ
け
を
領
域
と
し
て
、
そ
の
中

で
生
活
を
営
ん
だ
出
雲
人
の
生
み
出
し
た
、
出

雲
だ
け
の
神
話
」
②
と
い
わ
れ
、

記
紀
神
話
の
中
の
出
雲
神
話
と
は
ま

っ
た
く
別

途
の
体
系
の
も
の
と
さ
れ
た
。

マ

マ

そ
れ
に
対
し
て
は
、

「出
雲
国
風
土
記
の
神
話
と
い
え
ど
も
、
や
は
り
紀
記
の

ロ
　

神
話
の
体
系
以
外
の
何
等
の
異
物
で
な
く
、
そ
の
相
違
は
た
だ
地
域
的
変
貌

.
地

カ

ル
カ

ラ
　

方
色
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
」
と
し
、

「
両
者
は
同

一
物
か
ら
分
化

し
来
た

っ
た
も
の
」
と
結
論
さ
れ
る
西
田
長
男
氏
の
見
解
③
が
あ
る
。

尤
も
、
記
紀
神
話
の
中
の
出
雲
神
話
が
す
べ
て
虚
構
で
あ
る
な
ど
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
水
野
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「出
雲
の

所
伝
、
あ
る
い
は
出
雲
以
外
の
周
囲
の
諸
国
の
異
伝
な
ど
を
取
捨
按
配
し
て
、
出

雲
神
話
の
体
系
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
④
推
察
は
つ
く
は
ず
の
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

原
素
材
あ
る
い
は
出
典
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
あ
る

固
定
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
体
系
づ
け
さ
れ
た
場
合
、
ほ
と
ん
ど
本
来
の

意
味
を
失

っ
た
も
の
と
し
て
理
解

す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
定
か
つ
強

難
な
意
図
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
、
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
役
割
を
課
さ
れ
て
あ
る

こ
と
は
、
も
は
や
次
元
を
異
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。

い
ま

一
度

水
野
氏
に
よ
る
な
ら
ば
、

「
出
雲
人
や
出
雲
の
所
伝
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
中
央

の
大
和
の
人
び
と
の
観
念
で
、
中
央
の
支
配
者
的
、
ま
た
は
国
家
的
な
立
場
に
お

い
て
体
系
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
出
雲
神
話
で
あ
る
L
⑤
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
体
系
神
話
の

一
翼
を
に
な
わ
さ
れ
た
情
況
か
ら
解
放

し
、
個
々
の

(本
来
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
か
)
場
の
も
と
に
置
き
換

え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
出
雲
人
の
も
の
と
な

っ
て
復
権
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
か
ー

で
き
な
け
れ
ば
お
か
し
い
、
と
す
る
見
解
も
な
り
た
と
う
。
そ
の
と

き
に
は
、
地
方
伝
承
の
中
央

へ
の
統
合
の
過
程
が
た
ど
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
ろ

し
い
の
か
ど
う
か
。

筋
み
ち
と
し
て
の
見
通
し
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
実
際
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う

に
具
体
的
に
働
き
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
け

っ
し
て
容
易
な
按
配

で
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
難
渋
す
る

ケ
ー
ス
で
は
あ
る
ま
い
か
、
後
日
に
再
考
の
機
会
を
持
ち
た
い
。

ゆ
ゑ

出
雲
と
號
く
る
所
以
は
、
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
雲
立

か
れ

つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
八
雲
立
つ
出
雲
と
い
ふ
。

周
知
の
よ
う
に
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
冒
頭
に
記
さ
れ
た
国
号
の
由

来

で
あ

る
。
内
容
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
筆
を
す
す
め
て
行
く
。

.

出
雲
の
郡

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

出
雲
と
號
く
る
所
以
は
、
名
を
説
く
こ
と
、
国
の
如
し
。

(傍
点
は
稿
者
、

以
下
同
じ
)

出
雲
の
郷

(2)
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つ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

即

ち
郡

家

に
屬

け

り
。

名
を
説
く
.」
と
、
国
の
如
し
。

、
そ

も

そ

も
地

名

起

源

説

話

の

お

こ

り

よ
う

は
、

先

に
地

名

が

存

在

し

て

い
て

、

そ

れ

に

つ

い
て
後

代

の

説

き

あ

か

し
が

作

り
出

さ

れ

て
き

た
、

と
考

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

だ
。

そ

の

こ
と

は
、

と

り

も
直

さ
ず

、

地

名

そ

の
も

の

に

つ

い

て
尋

常

な

ら

ざ

る

関

心

を

寄

せ

て

い
る

証

拠

で
あ

る

だ

ろ

う
。

権

威

あ

る
起

源

、

発

祥

を

持

っ
て

こ
そ
、

そ

こ

に

そ

の
名

号

と

と
も

に
、

そ

の
名

号

ゆ
え

に
、

喜

ば

し

き

こ

と

ど

も

の
顕

現

を
期

待

し

た

と

思

わ

れ

る
。

出

雲

の

国
、

出

雲

の

郡
、

出

雲

の
郷

と

い
う
、

国

・
郡

・
郷

の

「
出

雲

」

の
名

号

の
由

来

が

、

す

べ
て

同

一
で

あ

る
ー

ヤ

ツ
カ

ミ
ヅ

オ

ミ

ツ

ノ

の
命

の

「
八
雲

立
つ
し
と
の
言
葉
に
も
と
つ
く
と
記
す
。
思
う
に
元
来
、
国
と
郡
の
名
号
は
、
複

数
の
郡
、
複
数
の
郷
を
も
と
に
統
括
さ
れ
た
称
呼
で
あ

っ
て
、

一
郡
の
名
号
が
国

名
と
な
り
、

一
郷
の
名
号
が
郡
名
と
し
て
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
名
称
の
起
源

が
同

一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
異
な
例
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

(他

に
は
駿
河
国
駿
河
郡
駿
河
郷
、
安
芸
国
安
芸
郡
安
芸
郷
、
丹
後
国
〈
丹
羽
国
〉
丹

羽
郡
丹
羽
郷
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

る
)
。

出
雲
の
国
の
中
で
は
、
な
お
、
楯
縫

郡
楯
縫
郷
、
飯
石
郡
飯
石
郷
と
共
通

の
名
号
を
持

つ
が
、
そ
れ
で
も
九
郡
の
う
ち

の
三
郡
に
す
ぎ
ず
、
や
は
り
珍
し
い
部
類
に
入
ろ
う
。

(意
宇
郡
に
も
楯
縫
郷
が

あ
り
、
そ
の
地
名
起
源
に
関
与
す
る
神
は
異

っ
て
も
、
内
容
-

楯
を
作
る
こ
と

と
の
結
び

つ
き
ー

は
変
わ
ら
な

い
)
。

名
号
の
由
来

の
説
明
は
、
上
に
も
み
た
如
く
、
国
名
↓
郡
名
↓
郷
名
と
い
う
序

列
を
も

っ
て
記
述
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
具
体
的
な
地
名
を
負

っ
て

い
る
点
で
は
郷
名
が
も

っ
と
も
確
固
た
る
位
置
を
占
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

一

郷
名
が
そ
の
郡
の
名
号
と

一
致
す
る
こ
と
は
、
も
と
に
な

っ
た
郷
が
そ
の
郡
の
中

心
地
た
る
実
体
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

も
と
の
郷

と

郡
家

(郡
の
役
所
)
と
の
距
離
的
関
連
が
き
わ
め
て
密
接
な
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

(も

っ
と
も
こ
の
論
法
に
従
え
ば
、
国
庁
の
所
在
も
こ
こ
で
は
出
雲
郡
の

う
ち
に
在

っ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に

は

意
宇
郡

で
あ

る
。
そ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
出
雲
の
国
の
持

つ
歴
史
的
な
情
況

と
無
縁
で
な
か
ろ
う
⑥
)。

も

何
れ
に
せ
よ
、

「出
雲
」
の
地
名
は
郷
か
ら
発
し
て
郡
↓
国

へ
と
つ
た

っ
て
行

へ

も

ヘ

へ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
風
土
記
に
よ
る
限
り
、
出
雲
の
郷
の
記
事

も

へ

も

も

よ
り
も
次
に
並
ぶ
杵
築
の
郷
の
方
が
は
る
か
に
重
要
な
内
容
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
は
、
そ
の
後
に
生
じ
た
杵
築
大
社
造
営
と
の
関
わ
り
を
勘
案
し
て
了
解
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ
ミ
ツ
ノ
の
命
が

