
神

と

崇

り

と

類

型

と

|
|
『
古
事
記
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所
伝
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成
り
た
ち
に
つ
い
て
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本

福

寿

伝 望の ず指摘すE ると で
来本の ある。 のこ

方のあり ずt合わこ、 仲哀天星 論Fはt、

であっ 仲哀天皇 その 崩醐のを 雪E一古『P l 

E Z  
左 崩棚主のり 通にじ Z 類型めがるぐ 所伝

品zをnzしn、 によ 『るー 成F Uりり3 l l 

ふ主、 主るる 本書起の日 型に に芸を

事』古記『 それが所 所伝はそ、 成つてたこり 加えたのも I 

ワlド 所伝ヵミ

霊古 てい雪 それ量型

成たのり なにとど にそくし l 

所伝ち つ論いてじ 改変てし

型類の てた
L 、こ

怪志し、

に
あ
た
い
す
る
の
が
、
そ
こ
に
類
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
神
を
類
型
に
の
っ
と
っ
て
っ
た
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、

『
古
事
記
』
(
以
下
に
『
記
』
と
略
称
す
る
)

は
、
中
巻
に
、
神
武
天
皇
を
は

次
の
よ
う
な
推
測
を
さ
そ
う
。
す
な
わ
ち
、
所
伝
が
歴
史
の
あ
る
が
ま
ま
を
っ
た

じ
め
と
す
る
各
天
皇
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
か
た
を
つ
た
え
る
。
そ
れ
は
も
は

え
て
い
る
な
ど
と
い
う
素
朴
な
見
方
は
論
外
に
し
て
も
、
歴
史
の
事
実
と
な
ん
ら

や
人
の
世
な
の
で
あ
る
が
、
神
の
存
在
が
時
に
そ
こ
に
大
き
な
影
を
お
と
す
。
天

す
例
も
、

一
二
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
っ
た
え
て
い
る
の
で
は
な

く
、
『
記
』
が
あ
ら
た
め
て
と
ら
え
直
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
加
工
処
理
ま
で
し

た
そ
の
結
果
が
、
類
型
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
ら
え
直
し

皇
の
政
治
や
行
動
を
左
右
す
る
と
い
っ
た
、
神
が
極
め
て
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ

さ
ま
ざ
ま
な
所
伝
の
か
た
ち
で
そ
れ
ら
を
つ
た
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目

や
手
直
し
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
対
象
と
な
っ
た
も
と
の
所
伝
が
な
け

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)
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れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
所
伝
か
。

こ
う
し
た
問
題
を
、
『
記
』
の
所
伝
だ
け
を
た
よ
り
に
解
こ
う
と
し
て
も
、
も

と
よ
り
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
幸
い
に
『
日
本
書
記
』
(
以
下

に
『
紀
』
と
略
称
す
る
)
が
『
記
』
の
所
伝
に
通
じ
る
内
容
を
つ
た
え
て
い
る
場

合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
、
『
記
』
『
紀
』
の
所
伝
そ
う
ご
の
関
係
と
い
う
、

そ
れ
じ
た
い
極
め
て
厄
介
な
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
。
問
題
は
、

し
か
し
個
々
別

別
に
あ
る
の
で
は
恐
ら
く
な
い
。
『
記
』
の
所
伝
の
出
ど
こ
ろ
の
一
つ
が
『
紀
』

の
所
伝
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ひ
っ
き
ょ
う
問
題
は
一
つ
に
収
赦
す
る
。

も
っ
と
も
、
『
記
』
『
紀
』
の
所
伝
の
成
立
の
先
後
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
た
が
い

の
直
接
的
な
関
係
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
の
指
摘
が
す
で
に
あ
る
。
所
伝
の
類
型

に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
寄
せ
ず
、
小
稿
と
は
立
場
や
方
法
が
違
う
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
改
め
て
い
え
ば
、
『
記
』
の
所
伝
の

類
型
こ
そ
、
所
伝
を
か
た
ち
づ
く
る
上
で
採
用
し
た
一
定
の
型
で
あ
り
、
も
と
の

所
伝
を
、
そ
の
型
に
そ
く
し
て
と
ら
え
直
し
、
手
直
し
を
加
え
て
い
る
は
ず
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
も
と
の
所
伝
が
何
か
を
さ
ぐ
る
有
力
な
手
懸
り
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
、
こ
の
見
通
し
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
小
稿
の
目
論
見
で