「
八
雲
立

つ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
事

態
は
、
そ
の
ま
ま
で
は

「
イ
ヅ
モ
」
の
地
名
起
源
と
は
結
び

つ
か
な
い
。
そ
れ
は

一
番
初
め
の
郡
で
あ
る
意
宇
郡
の
名
号
由
来
を
語
る

「国
引
き
神
話
」
の
条
の
頭

初
に
、

ヘ

へ

た

ヘ

ヘ

へ

国
引
き
ま
し
し
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
八
雲
立
つ
出
雲

も

も

の
国

は
、

狭

布

の
稚

国

な

る

か

も
。

初

国

小

さ

く

作

ら

せ

り
。

故
、

作

り

縫

は

な
」

と
詔

り

た
ま

ひ

て

…

・:

と

み

え

る

と

こ

ろ
が

初

め

で
あ

っ
て
、

こ
れ

を

踏

ま

え

な

い

と
明

白

に

は
理

解

し

が

た

い
。

「
ヤ

ク

モ
タ

ツ
」

は

一
般

に

(
と

い
う
言

い
方

は
あ

い
ま

い

だ
が

、

『
古

事

記
』

気(.3丶)
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や

『
日
本
書
紀
』
等
に
お
い
て
)

「
イ
ヅ
モ
」
に
か
か
る
枕
詞
の
ひ
と
つ
に
認
め

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ω

ヤ
ク
モ
タ
ツ

神
代
記

・
紀
歌
謡
、
崇
神
紀
歌
謡

②

ヤ
ク
モ
サ
ス
ー

万
葉
集
四
三
〇
歌

⑧

ヤ
ッ
メ
サ
ス
i

景
行
記
歌
謡

の
三
様
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
②
の
そ
れ
は
ω
と
㈲
の
中
間
の
よ
う
な
ぐ

メ

イ

モ

あ
い
で
、
意
味
も
不
明
の
よ
う
だ
。
問
題
は
㈲
で
、
八
ツ
藻
さ
す

厳
ツ
藻
(多

く
の
神
聖
な
る
藻
の
意
)
と
解
し
、
そ
れ
を
語
源
と
す
る
説
も
提
出

さ

れ

て

い

る
⑦
。

ω
の
神
代
歌
謡
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
に
よ

っ
て
歌
わ
れ
た
ー

「
八
雲
立
つ

出
雲
八
重
垣

妻
籠
み
に

八
重
垣
作
る

そ
の
八
重
垣
を
」
(記
)が
、
須
賀

の
地

(大
原
の
郡
)
で
あ
る
と
の
記
述
を
持

つ
が
、
そ
の
こ
と
で
は
出
雲
の
名
号

の
出
所
と
は
さ
れ
て
い
ず
、
ま
た
須
賀
は
山
間
の
コ
ー
ナ
ー
で
あ
り
、
既
知
の
も

の
と
し
て
雲
の
た
ち
の
ぼ
る
様
相
に

「出
雲
」
の
シ
ン
ボ
ル
を
認
め
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
来

た
通
り
、

「出
雲
」
の
名
号
の
首
唱
者
で
あ

る
と
風
土
記
の
伝
え
る
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ

オ
ミ
ッ
ノ
の
命
は
、

『
古
事
記
』
上
巻
の
系

譜
に
よ
れ
ば
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
の
五
世
孫
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
の
祖
父
神
と
い
う

位
置
づ
け
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

『
記

・
紀
』
に
は
伝
承
的
な
何
も
の
も
残
し
て

は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が

『
出
雲
国
風
土
記
』
冒
頭
の
国
号
の
首
唱
と
意
宇
の
郡

の
名
号
の
由
来
と
か
か
わ
る

「国
引
き
神
話
」
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知

る
者
に
は
、
印
象
の
稀
薄
さ
と
も
の
足
り
な
さ
と
を
与
え
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。こ

の
神
は
、
い
ま
ひ
と
つ
嶋
根
の
郡
の
名
号
に
も
命
名

の
主
と
し
て
登
場
す
る

か
れ

が
、

「
故
、
嶋
根
と
い
ふ
」
と
記
さ
れ
た
内
容
は
消
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。
こ
の

場
合
を
含
め
て
、
出
雲
の
郡
の
伊
努
の
郷

・
杵
築
の
郷
、
神
門
の
郡
の
神
門
水
海

の
条
等
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
際
に
、
す
べ
て

「国
引
き
」
と
か
か
わ
ら
せ
た
表
記

と
と
も
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
に
注
泪
に
価
し
よ
う
。
そ
れ

は
、
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ
ミ
ツ
ノ
の
命
の
全
存
在
が
、

「国
引
き
」
と
い
う
行
為
を
通

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。

そ
う
し
た
神
が
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
記
紀
神
話
に
そ
の
あ
り
よ
う
を
印
し
得

な
か

っ
た
の
か
、
や
は
り
問
わ
れ
て
来
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

加
藤
義
成
氏
は
そ
の
著

」『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

1

中
央
伝
承
で
は
伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
二
神
の
大
規
模
な
国
生
み
伝
承

を
持
ち
、
そ
れ
に
よ

っ
て
わ
が
国
土
の
生
成
と
そ
の
統
治
者
た
る
天
皇
の
出

自
を
物
語
り
、
そ
の
継
承
と
皇
威
の
伸
長
を
物
語

っ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か

に
統

一
国
家

へ
の
意
図
と
中
央
集
権
的
な
性
格
を
持
つ

(中
略
)

こ
れ
に
対

し
て
今
更
初
国
小
さ
く
作
ら
せ
り
と
し
て
国
土
を
拡
張
し
た
地
方
神
の
功
績

を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
折
角
系
統
立

っ
た
中
央
の
神
話
体
系
を
乱
し
、
且

つ
皇
祖
神
の
功
績
を
小
さ
く
印
象
づ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
わ
ざ
と
こ

れ
を
採
択
せ
ず
、
た
だ
そ
の
神
名
の
み
を
載
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
⑧
。

確
か
に
、
記
紀
神
話
に
み
る
国
土
の
誕
生

(国
生
み
)
は
、
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ

(4>
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も

ヘ

ナ
ミ
両
神
に
の
み
か
か
わ

っ
た
事
象

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体

的
な
地
域
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
配
慮
の
も
と
に
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
に
難
く
な

い
。

一
方
の
風
土
記
の
場
合
は
、

「初
国
小
さ
く

作
ら
せ
り
」
と
い
っ
た
範
囲
は
、
当
然
出
雲
の
国
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
国
独
自
の
領
域
の
な
か
で
し
か
通
用
し
な
い
行
為

で
あ

っ
た
、
と
み
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
両
神

の
国
生
み
と
は
、
何
ら
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
事
態
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
そ
の
内

容
の
ス
ケ
ー
ル
か
ら
し
て
も
、
本
来
、
単
な
る

一
郡
の
名
号
と
だ
け
結
び

つ
け
て

語
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
自
明
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

も

り

い
ま

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
こ
の
意

宇
の
郡
の
最
初
の
郷
で
あ
る
母
理
の
郷
の
名

あ

め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
な
も
ち

号
由
来
に
つ
い
て
、
所
造

天
下
大
神

大
穴
持
命
が
越
の
八
口

(ヤ
マ
タ
の
オ

ロ

チ
か
と
い
う
説
も
あ
る
)
を
平
定
し
て
の
帰
途
、長
江
山
ま
で
来
て
詔
り
て
い
わ
く

し

す
め
み
ま

「我
が
造
り
ま
し
て
、
命
ら
す
国
は
、
皇
御
孫
の
命
、
平
ら
け
く
み
世
知
ら
せ
と

依
さ
し
ま
つ
ら
む
。
但
、
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
は
、
我
が
静
ま
り
ま
す
国
と
、
青

た

ま

も

垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
玉
珍
置
き
賜
ひ
て
守
ら
む
」
1

そ
こ
で
モ
リ
と
い
う
、

と
伝
え
る
。

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
と
は
別
な
趣
き
で
語
ら
れ
て
い
る

「
国

譲
り
神
話
」
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
も
出
雲
の
国
全
体
に
関
す
る
事
柄
で
あ

っ
て

そ
れ
が

一
郷
の
名
号
由
来
と
つ
な
が
り
を
持

つ
こ
と
自
体
問
題
が
あ
ろ
う
と
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
加
え
て
、

オ
ホ
ナ
モ
チ
の
神
の
出
雲
の
国
に
鎮
座
す

る
い
わ
れ
を
説
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

母
理
の
郷
に
は
そ
れ
ら
の
事
象
と
も
い
っ

こ
う
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

お
よ
そ
地
名
起
源
の
由
来
を
説
く
過
程
に
お
い
て
は
、
多
分
に
我
田
引
水
的
な

お
の
れ
の
土
地
自
讃

の
郷
土
意
識
が
優
先
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
各
郡
の
分
担

者
銘
記
の
手
続
を
知
れ
ば
大
方
の
推
測
も

つ
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
土
地
に
固
有

の
意
味
づ
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
前
の
例
で
も

わ
か
る
よ
う
に

「出
雲
の
国
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
伝
承
を
持
ち
来
た

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
圧
倒
的
な
自
己
主
張
を
示
そ
う
と
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

「
国
引
き
神
話
」
と
い
い
、

「
国
譲
り
神
話
」
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
ま
こ
と
に

広
く
か
つ
大
き
く
出
雲
の
国
の
存
在
を
き
わ
だ
た
せ
て
、
他
国
か
ら
抜
き
ん
出
た

位
置
を
獲
得
せ
し
め
、
ひ
い
て
そ
の
こ
と
か
ら
中
央
の
系
譜
に
進
出
し
よ
う
と
の

意
図
の
あ

っ
て
こ
そ
、
真
の
価
値
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

し
か
し
、
ひ
る
が
え

っ
て
考
え
て
み
る
と
、
既
に
記
し
た
如
く
、
風
土
記
に
求

め
ら
れ
て
い
る
五
項
目
の
う
ち
で
、
自
国
の
独
自
性
、
ま
た
中
央
を
意
識
し
た
内

容
を
真
正
面
か
ら
受
け
と
め
る
こ
と
は
、
そ
の
何
れ
に
し
て
も
包
み
き
れ
な
い
按

配
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
象
を
持
ち
出
す
た
め
に
は
、

何
ら
か
の
手
段
を
特
に
構
じ
る
必
要
が
あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
だ

ろ

う
。

つ
ま
り
、
あ
る
項
目
に
こ
と
よ
せ
て
、
あ
え
て
あ
な
が
ち
な
態
度
を
押
し
通

す
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
名
起
源

の
名
号
由
来
を
語
ろ
う
と
す
る
な
か
に
、

恰
好

の
場
所
を
見
出
し
た
ー

い
っ
て
み
れ
ば
そ
う
い
っ
た
情
況
が
、
ひ
と
つ
に

は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「国
譲
り
神
話
」
は
、
記
紀
の
神
話
体
系
に
あ

っ
て
も
画
期
的
な
意
味
、
す
な

わ
ち
高
天
原
系

(天

つ
神
系
)
の
出
雲
系

(国
つ
神
系
)
制
圧
を
も

っ
と
も
具
体

的
に
表
示
し
、
か
つ
同
時
に
杵
築
大
社
造
営
の
説
き
あ
か
し
を
含
め
て
、
大
き
な

(5)
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比
重
を
占
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
中
央
の
側
に
立
っ
た
あ
り
よ
う

か
ら
し
て
至
極
当
然
の
経
過
で
あ
る
の
は
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
事

情
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
出
雲
の
国
の
側
で
は
、
や
は
り
そ
の
国
独
自
の
理
解
が
あ

っ
て

か
な
ら
ず
し
も
中
央
の
伝
承
に
そ
の
全
容
が
同
調
し
た
も
の
で
は
な
い
。

出
雲
の
国
が
他
の
国
と
違

っ
た
、
特
異
な
主
張
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は

「所
造

天
下
大
神

(あ
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み
)
」
を
奉
持
し
た
事
実
ひ
と

つ
を

み
て
も
う
な
づ
け
る
こ
と
だ
。

こ
の
風
土
記
の
み
に
お
い
て
呼
称
さ
れ
る

「所
造

天
下
大
神
大
穴
持
命
」
に
は
、
記
紀
に
お
け
る
国
つ
神
の
総
帥
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

像
が
そ
の
ま
ま
に
反
映
し
て
い
る
。

一
方
に
農
業
神
と
し
て
の
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
と

の
協
働
作
業
の
姿
に
、
土
着
信
仰
の
面
影
を
の
ぞ
か
せ
な
が
ら

(飯
石
の
郡

.
多

禰
の
郷
)、
秋
鹿
の
郡
を
除
く
す
べ
て
の
郡
に
何
ら
か
の
形
で
直
接

に

足
跡
を
印

し
て
い
る
こ
と
も
特
筆
に
価
し
よ
う
。

そ
の
上
で
、
い
ま

一
度

「母
理
の
郷
」
で
の
こ
の
神
の
言
動
を
み

て
お

き

た

い
。

し

「我
が
造
り
ま
し
て
、
命
ら
す
国
は
、
皇
御
孫
の
命
、
平
ら
け
く
み
世
知
ら

せ
と
依
さ
し
ま

つ
ら
む
。
但
、

八
雲
立

つ
出
雲
の
国
は
、
我
が
静
ま
り
ま
す

も

国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
玉
珍
置
き
賜
ひ
て
守
ら
む
」

ノ

こ
こ
に
明
確
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
雲
の
国
そ
の
も
の
を
含
め
て
お
の

れ
自
ら
の
存
在
を
高
く
持
し
た
姿
勢

で
あ
り
、
そ
の
宣
言
な
の
で
あ
る
。
1

自

分
が
造
り
治
め
て
来
た
国
々
は
、

(高
天
原
系
の
)
皇
御
孫
の
命
が
平
和
に
統
治

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

な
さ
る
べ
く
譲
り
依
託
し
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
出
雲
の
国
だ
け
は
自
分
の

(魂

た
ま

の
)
鎮
座
す
る
地
と
し
て
、
周
囲
を
青
山
で
垣
根
に
な
し
、
そ
の
な
か
で
玉
珍
を

置
い
て
守

っ
て
行
こ
う

(
こ
の
最
後
の
部
分
は
十
分
な
解
釈
が
み
ら
れ
な
い
よ
う

だ
)
。加

藤
義
成
氏
は
上
記
の

『
参
究
』
で
、

「他
地
方
は
皇
孫
命
の
統
治
に
任
せ
申

し
上
げ
る
が
、
出
雲
だ
け
は
わ
れ
ら
の
神
で
あ
る
大
穴
持
命
の
所
領
地
と
し
て
、

こ
の
神
の
守
護
の
も
と
に
あ
ろ
う
と
す
る
出
雲
人
の
対
抗
意
識
に
も
似
た
精
神
を

さ
え
看
取
で
き
る
⑨
」

と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
間
の
消
息
を
語

っ
た
も
の

と
解
さ
れ
る
。

「所
造
天
下
大
神
」
の
静
ま
り
ま
す
国
と
し
て
、
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
の
あ
く

ま
で
も
他
の
国
と
は
別
様
な
る
こ
と
を
率
直
に
押
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
背
後
に

ひ
そ
む
自
負
の
大
い
さ
を
、
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と
が
そ
う

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

こ
れ
だ
け
の
内
容
を
有
す
る
伝
承
が
、

一
郷
の
名
号
由
来

ば
か
り
で
事
済
む
わ
け
に
は
ま
い
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と
私

は

思

う

の

だ
。
地
名
起
源
説
話
に
組
み
込
ま
れ
た
、
出
雲
の
国
独
自
の
伝
承
と
し
て
の

「国

譲
り
神
話
」
を
記
述
す
る
な
か
に
、
加
藤
氏
の

「出
雲
人
の
対
抗
意
識
に
も
似
た

精
神
」
の
発
露
を
見
出
す
の
は
、
け

っ
し
て
読
み
過
ぎ
と
し
て
し
ま
、κ
な
い
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

上
に
引
用
し
た
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
言
葉
の
後
半
は
、
触
れ
た
如
く
杵
築
大
社
造
営

の
縁
起
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
出
雲
の
郡

.
杵
築
の
郷
に
は

八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
を
造
り
奉
ら

む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
、
宮
處
に
参
集
ひ
て
、
杵
築
き
た
ま
ひ
き
。
故
、

き
づ
き

寸
付
と
い
ふ
。

(6)
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と
あ

っ
て
、
直
接
造
営
の
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
そ
こ
に
み
え
る

「
八
束
水
臣
津

野
命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
」
と
い
う
時
期
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
な
い
感
じ

が
す
る
の
で
あ
る
。

杵
築
の
郷
に
記
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
大
社
造
営
の
時
期
を
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ

ミ
ツ
ノ
の
命

の

「
国
引
き
」
が
終
了

し
た
後
と
い
う
焦
点
の
し
ぼ
り
方
で
と
ら
え

る
。
そ
の
内
容
は
、
造
営
そ
れ
自
体
が

「諸
の
皇
神
等
」
の
自
主
的
な
行
動
と
す

ら
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
く
ら
い
だ
。
し
か
も
そ
の
時
期
を