あ
る
。小

稿
は
も
っ
ぱ
ら
中
巻
の
所
伝
を
取
り
あ
げ
る
が
、
神
が
人
の
世
の
あ
り
か
た

に
大
き
な
力
を
お
よ
ぼ
す
と
い
っ
た
内
容
の
所
伝
に
つ
い
て
は
、
そ
の
神
の
あ
り

か
た
の
違
い
に
そ
く
し
て
大
き
く
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
市
り

神
の
ば
あ
い
と
、
そ
れ
以
外
と
の
一
一
つ
で
あ
る
。
前
者
は
比
較
的
単
純
で
、
神
の

「
御
心
」
ど
お
り
の
対
応
に
よ
っ
て
崇
り
を
除
く
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
所
伝

の
内
容
に
不
審
あ
る
い
は
問
題
の
あ
る
の
が
後
者
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
、
所
伝
の
成
り
た
ち
を
考
え
る
上
に
な
か
な
か
に
示
唆
に
と
む
。
そ
こ
で
、

以
下
に
は
、
主
に
後
者
の
型
を
中
心
に
検
討
を
く
わ
え
る
。

そ
の
一
例
が
仲
哀
天
皇
条
に
つ
た
え
る
所
伝
で
あ
る
。
熊
曲
目
の
国
を
討
伐
し
よ

う
と
し
て
、
仲
哀
天
皇
は
神
意
を
問
う
。
大
后
が
招
き
ょ
せ
た
神
の
「
教
覚
L

の

次
の
こ
と
ば
が
問
題
。

於
レ
是
大
后
帰
レ
神
、
一
二
一
口
教
覚
詔
者
「
西
方
有
レ
園
。
金
銀
為
レ
本
、
目
之
炎
耀
、

種
々
珍
宝
、
多
在
二
其
国
一
。
吾
今
帰
斗
賜
其
国
一
」
。

熊
曽
の
国
の
討
伐
に
関
し
て
神
意
を
問
い
か
け
て
い
る
の
に
、
神
の
こ
と
ば
は
、

討
伐
は
お
ろ
か
、
熊
曲
目
に
つ
い
て
も
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
新
羅
固
に
目
を
向

け
さ
せ
る
に
し
て
も
、
否
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
熊
曽
の
国
が
討
伐
に
あ

た
い
し
な
い
と
い
っ
た
類
の
説
明
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
げ
ん
に
、

『
紀
』
の
あ
い
通
じ
る
所
伝
の
同
じ
よ
う
に
神
が
教
示
す
る
こ
と
ば
の
な
か
に
は
、

そ
れ
を
確
か
に
「
天
皇
何
憂
二
熊
襲
之
不
u
服
。
是
棒
円
宍
之
空
国
也
。
畳
足
二
挙
レ

兵
伐
一
乎
」
と
っ
た
え
て
い
る
。

そ
の
点
、
や
は
り
疑
い
が
残
る
。
「
教
覚
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
不
審
を
い
え

ば
、
神
が
指
示
す
る
だ
け
で
、
な
ん
ら
見
返
り
を
求
め
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
見

返
り
と
は
、
具
体
的
に
は
、
通
常
、
祭
り
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
『
紀
』

の
あ
い
通
じ
る
所
伝
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
み
る
に
、
確
か
に
「
若
能
祭
レ
吾
者
、

則
曽
不
レ
血
レ
刃
、
其
国
(
新
羅
国
)
必
自
服
喪
。
復
熊
襲
為
レ
服
」
と
い
う
よ
う

に
祭
り
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
具
体
的
な
そ
の
祭
り
か
た
を
指
定
し
て
き

え
い
る
。
『
記
』
で
も
、
実
は
こ
の
あ
と
、
仲
哀
天
皇
の
崩
御
後
に
あ
ら
た
め
て



神
を
招
き
ょ
せ
る
が
、
そ
の
神
は
「
今
寒
思
レ
求
二
其
国
一
者
、
於
二
天
神
地
紙
亦
山

神
及
河
海
之
諸
神
一
、
悉
奉
一
一
幣
吊
一
」
な
ど
と
祭
り
を
求
め
て
い
る
。

神
の
こ
と
ば
に
は
、
右
の
よ
う
に
少
く
と
も
二
つ
の
不
審
な
点
が
あ
る
。
結
局
、

状
況
や
そ
の
本
来
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
神
が
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
言
及
し