「国
引
き
」

を
基
準
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
出
雲

の
国
に
お
け
る
大
事
業
の
位
置
づ
け
が
ど
の

事
態
を
も

っ
て
定
点
と
み
て
い
る
か
、
を
明
白
に
語

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

推
測
を
重
ね
る
危
険
を
承
知
し
て
筆
を
進
め
れ
ば
、
記
紀
に
よ
る
大
社
造
営
の

経
緯
が
、
あ
く
ま
で

「
国
譲
り
」
と

い
う
出
雲
の
国
の
側
に
と

っ
て
屈
辱
的
情
況

あ

す
み
か

を
前
提
に
し
、
そ
こ
で
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

「
僕
が
住
所
」
を

一
方
的
に
構
え
た
発

言
が
基
本
軸
と
な

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
風
土
記
で
は

「
国
譲
り
」

そ
の
こ
と
も
無
視
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
出
雲
の
国
を
き
わ
だ
た
せ

大
社
造
営
は
出
雲
の
国
の
主
体
的
表
情
と
し
て
、
そ
こ
に
何
程
の
深
刻
さ
も
あ
ら

わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
お
き
た
い
。

い
つ

「国
引
き
神
話
し
が
、
出
雲
の
国

で
の
何
時
い
か
よ
う
な
環
境
を
述
べ
た
も
の

か
は
審
か
で
は
な
く
て
も
、
風
土
記

の
記
す
大
社
二
社
の
中
の
杵
築
大
社
造
営
記

事
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
大
き

い
も
の
が
あ
る
。

「国
引
き
」
事
業
の
完
了

お
う

も
り

し
て
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ
ミ
ツ
ノ
の
命
は
意
宇
の
杜
に
杖
を
衝
き
立
て

「
お
ゑ
」
と
い

わ
れ
た
。

上
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
郡
名
は
複
数
の
郷
を
統
括
し
た
う
え
で
呼
称
さ
れ
る

の
で
、
具
体
的
に
特
定
な
地
域
に
よ
り
よ
う
の
な
い
も

の
だ
ろ
う
。

(こ
の
意
宇

の
杜
も
、
原
文
の
細
字
注
記
に

「謂
は
ゆ
る
意
宇
の
杜
は
、
郡
家
の
東
北
の
辺
、
田
の

こ

や

ま

ヘ

ヘ

ヘ

へ

中
に
あ
る
塾
、
是
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
杜
が
郡
家
の
傍
と
い
う
実
状
を
明
記

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
性
を
持
と
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
)。

「国
引
き
」
事
業
の
実
態
は
、
こ
の
記
事
に
よ
り
お
そ
ら
く
こ
れ
以
上
は
詳
細

に
伝
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
豊
か
な
口
承
性
を
温
存
し
て
壮

重
な
リ
ズ
ム
も
そ
の
ま
ま
に
、
見
事
に
往
事
の
風
韻
を
今
日
に
も
た
ら
し
て
い
る

と
い

っ
て
い
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、

『
古
事
記
』
上
巻
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス

サ
ノ
ヲ
の

「
天
の
安
の
河
の
誓
約
」
を
伝
え
る
条
に
、
私
は
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
感

触
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
は
、
け

っ
し
て
単
純
な
言
動
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
省
略
の
許
さ
れ
な
い
、
厳
し
い
制
約
の
も
と
に
そ
れ
は
置
か
れ
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
の
、
崩
し
て
は
な
ら
ぬ
型
の
中
に
、
深
く
籠
め
ら
れ
た
も
の
を

継
承
し
て
書
写
の
時
点
に
及
ん
だ
の
に
違
い
な
い
。

三
谷
栄

一
氏
に
よ
れ
ば
、
各
風
土
記
の
郡
の
配
列
は

「
京
に
近

い
地
方
か
ら
記

載
さ
れ
る
の
が
原
則
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

出
雲
国
は
山
陰
道
に
属
し
、京
畿
に
近
い
隣
国
伯
耆
に
隣
り
し
て
い
る
か
ら
、

風
土
記
は
じ
め
延
喜
式
で
も
、
意
宇
、
嶋
根
、
秋
鹿
、
楯
縫
、
出
雲
、
神
門
、

飯
石
、
仁
多
、
大
原
の
順
に
、
郡
が
配
列
さ
れ
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

意
宇
郡
は
国
庁
の
所
在
地
で
あ
る
か
ら
、
出
雲
文
化
は
意
宇
郡
を
軸
と
し
て

発
展
し
て
い
る
こ
と
は
考
古
学
の
上
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑩

と
記
さ
れ
る
。

い
ま
三
谷
氏
の
線
に
そ

っ
て
考
察
を
続
け
る
と
、

『
出
雲
国
風
土
記
も
の
冒
頭

(7)
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に
位
置
す
る
意
宇
の
郡
の
名
号
由
来

と
し
て
、

「国
引
き
神
話
」
が
語
ら
れ
て
い

る
の
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
出
雲
の
国
全
体
に
関
し

て
は
な
は
だ
象
徴
的
な
情
況
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
出
雲
人
の
中
央
と
他
国
に
対
す
る
明
確
な

意
志
表
示
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
い
っ
て
あ
や
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と

み
て
来
る
と
き
、
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ
ミ
ツ
ノ
の
命
こ
そ
真
に
出
雲
人
の
尊
崇
し
て
や

ま
ぬ
英
雄
的
存
在
に
比
せ
ら
れ
よ
う
。
記
紀
神
話
の
体
系
の
中
に
そ
の
名
の
み
と

ど
め
て
伝
承
内
客
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
出
雲
人
に
と

っ
て
か
け
が
え
の

な
い
秘
蔵
伝
承
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
風
土
記
の

一
見
断
片
的
な
も
の
の
集
積
と
み
ら
れ
る
あ
り
よ
う

の
う
ち
に
、
そ
の
国
の
独
自
な
主
張

を
盛
り
た
て
る
べ
く
、
周
到
な
用
意
が
見
込

ま
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

と
り
わ
け

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
神
々
の
登

場
が
ひ
と
き
わ
顕
著
で
あ
る
の
は
、
他
の
国
々
と
異
な
る
特
殊
な
風
土
を
強
調
し

た
も
の
と
み
た
い
。

こ
れ
も
亦
意
宇
の
郡
で
、
安
来
の
郷
に
伝
え
ら
れ
る
ワ
ニ
を
め
ぐ

っ
て
の
話
が

あ
る
。

一
郷
の
伝
承
譚
と
し
て
は
本
風
土
記
中
の
最
も
長
編
で
あ

っ
て
、
そ
の
内

容
は
先
の
分
類
に
従
え
ば
、

「
㈲
古
老
の
相
伝
す
る
旧
聞
異
事
」
に
相
当
す
る
。

こ
の
話
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
上
に
見
た
神
々
の
世
界
の
時
代
か
ら
い
っ
き

ょ

に
人
代
の
、
し
か
も
年
代
明
記
の

一
番
あ
た
ら
し
い
時
点
に
立
ち
至

っ
て
い
る
こ

と
の
興
味
も
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

「
飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇
天
皇
御
世

甲
戌
年
七
月
十
三
日
」
と
い
う
、
実
に
精

確
な
日
時
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

天
武
二
年

(六
七
四
)

に
あ
た
る
。
こ

れ
ま
で
に
日
時
を
明
白
に
記
し
た
伝
承
記
事
は
、
他
に
例
を
見
な
い
。

(つ
い
で

な
が
ら

一
筆
し
て
お
く
と
、
御
宇
天
皇
1
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
し
し
す
め
ら
み

こ
と
ー
と
い
う
表
記
は

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
に
は
な
く
、

『
万
葉
集
』
の

み
や

こ

そ
れ
と
共
通
す
る
。
即
位
執
政
し
た
京
を
も

っ
て
称
呼
す
る
こ
と
も

『
万
葉
集
』

と
同
じ
い
。
そ
れ
は
、
大
方
い
ず
れ
の
風
土
記
に
も
そ
の
表
記
で
な

さ

れ

て

お

り
、

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
系
列
と
異
な
る
様
相
を
う
か
が
わ
し
め
る
)
。

か

た
り

の
お
み

ひ
め
さ
き

語

臣
猪
麻
呂
の
娘
が
毘
売
埼
に
出
か
け
、
そ
こ
で
ワ
ニ

(サ
メ
の
類
と
い

う
)
の
た
め
に
食
い
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
父
猪
麻
呂
の
悲
嘆
は
ふ
か
く
、
娘
を