て
然
る
べ
き
こ
と
を
欠
い
て
い
る
点
に
、
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
不
注
意
な
ど

の
結
果
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
し
か
に
簡
略
に
す
ぎ
る
憾
は
あ
る
に
し
て
も
、

神
が
み
ず
か
ら
の
意
向
を
つ
た
え
る
場
合
の
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
類
型
に
の

っ
と
っ
た
か
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

類
型
に
の
っ
と
っ
た
も
う
一
つ
の
例
は
、
神
武
天
皇
が
熊
野
で
陥
っ
た
危
機
を

天
神
の
助
け
に
よ
っ
て
き
り
ぬ
け
た
直
後
に
つ
い
て
の
所
伝
で
、
次
の
よ
う
に
つ

た
え
て
い
る
。

於
レ
是
亦
、
高
木
大
神
之
命
以
覚
白
之
「
天
神
御
子
、
自
レ
此
於
二
奥
方
一
莫
レ

使
二
入
幸
一
。
荒
神
甚
多
。
今
自
レ
天
遺
二
人
間
烏
一
。
故
、
其
八
問
烏
引
道
。

従
一
一
其
立
後
一
、
応
二
幸
行
一
」
。
故
、
随
一
其
教
覚
一
、
従
-
一
其
八
開
烏
之
後
一
、

幸
行
者
(
到
一
吉
野
之
河
尻
一
)
。

「
白
」
と
い
う
以
上
、
高
木
大
神
は
神
武
天
皇
に
対
し
て
そ
の
こ
と
ば
を
申
し
上

げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
・
当
該
頭
注
)
。
一
方
、
高
倉

下
が
み
ず
か
ら
み
た
夢
に
つ
い
て
か
た
っ
た
直
後
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
つ
づ
き
で
、

高
倉
下
が
み
て
い
る
夢
に
高
木
大
神
が
あ
ら
わ
れ
て
「
教
覚
L

し
て
い
る
こ
と
は

(
日
本
思
想
大
系
本
・
当
該
頭
注
)
。
直
接
的
に
は
、
高
倉
下
を
相
手

に
「
教
覚
」
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
冒
頭
の
一
文
を
「
天
つ
神
の
御
子
を
、
此

れ
よ
り
奥
つ
方
に
勢
入
り
事
で
ま
さ
し
め
そ
」
(
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』

第
五
巻
・
中
巻
篇
帥
)
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
、
そ
の
こ
と
は
示
唆
す
る
。
だ
か
ら
、

疑
い
な
い

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
こ
こ
は
お
伴
の
主
な
人
に
対
す
る
覚
し
言
」
(
倉
野
同
前

書
・
四
六
頁
)
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
を
奥
の
危
険
な
場
所
に
行
か
せ
で
は
な
ら

な
い
と
、
高
木
大
神
が
高
倉
下
に
「
教
覚
」
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
み
な
す
と
、

し
か
し
前
の
、
神
武
天
皇
に
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と

を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
「
白
」
に
矛
盾
を
き
た
す
。
矛
盾
は
、
し
か
し
夢
を
と
お
し

て
「
教
覚
」
す
る
こ
と
に
伴
う
必
然
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
武
天
皇
に
対
す

る
「
教
覚
」
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
は
「
白
」
を
つ
か
う
。
夢
を
と
お
し
て
、

し
カ通

も
そ
の
夢
を
み
た
者
を
動
か
し
て
「
教
覚
」
を
つ
た
え
さ
せ
る
こ
と
に
伴
い
、
「
教

覚
」
の
内
容
の
実
現
に
ま
で
そ
の
者
を
か
か
わ
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
あ
と
に
、
「
教
覚
」
で
は
「
荒
神
甚
多
。
今
自
レ
天
遺
↓
三
人
間
烏
一
。
故
、
其

八
岡
山
烏
引
道
。
従
二
其
立
後
一
応
ニ
幸
行
一
」
と
つ
づ
く
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

神
武
天
皇
を
相
手
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「
白
L

を
つ
か
う
ゆ
え
ん
も
、

こ
う
し
て
神
武
天
皇
に
向
っ
て
「
教
覚
」
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
か
ら
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
八
聞
に
烏
を
遣
わ
す
先
は
、
も
ち
ろ
ん
神
武
天
皇
の
も
と
で
あ