葬

っ
た
毘
売
埼
の
ほ
と
り
を
避
り
も
や
ら
ず
、
号
泣
し
て
日
を
送

っ
た
ー

う
れ
た

や

す

然
し
て
後
、
慷
慨
む
志
を
興
し
、
箭
を
磨
り
、
鋒
を
鋭
く
し
、
便
の
處
を
撰

を
う
が

び
て
居
り
て
、
即
ち
、
擡
み
訴

へ
ま
を
し
け
ら
く
、

「
天
神
千
五
百
万
は
し

ら
、
地
祗
千
五
百
万
は
し
ら
、
並
に
、
当
国
に
静
ま
り
坐
す
三
百
九
十
九
社

ま

た

わ
た

つ
み

に
ぎ

ご
と
ご
と

及
、
海

若
等
、
大
神
の
和
み
魂
は
静
ま
り
て
、
荒
み
魂
は
皆
悉
に
猪
麻
呂
が

こ
ひ

の

ま
こ
と

そ

こ
な

乞

む
と
こ
ろ
に
依
り
給

へ
。
良
に
神
霊
有
ら
ま
せ
ば
、
吾
に
傷
は
し
め
給

へ
。
こ
こ
を
も
て
神
霊
の
神
た
る
を
知
ら
む
」
と
ま
を
せ
り
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
百
余
の
ワ
ニ
が

一
頭

の
ワ
ニ
を
囲
ん
で
、
そ
ろ
そ
ろ
と
猪

麻
呂
の
方
に
や

っ
て
来
た
。
囲
ま
れ
た
中
の
ワ
ニ
こ
そ
が
娘
を
食

っ
た
犯
人
だ

っ

た
の
だ
。
猪
麻
呂
が
そ
の
ワ
ニ
を
殺
す
と
、
囲
ん
で
い
た
百
余
の
ワ
ニ
は
散

っ
て

行

っ
た
。
そ
の
ワ
ニ
を
引
き
裂
く
と
、
娘
の
脛
が
出
て
来
た
。
猪
麻
呂
は
串
ざ
し

に
し
た
ワ
ニ
を
道
の
傍
に
立
て
た
…
…

最
後
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
細
字
注
記
の
通
り

(
「
そ
の
時
よ
り
以
来
、
今
日
に

c$〉
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至
る
ま
で
、
六
十
歳
を
経
た
り
L)
、

こ
の
風
土
記
勘
造
時
で
あ
る
天
平
五
年

(七

三
三
)
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
僅
か
に
六
十
年
で
あ
り
、
同
じ
く
細
注
の

「安
来

の
郷
の
人
、
語
臣
與
が
父
な
り
」
と
い

っ
て
い
る
の
は
、
猪
麻
呂
が
現
役
の
語
臣

で
あ
る
與
の
父
だ
と
の
指
摘
に
よ

っ
て
、

こ
の
話
の
経
緯
の
ホ

ッ
ト
な
情
況
を
強

く
訴
え
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
に
、
人
皇
の
時
代
明
記
と
し
て
は
、

(欽
明
)

意
宇
郡

舎
人
郷

志
貴
島
宮
御
宇
天
皇
御
世

(景
行
)

出
雲
郡

健
部
郷

纒
向
桧
代
宮
御
宇
天
皇

(欽
明
)

神
門
郡

日
置
郷

志
紀
嶋
宮
御
宇
天
皇
之
御
代

等
が
み
ら
れ
る
。
三
件
と
も
に
政
務
と
関
連
し
た
地
名
起
源
と
結
び
つ
い
て
い
る

た
け
る
べ

が
、
な
か
で
も
健

部
の
郷
の
場
合
は
、
健
部
と
い
う
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
命
の
御

た
け
る

名
代
部
の
設
置
を
伝
え
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』

景
行
天
皇
紀
の

「武

部
を
定

む
1

天
皇
践
祚
四
十
三
年
」
と
あ

る
記
事
と
か
か
わ
ろ
う
。

(健
部
そ
の
も
の

,》

σ

に
つ
い
て
は
、
津
田
左
右
吉
博
士
、

上
田
正
昭
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
御
名
代
部
は

付
会
で
あ
り

「武
人
の
部
」

「軍
事
団
的
性
格
」
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解

が
出
さ
れ
て
い
る
⑪
)
。
も

っ
と
も

『
古
事
記
』
景
行
記
に
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

命
に
よ
る
出
雲
タ
ケ
ル
討
伐
が
語
ら
れ
て
い
、

い
ず
れ
に
し
て
も
中
央

の
伝
承
記

録
と
の
重
な
り
の

一
端
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

景
行
朝
、
欽
明
朝
、
天
武
朝
と
を
比
較
対
照
す
る
な
ら
ば
、
時
代
相
の
地
方
浸

透
と
い
う
面
で
は
か
な
り
の
開
き
が
認
め
ら
れ
て
当
然
だ
と
考
え
る
が
、
六
十
年

前
を
中
央
朝
廷
の
天
皇
治
政
を
も

っ
て

(し
か
も
月
日
に
ま
で
及
ぶ
)
意
識
す
る

こ
と
に
、
そ
の
伝
承
内
容
が
他
の
三
者
と
ち
が

っ
て
い
わ
ば
私
的
な
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
は
な
は
だ
特
異
な
趣
き
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

へ

も

私
は
い
ま
私
的
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
伝

承
は
先
に
も
い
っ
た
よ
う
に

「古
老
相
伝
し
の
事
柄
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
、
に

も
関
わ
ら
ず
こ
の
話
に
は

「古
老
伝
日
」
と
い
う
冒
頭
を
持
た
な
い
こ
と
と
も
無

縁
で
は
な

い
。
そ
の
点
を
水
野
祐
氏
は
、
冒
頭
の
言
葉
の
な
い
の
は

「
こ
の
物
語

の
伝
承
の
形
質
や
、
性
質
は
古
老
の
伝
承
と
同

一
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
安

来
郷
の

一
般
の
人
々
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
、
た

だ
語
臣

一
族
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
氏
文
的
伝
承
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
⑫
か

も

も

ら
風
土
記
に
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
際
、
語
臣
な
る
も
の
の

実
態
が
は

っ
き
り
し
な
い
こ
と
は
い
ま
ひ
と
つ
迫
力
を
欠
く
う
ら
み
を
残
す
の
で

あ
る
が
、
三
谷
栄

一
氏
の

「
口
承
文
芸
に
関
す
る
呪
術
的
な
力
を
も

っ
た

一
種
の

司
祭
者
の
集
団
と
考
え
ら
れ
る
人
々
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

一
族
」
⑬
と
い
う
見

解
は
示
唆
に
富
む
。

娘
を
ワ
ニ
に
と
り
殺
さ
れ
た
父
親
の
嘆
き

そ
の
ワ
ニ
を
捕
え
て
娘
の
仇
を

う
ち
た
い
と
天
神
、
地
祗
そ
し
て
こ
の
国
に
坐
す
神
々
、
海
若
、
大
神
の
荒
み
魂

に
祈
願
を
こ
め
た
。
早
速
に
そ
の
霊
験
の
顕
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
百
余
の
ワ
ニ
に
囲

ま
れ
て
当
の
ワ
ニ
は
逃
れ
よ
う
も
な
い
ま
ま
に
父
親
に
よ

っ
て
打
ち

果

た

さ

れ

た
。
復
讐
の
成
就
し
得
た
こ
と
は
、

ワ
ニ
の
群
の
ま
こ
と
に
厳
然
か
つ
深
刻
な
行

動
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
猪
麻
呂
の
祈
願
の
然
ら
し
む
る
結
果
で

あ

っ
た
。
そ
の
点
で
い
え
ば
、
三
谷
氏
の
い
わ
れ
る

「物
語
の
主
題
は
娘
の
死
に

よ
る
悲
嘆
で
は
な
く
、
語
臣
の
呪
術
の
威
力
を
示
す
も
の
」
⑭
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
加
え
て
、
天
神
千
五
百
万
、
地
祗
千
五
百
万
に
と
ど
ま

(9)
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ら
ず
、

こ
の
出
雲
の
国
の
三
百
九
十
九
社
の
鎮
座
す
る
神
々
を
特
に
と
り
あ
げ
る

意
味
こ
そ
、
出
雲
の
語
臣
と
し
て
出
雲
の
国
の
土
着
の
神
々

へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な

顕
彰
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
三
百
九
十
九
社
と
い
う
数
は
、

『
出
雲
国
風

土
記
』
の
頭
初
に
、

「
合
は
せ
て
、
神
の
社
三
百
九
十
九
所
な
り
」
と
記
す
と
こ

ろ
と
合
致
し
、
そ
の
正
確
さ
が
語
臣

の
管
括
内
で
あ
る
こ
と
の
事
情
を
語
る
も
の

か
、
時
代
の
新
し
さ
に
よ
る
述
作
者

の
整
理
に
な
る
も
の
か
、
多
分
前
者
の
方
に

近

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
天
神
、
地
祗
の
数
の
多
さ
、と
い
い
、
こ
う

し
た
表
示
を
持

っ
て
い
る
こ
と
も
、
出
雲
の
国
の
他
国
と
異
な
る
と
す
る
あ
か
し

の
う
ち
で
あ
ろ
う
か
。

も

も

私
の
い

っ
た
私
的
と
は
、
直
接
に
政
務
と
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
と
、
語
臣
と
い

う

一
族
に
よ
る

(前
記
水
野
氏
)
形

で
の
伝
承
が
他
に
例
を
見
な
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
猪
麻
呂
の
そ
の
事
態
以
来
、
六
十
年
と
い
う
伝
承

経
過
年
数
を
、
天
皇
の
治
政
年
時
に
よ
る
表
記
と
し
、
月
日
に
至
る
ま
で
本
文
に

記
載
し
た
こ
と
は
、
か
な
り
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
る
。

一
概
に
い
う
こ
と
は
誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば

『
豊
後
国
風

土
記
』
日
田
の
郡
の
五
馬
山
の
条
に
、

な
ゐ

飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇
天
皇
御
世
、
戊
寅
の
年
に
、
大
き
に
地
震
有
り
て
、
山

く

を

く

い
か

崗
裂
け
崩
え
き
。
此
の
山
の

一
つ
の
峡
、
崩
え
落
ち
て
、
温
れ
る
湯

の
泉
、

處
々
よ
り
出
で
き
。
…
…

と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。

(こ
れ
は

こ
の
風
土
記
中
の
最
新
の
も
の
で
あ
る
)
。

天
武
七
年

(六
七
九
)
に
あ
た
る
。

こ
の
こ
と
は

『
日
本
書
紀
』
天
武
紀
の
七
年

十
二
月
の
条
に
、

是
月
、
筑
紫
国
大
地
動
之
。
地
裂
広
二
丈
、
長
三
千
余
丈
。
百
姓
舎
屋
、
毎

村
多
仆
壊
…
…

と
の
記
事
が
あ
り
、
阿
蘇
山
爆
発
に
よ
る
共
通
事
項
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で

あ
る
な
ら
ば
、
地
元
の

一
で
あ
る

『
豊
後
国
風
土
記
』

の
場
合
、
ど
う
し
て
も

っ

rと
精
確
に
日
時
を
記
入
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
豊
後
国
風
土
記
』
は

『
肥

前
国
風
土
記
』
と
同
じ
傾
向
の
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
景
行
天
皇
や
欽

明
天
皇
に
関
連
す
る
事
項
の
場
合
は
す
べ
て

「
昔
者
l

」
と
い
う
言
葉
が
最
初

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
(『
肥
前
国
風
土
記
』
で
は
推
古
天
皇
も
そ
の
如
く
で
あ
る
)
。

が
、
こ
の
天
武
天
皇
の
記
事
で
は
、
そ
の
言
葉
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
も

っ
と

も
時
間
的
に
近
い
朝
廷
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
と
き

こ
の
記
事
は
伝
承
説
話
の
系
列
で
は
な
く

一
つ
の
災
害
の
記
録
と
い
う
べ
き
も
の

ω

だ
。

「戊
寅
年
」
と
い
う
年
時
の
、
い
ま

一
歩
精
確
さ
の
求
め
ら
れ
る
の
も
、
そ

Q

の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

猪
麻
呂
の
ケ
ー
ス
は
、

「語
臣
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
自
ら
の
威
力
を
誇
示
す

る
物
語
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
⑮
と
は
三
谷
氏
の
説
で
あ
る
。
創
作
で
あ
れ
ば

そ
こ
に
表
示
さ
れ
る
日
時
も
と
り
た
て
る
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

三
谷
氏
は
そ
の
日
時
を
、
そ
の
ま
ま
こ
の
説
話
の

"成
立
年
代
"
と
し
て
お
ら
れ

る
。思

う
に
、
細
注
の
記
す
と
こ
ろ
が
、
語
臣

一
族
本
来

の
伝
え
で

は

な

か

っ
た

か
。
こ
の

一
族
が
安
来
の
郷
の
人
と
し
て
現
職
に
あ
る
以
上
、
風
土
記
編
纂
に
際

し
安
来
の
郷
の
資
料
提
供
者
で
も
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
内

容
的
に
は

「
旧
聞
異
事
」

の
世
界

の
も
の
で
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ
る
と
き
本
風
土



地 方伝 承 の生 成

記
中
の
も

っ
と
も
新
し
い
伝
承
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
。
私
は
、
天
皇
治
政
の
年

時
に
よ
る
表
記
の
意
識
の
う
ち
に
、

こ
の
伝
承
は

一
族
を
囃
れ
、
公
的
な
場
に
お

い
て
説
話
化
が
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
ほ
か
の
例
に
つ
い
て
み
よ
う
。

『
日
本
霊
異
記
』
三
巻

一
一
六
話

の
う
ち
、
本
文
に
年
月
日
を
記
入
し
て
い
る

の
は
二
〇
話
で
、
二
割
に
満
た
な
い
。
こ
の
書
の
各
話
の
形
式
は
猪
麻
呂
の
そ
れ

と
大
差
な
く
、
多
く
は
天
皇
の
代

(御
宇

・
治
天
下
の
二
つ
の
表
記
が
あ
る
)
を

明
記
し
、
そ
し
て
年
号
、
数
の
順
で
、
月
ま
で
で
あ
る
。
日
ま
で
入
る
の
は
、
人

の
死
を
伝
え
る
も
の
が
比
較
的
多
く
、
誕
生
、
夢
見
、
社
会
的
事
件

(火
事

.
大

水

・
遷
都

・
奇
瑞

・
法
会
等
)
な
ど
、
い
わ
ば
な
に
が
し
か
の
決
定
的
要
因
を
負

っ
た
場
面
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
他
の
話
で
当
然
に
日
時
の
記
入
が
あ

っ
て
然

る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
そ
れ
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
の
方
が
は
る
か

に
多
い
。
年
月
日
を
意
識
す
る
こ
と
の
、
全
体
に
稀
れ
で
あ
る
理
由
は
何
で
あ
る

の
か
。

お
お
よ
そ
、
伝
承
説
話
に
あ

っ
て
は
確
定
的
な
日
時
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
す

く
な
い
、
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
事
態
が
歴
史
的
詑
録
を
ふ
ま
え
る
と
き
と
、
ご

く
私
的
な
も
の
の
経
緯
の
う
ち
と
で
は
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
効
果
も
お
の
ず
か
ら

'

こ

び

違

っ
て
来
よ
う
。
た
だ
、
や
は
り
明

示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
確
た
る
時
点
が
実
証
さ

れ
、
そ
こ
に
動
か
し
が
た
い
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
で
は
、
ど
ち
ら

も
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
説
話
の

一
つ
の
焦
点
と
も
み
ら
れ

る
。猪

麻
呂
の
ケ
ー
ス
で
の
七
月
十
三
日
と
い
う
日
時
は
、
娘
の
死
ん
だ
日
で
あ
ろ

ヘ

ヘ

へ

う
か
。
父
猪
麻
呂
に
と

っ
て
は
、
そ
の
日
こ
そ
が
そ
れ
か
ら
後
の
行
為
の
原
点
で

あ

っ
た
。
娘
の
死
に
よ
る
悲
痛
な
慟
哭
と
そ
れ
ゆ
え
の
激
し
い
怒
り
に
燃
え
て
、

復
讐

へ
の
行
動
を
開
始
し
た
わ
け
で
、
そ
の
限
り
で
は
親
子
の
情
愛
に
も
と
つ
く

私
的
情
況
な
の
だ
。
天
平
五
年
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
勘
造
に
あ
た
り
、
毘
売
埼

を
め
ぐ
る

一
伝
承
と
し
て
こ
の
話
を
採
用
す
る
際
に
、
語
臣

一
族
で
の

「
六
十
歳

を
経
た
り
」
と
い
う
語
り
継
ぎ
の
経
過
に
対
し
、
公
式
の

「
飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇

天
皇
御
世

甲
戍
年
」
が
あ
ら
た
め
て
記
入
さ
れ
た
ー

い
ま
、
私
は
そ
ん
な
ふ

う
に
想
像
し
て
い
る
。

一
方
に
水
野
氏
の
見
解
で
は
、

「古
老
伝
日
」
と
い
う
冒
頭
を
持

つ
伝
承
の
み

が

一
般
の
人
々
の
間
に
流
布
し
て
い
た
も
の
の
採
録
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の

は

一
般
伝
承
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
有
力
な
る
例
証
と
し
て
上
記
の
毘
売