る
。
「
教
覚
」
を
め
ぐ
る
こ
の
あ
り
か
た
は
、
さ
き
の
仲
哀
天
皇
に
対
す
る
「
教

覚
」
の
そ
の
あ
り
か
た
に
明
ら
か
に
通
じ
る
。
次
に
両
者
を
対
比
し
て
み
る
。

仲直天皇 神武天皇
教覚

の

手相

し大后
下倉局 教覚

神降グろ〉 の 方法の
夢

国種
荒E ー々

教見A注ゐ

在其ま
の

理由

今帰堅固 島 造今天八開自
神助

の

甘内向占噌
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高
木
大
神
の
「
教
覚
」
の
ほ
う
が
詳
し
い
が
、
高
倉
下
に
対
し
て
「
天
神
御
子
、

自
レ
此
於
二
奥
方
一
莫
レ
使
一
二
人
幸
一
」
と
指
示
す
る
う
え
に
、
神
武
天
皇
に
対
し
て
も

「
其
人
間
烏
引
道
。
従
一
其
立
後
一
、
応
一
一
入
幸
一
」
と
指
示
す
る
な
ど
、
二
人
に
対

し
具
体
的
な
行
動
の
指
示
を
与
え
て
い
る
分
、
そ
れ
だ
け
た
だ
量
的
に
長
く
な
っ

て
い
る
に
週
き
な
い
。
そ
の
分
を
、
表
で
は
除
い
て
い
る
。
神
の
「
教
覚
」
の
骨

組
み
や
そ
の
表
わ
し
か
た
に
い
た
っ
て
は
、
表
に
明
ら
か
な
と
お
り
多
く
共
通
す

る
。
表
現
の
類
型
な
く
し
て
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。

き
て
、
こ
の
「
教
覚
」
す
る
神
で
あ
る
が
、
見
返
り
を
も
と
め
る
は
ず
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
神
に
と
っ
て
神
武
天
皇
も
仲
哀
天
皇
も
「
天
神
御
子
」
あ
た
る
か
ら

で
あ
る
。
神
武
天
皇
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
を
、
前
掲
の
と
お
り
高
木
大
神
の
「
教

覚
」
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
実
は
そ
の
前
の
、
高
倉
下
が
横

万
を
得
た
経
緯
を
神
武
天
皇
が
問
う
く
だ
り
に
、
す
で
に
そ
れ
の
例
が
あ
る
。

故
、
天
神
御
子
、
問
下
獲
二
其
横
万
一
之
所
在
由
、
高
倉
下
答
日
、
己
夢
云
「
天

照
大
神
、
高
木
神
、
二
柱
神
之
命
以
、
召
↓
一
建
御
雷
神
一
而
詔
『
葦
原
中
国
者
、

伊
多
玖
佐
夜
芸
帝
阿
理
那
理
。
我
之
御
子
等
、
不
平
坐
良
志
。
(
以
下
略
)
』
」
。

天
照
大
神
や
高
木
神
と
神
武
天
皇
と
が
親
子
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ

ん
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
よ
う
に
「
我
之
御
子
等
」
と
い
う
。
「
天

神
御
子
」
は
、
こ
の
「
我
之
御
子
等
」
に
重
な
る
。
神
武
天
皇
を
、
い
わ
ば
擬
制

的
と
い
う
べ
き
子
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「
我
之

御
子
等
」
の
危
機
を
放
置
す
る
は
ず
が
な
い
。
救
出
し
て
も
、
そ
の
見
返
り
を
求

め
る
こ
と
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。
即
位
後
に
は
「
天
神
御
子
」
と
い
う
呼
称
に
か
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え
て
、
天
皇
を
統
一
的
に
っ
か
う
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
天
照
大
神
に

と
っ
て
「
我
之
御
子
」
で
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
仲
哀
天
皇
に
も
当
然
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
「
教
覚
」
に

つ
い
て
は
、
仲
哀
天
皇
の
崩
御
後
、
改
め
て
こ
の
神
を
招
き
よ
せ
て
名
を
問
う
と

「
是
、
天
照
大
神
之
御
心
者
。
亦
底
筒
男
、
中
筒
男
、
上
筒
男
、
三
柱
大
神
者
也
」

と
こ
た
え
る
と
お
り
、
天
照
大
神
の
意
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仲
哀

天
皇
を
、
さ
き
の
神
武
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
、
天
照
大
神
は
「
我
御
子
」
と
み
な

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
仲
哀
天
皇
が
、
折
し
も
「
金
銀
為
レ
本
、
目
之
炎

四
階
、
種
々
珍
宝
」
の
多
く
存
在
す
る
国
の
間
近
に
き
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
天

皇、

つ
ま
り
は
「
我
御
子
」
の
た
め
に
そ
の
宝
の
国
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
天
照

大
神
の
そ
の
は
か
ら
い
こ
そ
、
「
教
覚
」
の
内
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
き
の
神
武
天
皇
に
対
す
る
「
教
覚
」
を
、
天
照
大
神
で
は
な
く
、
高
木
大
神

が
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
高
倉

下
の
夢
で
は
両
神
が
並
ん
で
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
夢
の
つ
づ
き
で
高
木
神
が
「
教
覚
」

す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仲
哀
天
皇
に
対
す
る
「
教
覚
」
と

基
本
的
に
は
一
致
す
る
と
み
て
恐
ら
く
大
過
な
い
。
改
め
て
そ
の
一
致
す
る
要
点

を
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
、
天
照
大
神
が
代
表
す
る
天
神
が
、
地
上
の
天
神
の
御

子
に
対
し
て
、
危
機
か
ら
救
い
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
宝
の
国
を
得
さ
せ
た
り
な

ど
す
る
。
そ
の
は
か
ら
い
を
、
夢
や
神
降
ろ
し
な
ど
を
通
し
て
「
教
覚
」
す
る
と

い
う
こ
と
、
あ
ら
ま
し
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
の
一
致
が
、
彼
此

の
表
現
を
あ
い
通
じ
さ
せ
、
類
型
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
仲
哀
天
皇
に
神
が
「
教
覚
」
す
る
と
い
う
こ
の
所
伝
が
、
本



来
、
そ
う
し
た
類
型
に
お
い
て
成
り
た
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
疑
っ
て

か
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
「
教
覚
」
の
な
か
で
は
、
確
か
に
祭
り
を
求
め
て
は

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
と
お
り
、
仲
哀
天
皇
の
崩
御
後
に
あ
ら
た
め
て
神

を
招
き
ょ
せ
た
お
り
に
は
、
向
。
し
神
が
祭
り
を
求
め
て
い
る
。
仲
哀
天
皇
に
対
し

て
だ
け
、
神
が
祭
り
を
求
め
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
祭
り
を
そ
こ
で
神
が
求
め
て
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
は
な

い
。
げ
ん
に
、
す
で
に
し
め
し
た
と
お
り
『
紀
』
の
あ
い
通
じ
る
所
伝
に
神
が
祭

り
を
求
め
、
そ
の
方
法
ま
で
指
図
し
た
と
っ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し

ろ
、
仲
哀
天
皇
に
対
し
て
も
、
方
法
は
と
も
か
く
、
神
は
祭
り
を
求
め
て
い
た
と

み
た
ほ
う
が
、

は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。

一
方
、
天
神
が
天
神
御
子
の
た
め
に
「
教
覚
」
す
る
と
い
う
の
が
実
際
の
か
た

ち
で
あ
り
、
類
型
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
か
た
ち
を
と
る
以
上
、
改
変
を
く
わ
え
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
も
と
の
所
伝
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
な
い
。
神
が
祭
り
を
求
め

て
い
る
と
い
う
の
が
、
所
伝
の
展
開
ゃ
あ
り
か
た
な
ど
に
照
ら
し
て
自
然
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
も
と
の
所
伝
に
、
そ
う
し
た
所
伝
の
自
然
の
か
た
ち
を
擬
す
る
の
が

筋
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
『
紀
』
の
所
伝
(
か
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
所
伝
の

ば
あ
い
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
一
概
に
は
決
め
が
た
い
。
以
下
に
は
、

も
と
に
な
っ
た
所
伝
も
含
め
、
こ
の
よ
う
に
い
う
)
以
外
に
、
そ
れ
に
ひ
き
あ
て

る
こ
と
の
可
能
な
所
伝
が
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
の
可
能
性
を
『
紀
』

の
所
伝
に
そ
く
し
て
確
か
め
る
ほ
か
な
い
が
、
『
紀
』
の
所
伝
も
、
実
は
独
自
の

類
型
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

四

[
仲
哀
天
皇
]
詔
一
幹
臣
一
以
議
レ
討
-
熊
襲
一
。
時
、
有
レ
神
、
託
一
皇
后
一
而
諒

日
「
天
皇
何
憂
二
熊
襲
之
不
予
服
。
(
中
略
)
。
若
能
祭
レ
吾
者
、
則
曽
不
レ
血
レ

刃
、
其
国
(
新
羅
国
)
必
自
服
会
。
復
熊
襲
為
レ
服
」
。
(
仲
哀
天
皇
八
年
九

月
条
)