埼
の
猪
麻
呂
の
物
語
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
⑯
。

確
か
に
こ
の
場
合
は
、
語
臣

一
族

を
中
心
と
し
た
周
辺
で
知
ら
れ
て
い
た
範
囲
の
も
の
で
あ
ろ
う
と

の
推
察

は

つ

も

ヘ

へ

も

も

く
。

(そ
れ
に
し
て
も
、

一
般
の
人
々
と
い
う
規
定
の
仕
方
が
ひ
ど
く
あ
い
ま
い

で
あ
る
こ
と
も
、
考
え
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)。

「古
老
伝
日
」
を
持

つ
伝
承
と
持
た
な
い
伝
承
と
ー

そ
れ
を
持

つ
も
の
が

一

般
の
人
々
に
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
決
定
的
な

の
だ

ろ

う

カ

へ

も

へ

か
。
そ
の
古
老
だ
け
が
伝
え
持

っ
て
い
た
伝
承
と
い
う
ケ
ー
ス
は
考
慮
さ
れ
な
く

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
土
地
の

一
般
の

人
々
の
知
悉
し
て
い
る

伝
承
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
こ
に
何
も
こ
と
わ
ら
ず
に
記
述
し
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
辺
の
事
情
に

関
し
て
は
、

な
お
再
考
の
余
地
が
多
分
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

(11)
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い
む
べ

か
む
べ

ま
た
同
じ
意
宇
の
郡

・
忌
部
の
神
戸
の
条
に
、

か

む
よ
ご
と

ほ
が

み
そ
ぎ

い
み

か
れ

国
造
、
神
吉
詞
望
ひ
に
、
朝
廷

に
参
向
ふ
時
、
御
沐
の
忌
の
里
な
り
。
故
、

忌
部
と
い
ふ
。

と
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
記
す
ま
で
も
な
く
、
新
任
の
出
雲
の
国
造
が
朝
廷
に
お
も

む
い
て
奏
上
す
る

「出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
存
在
は
著
名
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

も

も

も

新
任
の
国
造
が
上
京
す
る
際
に
み
そ
ぎ
を
行

っ
た
處
と
い
う
の
だ
。
現
存
の
記
録

は
、
霊
亀
二
年

(七

一
六
)
二
月
に
出
雲
臣
果
安
を
始
め

と

し

て
、
天
長
十
年

(八
三
三
)
四
月
の
出
雲
臣
豊
持
に
至
る
系
譜
を
残
し
て
い
る
。
こ
の

『
出
雲
国

風
土
記
』
勘
造
の
当
時
の
国
造
で
あ

る
出
雲
臣
広
嶋
は
、
神
亀
元
年

(七
二
四
)

正
月
二
十
七
日
に
、

「神
賀
辞
」
を
奏
上
し
て
い
る

(
『
続
日
本
紀
』
巻
九
)
。

神
亀
三
年

(七
二
六
)

に
も
参
向
し

て
お
り
、
勘
造

の
年
の
天
平
五
年
(
七
三
三
)

ヘ

へ

の
出
雲
の
国
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
現
行

の
重
要
事
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
現

ヘ

カ

も

国
造
自
身
が
忌
部
の
み
そ
ぎ
を
し
た
の
に
相
違
な
く
、
こ
の
記
事
は
そ
の
生
々
し

い
事
実
を
背
景
に
持

っ
て
い
よ
う
。
忌
部
の
名
号
が
、
そ
う
し
た
現
職
の
行
動
に

も
と
つ

い
た
も
の
、
と
い
う
の
も
珍
し
い
例
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
続
け
て
、
そ
の
地
に
は
出
湯
が
あ
り
、
老
若
男
女
が
賑
や
か
に
集
ま

っ

し
る
し

て
来
、
美
容
に
万
病
に
効
能
あ
り
と

い
う

「古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
験
を
得

か
れ

く
に
ひ
と

ず

と

い
ふ

こ
と

な

し
。

故

、

俗

人
、

神

の
湯

と

い

ふ
」

と
結

ぶ
。

こ

こ

に

で

た

「
故

俗

人

日
」

と

は
、

「
古

老

伝

日
」

と
同

じ

こ

と
な

の

か
、

そ

れ

以

上

の
流

布

の

情
況

を

う

か

が

わ

せ

る
も

の

だ
。

も

へ

も

考
え
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
場
所

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
み
そ
ぎ
の
地
に
選
定
さ

れ
た
の
で
、
話
の
順
序
と
し
て
は
逆

に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
加

え
て
、
仁
多
の
郡

二
二
沢
の
郷
の
条
に
、
も
う

一
つ
、
似
た
内
容
の
話
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

大
神
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
命

の
御
子
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
の
命
が
、
成
長
後
も
昼
夜

泣
く
ば
か
り
で
言
葉
が
通
じ
な
い
。
父
オ
ホ
ナ
モ
チ
が
船
に
乗
せ
、
気
を
変
え
さ

み

こ
と

せ
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
役
立
た
ず
、
夢
告
を
願

っ
た
と
こ
ろ
そ
の
夜
に
命
と
言
葉

み
さ
わ

の
通
じ
た
夢
を
見
る
。
醒
め
て
声
を
か
け
る
と

「御
沢
」
と
い
わ
れ
た
。
ど
こ
を

い
う
の
か
と
問
う
と
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
前
か
ら
立
去

っ
て
石
川
を
渡
り
坂
上
ま
で

こ
こ

来
て
と
ま
り

「
是
處
ぞ
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
時
、
命
は
そ
こ
の
泉
の
水
沼
で
体

ま
を

な
が

を
滌
い
だ
ー

「
故
、
国
造
、
神
吉
事
奏
し
に
朝
廷
に
参
向
ふ
時
、
其
の
水
活
れ

そ

、

、

、

出
で
て
、
用
ゐ
初
む
る
な
り
」。

こ
こ
に
も
新
任
の
国
造
の
み
そ
ぎ
を
行
う
地
が

あ

っ
た
。
し
か
し
、
現
に
そ
う
し
た
実
修
の
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
そ
の
こ

と
に
重
点
の
置
か
れ
て
い
た
忌
部
と
異
な
り
、
そ
の
あ
と
に
続
け
て
、

こ
れ

は
ら

を
み
な

ぞ

く
ら

も

此
に
依
り
て
、
今
も
産
め
る
婦
は
、
彼
の
村
の
稲
を
食
は
ず
、
若
し
食
ふ
者

す
で

も
の
い

あ
ら
ば
、
生
る
る
子
已
に
云

は
ざ
る
な
り
。
故
、
三
沢
と
い
ふ
。

と
あ
る
。
ど
う
み
て
も

「故
、
国
造
…
…
」
の
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
挿
入
と
い
っ

て
い
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

「今
も
…
…
」
と
い
う
表
現
は
、
や
は
り
そ
の
現
時
点

で
の
実
態
に
違
い
な
か
ろ
う
し
、
犯
し
て
は
な
ら
ぬ
禁
忌
と
し
て
周
辺
の
人
々
に

知
ら
れ
畏
れ
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
国
造
の
こ
と
ど
も
は
、

そ
こ
で
は
二
の
次
と
い
っ
た
印
象
だ
。
そ
れ
は
前
の
忌
部
の
場
合
と
比
較
し
て
、

地
名
の

「
三
沢
」
の
起
源
が
伝
承
説
話
系
の
側
か
ら
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
は
な
い
か
。

以
上
、
み
て
来
た
忌
部
の
神
戸
と
三
沢
の
郷
の
場
合
、

い
う
と
こ
ろ
の

「
旧
聞

(12)
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も

も

異
事
」
に
属
す
る
も
の
と
、
現
行
の
公
的
な

ハ
レ
の
行
事
と
な
い
ま
ざ

っ
た
伝
え

を
持

っ
て
い
る
同
種
の
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
、
地
名
の
由
縁
に
つ
い
て
は
ま

っ
た

く
対
照
的
で
あ
る
こ
と
だ
。
当
然
に
、
地
名
に
結
び
つ
い
て
来
る
伝
え
を
主
た
る

も
の
と
み
な
す
こ
と
か
ら
、
前
者
忌
部
の
ケ
ー
ス
が
旧
来
の
伝
え
を
後
方
に
押
し

や

っ
て
登
場
し
た
新
し
い
あ
り
よ
う
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
後
者
三
沢
の
郷
の
そ