[
崇
神
天
皇
]
幸
一
子
神
浅
茅
原
一
而
会
-
一
八
十
万
神
一
以
卜
問
之
。
是
時
、
神

明
、
愚
-
一
倭
遮
々
日
百
襲
姫
命
一
日
「
天
皇
何
憂
二
国
之
不
予
治
也
。
若
能
敬
斗

祭
我
一
者
、
必
当
ニ
自
平
一
失
」
。
(
崇
神
天
皇
七
年
二
月
条
)

神
自
身
の
こ
と
ば
に
あ
る
と
お
り
、
前
者
が
「
熊
襲
之
不
レ
服
」
、
後
者
が
「
国
之

不
ν
治
」
(
疾
疫
の
流
行
に
と
も
な
う
死
者
の
大
量
発
生
・
社
会
的
混
乱
等
)
と
い

う
深
刻
な
事
態
に
直
面
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
手
だ
て
を
模
索
(
議
と
卜
問
)
し

て
い
る
さ
な
か
に
、
神
が
女
性
に
愚
依
し
、
自
分
を
祭
れ
ば
お
の
ず
か
ら
解
決
す

る
と
い
う
よ
う
に
そ
の
手
だ
て
を
示
す
。
そ
う
し
た
内
容
の
ほ
か
、
表
現
に
お
い

て
も
、
彼
此
あ
い
通
じ
る
。
『
紀
』
も
ま
た
所
伝
を
い
わ
ば
型
ど
お
り
成
り
た
た

せ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
も
の
が
た
る
。

類
型
に
の
っ
と
っ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
所
伝
で
も
、
手
直
し
の
問
題
は
避
け

ら
れ
な
い
。
実
際
に
は
、

し
か
し
、
『
記
』
の
所
伝
と
は
対
照
的
に
、
内
容
に
か

か
わ
る
矛
盾
な
り
問
題
の
顕
著
な
も
の
は
な
い
。
仲
哀
天
皇
条
の
『
紀
』
の
所
伝

に
そ
く
し
て
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
み
る
に
、
実
は
さ
き
に
引
用
し
た
一
節
の
直

後
に
、
祭
り
か
た
に
関
す
る
神
の
具
体
的
な
指
示
内
容
を
つ
た
え
て
い
る
。

(
若
能
祭
レ
吾
者
|
|
以
下
略
)
其
祭
之
、
以
ニ
天
皇
之
御
船
及
穴
門
直
践
立

所
レ
献
之
水
田
、
名
大
国
是
等
物
一
為
レ
幣
也
。

五



文
学
部
論
集
第
八

O
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)

神
の
こ
う
し
た
祭
り
か
た
に
つ
い
て
の
指
示
は
、
な
に
も
特
異
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
類
例
に
、

た
と
え
ば
壬
申
の
乱
の
さ
な
か
に
高
市
県
主
の
許
梅
に
愚
依
し

た
と
い
う
神
の
、
『
紀
』
(
天
武
天
皇
元
年
七
月
条
)
が
っ
た
え
る
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。先

レ
是
、
軍
ニ
金
網
井
一
之
時
、
高
市
郡
大
領
高
市
県
主
許
梅
、
倫
忽
口
閉
而

不
レ
能
レ
言
也
。
三
日
之
後
、
方
着
レ
神
以
言
「
吾
者
高
市
社
所
レ
居
、
名
事
代

主
神
。
又
身
狭
社
所
ν
居
、
名
生
霊
神
者
也
」
。
乃
顕
之
日
「
於
二
神
日
本
磐

余
彦
天
皇
之
陵
一
奉
一
一
馬
及
種
々
兵
器
一
」
。

こ
の
神
の
指
示
ど
お
り
、
「
便
遺
-
弘
前
梅
一
而
祭
斗
拝
御
陵
一
、
因
以
奉
一
雨
及
兵
器
一
。

又
捧
レ
幣
市
礼
斗
祭
高
市
・
身
狭
二
社
之
神
一
」
と
祭
り
と
奉
納
を
お
こ
な
っ
た
と

い
う
。
歴
史
の
事
実
を
こ
れ
が
っ
た
え
て
い
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
神
懸
か
り