れ
で
は
、
時
間
の
経
過
と
共
に
新
入
り
の

「故
、
国
造
…
…
」
の
条
は
話
の
経
緯

か
ら
遂
に
脱
落
し
て
行
く
よ
う
に
推

量
せ
ら
れ
る
。

新
任
の
国
造
上
京
の
た
め
の
潔
斎

と
い
う
事
態
が
、
し
か
し

一
般
の
人
々
に
と

っ
て
何
ほ
ど
の
興
味
と
関
心
を
呼
び

お
こ
し
得
た
か
は
疑
問
と
せ
ざ

る

を

得

な

い
。
人
々
の
、
と
い
お
う
よ
り
、
役
所

(国
庁

・
郡
家
)
関
係
の
側
か
ら
提
示
さ

れ
た
こ
と
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

忌
部
は

「神
戸
」
の
名
称
で
あ
る
。
神
戸
と
は

「特
定
の
神
社
に
属
せ
し
め
ら

れ
た
民
戸
。
租
税
を
そ
の
神
社
に
納
め
て
奉
仕
す
る
」
⑬
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ば

特
殊
区
域
に
な
る
が
、

「
郷
に
相
当
す
る
単
位
」
⑱
で
あ
れ
ば
相
応
の
領
域
を
占

有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
神
戸
は

意
宇
郡

出
雲
神
戸
、
賀
茂
神
戸
、
忌
部
神
戸

秋
鹿
郡

神
戸
里

楯
縫
郡

神
戸
里

出
雲
郡

神
戸
郷

神
門
郡

神
戸
里

の
五
郡
七
ケ
所
を
数
え
る
。

「出
雲
神
戸
」
の
条
に
よ
れ
ば
、
ク
マ
ノ
カ
ム
ロ
の

命
と
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
命
の
二
所
の
大
神
に
奉
仕
す
る
と
い
う
。
前
者
が
熊
野
大
社

(意
宇
郡
)
に
鎮
座
、
後
者
は
杵
築
大
社

(出
雲
郡
)
に
鎮
座
ま
し
ま
す
。
そ
し

て
細
注
を
も

っ
て

「
他
郡
ど
も
の
神
戸
も
是
の
如
し
」
と
い
う
。
こ
れ
は
秋
鹿

・

楯
縫

・
出
雲
の
各
神
戸
の
条
に
「出
雲
な
り
。
名
を
説
く
こ
と
意
宇
の
郡
の
如
し
」

と
の
細
注
が
み
え
る
(神
門
郡
の
み
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
脱
落
で
あ
ろ
う
)

こ
と
と
関
連
す
る
。

つ
ま
り

「神
戸
」
は
、
出
雲
の
国
の
二
大
社
の
た
め
の
領
域

で
あ
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
で
あ
る
な
ら
、

「神
戸
」
の
存
在
が
な
ぜ
全
郡
に
わ

た
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

も

も

て
、
意
宇
の
郡
に
あ
り
な
が
ら

「出
雲
神
戸
」
と
呼
称
す
る
あ
た
り
、
特
殊
な
配

慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

カ

も

意
宇
の
郡
に
は

「賀
茂
神
戸
」
が
あ
り
、
そ
の
名
の
如
く
葛
城
の
賀
茂
神
社

の

た
め
の
神
戸
と
い
う
。
特
別
な
神
戸
と
し
て
名
を
冠
し
て
い
る
例
が
、

こ
の
意
宇

ヘ

へ

の
郡
に
の
み
在
る
こ
と
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
上
記
の

「忌
部
神
戸
」
も
同
じ

ケ
ー
ス
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
記
事
か
ら
は
忌
部
が
神
戸
で
あ
る
こ
と
の
環
境
が

不
可
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
奉
仕
す
べ
き
神
社
を
持
た
な
い
よ
う
だ
。
新
任
の

国
造
の
潔
斎
と
の
関
わ
り
は
、
三
沢
の
郷
の
例
に
徴
し
て
も
結
び

つ
か
な
い
と
思

わ
れ
る
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
伝
承
系
の
方
で
出
湯

「神
の
湯
」
の
場
處
を
玉
造

温
泉
と
目
し
て
お
り
、
と
す
れ
ば

「玉
造
湯
の
社

(玉
造
湯
神
社
)
」
が
想
わ
れ

(13)



研究紀要 第16集

て
来
る
が
、
は
た
し
て
神
戸
の
所
有

に
椙
当
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
不

明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

忌
部
の
神
戸
は
、
と
に
か
く
特
異
な
ケ
ー
ス
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
特
異
さ
の
あ
ら
わ
れ
を
、
神
社
関
係
に
何
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、
新
任
の

国
造
の
潔
斎
を
冒
頭

に
置
い
て
い
る
こ
と
と
、
出
湯
の
伝
承
を
語
る
文
章
の
お
よ

そ
本
風
土
記
に
お
い
て
他
に
類
例
を
み
な
い
美
文
調
の
書
き
様
の
う
ち
に
、
確
認

し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
新

の
動
向
と
意
識
に
よ

っ
て
定
着
し
た

一
章
節

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
ま
こ
と
に
杜
撰
な
素
描
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
地
方
伝
承
の
生
成

過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
二
、
三
の
場
合
を

『
出
雲
国
風
土
記
』
を
中
心
に
考
え
て

み
た
も
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
純
粋
に
口
承
的
な
型
態

を
残
し
て
い
る
理
由
は
、
や
は
り
そ
れ
を
崩

せ
な
い
だ
け
の
重
要
な
事
象
と
関
わ

っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
焦
点
が
あ
ろ
う
。

私
的
な
も
の
か
ら
公
的
な
場
所
に
ひ
き
出
さ
れ
て
来
る
あ
り
よ
う
の
う
ち
に
、

事
実
化

へ
の
志
向
が
あ
る
主
張
を
ひ
そ
め
て

一
位
置
を
占
め
る
の
だ
。

あ
る
い
は
、
古
伝
承
を
背
景
に
最
新
の
動
向
を
持
ち
込
ん
で
新
な
情
況
を
作
り

だ
し
た
り
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
直
接
に
文
芸
化
を
意
図
し
た
面
を
見
出
し
た
。

性
急
な
し
め
く
く
り
で
説
明
不
足
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
と
思
う
が
、
中
央
伝
承
が

一
つ
の
強
力
な
指
導
原
理
の
も
と
に
整
理
、
統
合
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
幸
い

な
こ
と
に
、
地
方
伝
承
の
中
に
は
な
お
伝
承
の
様
態
の
パ
タ
ー
ン
の
幾

つ
か
を
、

し
の
ば
せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

(注
)

①

日
本
古
典
文
学
大
系

・
秋
本
吉
郎
校
注

『
風
土
記
』

(昭

33

・
岩
波
書
店
)
解
説

②

『
古
代

の
出
雲
』

(昭
47

・
吉
川
弘
文
館
)

「第

四

出
雲
国

の
歴
史
的
形
成
」

二
五

四
頁

③

『
古
代
文
学

の
周
辺
』

(昭
39

・
桜
楓
社
)

「
第
四
章
第

一
節

出
雲
大
社

の
神
事
歌

謡
」

ご
六
八
頁

④
注

②
に
同
じ
二
五

七
頁

⑤
右
に
同
じ
二
五
六
頁

⑥
右
に
同
じ

二
七
〇
頁

「
…
出
雲

は
東
方

か
ら
漸
次
西
方

に
向

っ
て
統

一
が
行
な
わ
れ
て

い

っ
た
」

⑦

『
時
代
別
国
語
大
辞

典
上
代
篇
』

(昭
42

・
三
省
堂
)
、
井

上
実

『
出
雲
神
話

の
原
像
』

(昭
47

・
三
省
堂
)
、
水

野
祐

『
出
雲
神
話

』

(昭

47

・
八
雲
書
房
)
等
参
照

⑧
右

に
同
じ
八
六
頁

ノ
し

⑨
右

に
同
じ
九
三
頁

⑩

「
出
雲
神
話

の
生
成
」

(実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
第
十

二
集
)

三
九

～
四
〇
頁

⑪
津

田

「
上
代

の
部

の
研
究
」

(
『
日
本
上
代
史

の
研
究

』
昭
5

・
岩
波
書
店
)
参
照

上
田

「部

民
制

の
研
究
」

(
『
日
本
古
代
国
家
論
究
』
昭
43

・
塙
書

房
)

参
照

⑫

『
出

雲
神
話
』

(前
掲
)
「
第

一
章
W

「
出
雲
国
風
土
記
」

の
神

話
L

ご
二
九
頁

⑬

「
上
代

口
承
文
芸

の
文

学
性
」

(
『
講
座

日
本
文
学
1
』
昭
43

・
三
省
堂
)
五
五
頁

⑭
右
に
同
じ
六

一
頁

⑮
右

に
同
じ
五
五
頁

⑯
注
⑫
に
同
じ

一
三
八
頁

⑰
注
①

に
同
じ
九
六
頁
頭

注

⑱
小
島
瓔
礼
校
注

『
風
土
記
』

(昭
45

・
角

川
文
庫
)

三
五
頁
脚
注

(
一
九

七
二

・
九

・
一
九
)

(文
芸
科
助
教
授
)
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