状
態
か
、
も
し
く
は
神
が
の
り
う
つ
っ
た
と
称
し
て
祭
り
か
た
を
指
示
す
る
と
い

う
こ
と
が
応
々
に
し
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
に
、
恐
ら
く
は
根
ざ
す
。

仲
哀
天
皇
に
対
す
る
さ
き
の
神
の
祭
り
か
た
の
指
示
も
、
こ
う
し
た
例
と
一
連

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
類
型
に
の
っ
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
じ
た
い
、
現
実

と
の
確
か
な
結
び
つ
き
を
も
っ
。
こ
の
神
の
祭
り
の
指
示
は
、
所
伝
の
こ
の
あ
と

の
展
開
に
も
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
羅
と
い
う
宝
の
国
が
あ
る
と
い
う
神
の

こ
と
ば
を
確
か
め
る
た
め
、
天
皇
は
高
岳
に
の
ぼ
っ
て
海
を
見
わ
た
す
が
、
国
は

見
え
ず
、
そ
れ
で
神
に
む
か
つ
て
不
信
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

朕
周
望
之
、
有
レ
海
無
レ
因
。
宣
於
二
大
虚
一
有
ν
国
乎
。
誰
神
徒
誘
レ
朕
。
復
我

皇
祖
諸
天
皇
等
、
尽
祭
一
対
日
紙
一
。
畳
有
二
遣
神
一
耶
。

新
羅
な
ど
と
い
う
国
が
見
え
な
い
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
歴
代
天
皇
が
祭
り
遺
し
た

神
な
ど
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
不
信
の
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
天
皇
の
こ
の
言

ム

ノ、

い
分
は
、
理
屈
で
し
か
な
く
、
人
智
の
限
界
を
露
呈
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
神
は
皇

后
に
も
う
一
度
愚
依
し
て
「
如
二
天
津
水
影
一
押
伏
而
我
所
レ
見
国
、
何
調
レ
無
レ
園
、

以
誹
斗
詩
我
言

L
と
い
う
。
つ
づ
け
て
、
皇
后
の
胎
内
の
子
(
後
の
応
神
天
皇
)

が
新
羅
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
す
る
。
天
皇
は
、
神
の
言
葉
を
あ
く
ま
で
も
信

用
せ
ず
、
熊
襲
を
討
つ
が
、
勝
利
を
得
る
こ
と
な
く
帰
還
し
た
の
ち
、
翌
九
年
の

二
月
に
「
忽
有
ν
痛
レ
身
」
と
な
っ
て
翌
日
に
崩
御
す
る
。
こ
の
直
後
に
「
既
知
、

不
レ
用
一
一
神
言
一
而
早
崩
」
と
い
う
、
崩
御
の
原
因
に
特
に
言
及
し
た
付
記
が
あ
る
。

五

仲
哀
天
皇
の
崩
御
を
、
天
皇
が
神
の
一
言
葉
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
に
よ
る

と
み
な
す
の
が
、
そ
の
付
記
の
見
方
で
あ
る
。
神
功
皇
后
紀
(
摂
政
前
紀
)
に
も
、

仲
哀
天
皇
の
崩
御
の
原
因
に
言
及
し
た
一
節
が
あ
り
、
付
記
の
見
方
を
そ
こ
で
も

次
の
よ
う
に
ひ
き
つ
い
で
い
る
。

(
仲
哀
天
皇
)
九
年
春
二
月
、
足
仲
彦
天
皇
崩
二
於
筑
紫
栂
日
宮
一
。
時
、
皇

后
傷
下
天
皇
不
レ
従
一
神
教
一
而
早
崩
上
、
以
為
、
知
二
所
レ
崇
之
神
一
、
欲
レ
求
一
財

宝
国
一
。

こ
こ
で
は
、
神
の
言
葉
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
が
原
因
で
崩
御
し
た
こ
と
に

そ
く
し
て
、
そ
の
神
を
「
所
レ
崇
之
神
」
と
い
う
。
崩
御
が
、

い
わ
ゆ
る
神
の
崇

り
に
よ
る
こ
と
を
示
す
。

こ
う
し
て
み
る
限
り
、
崩
御
の
原
因
に
は
、
い
さ
さ
か
も
疑
う
べ
き
点
な
ど
な

い
。
そ
れ
は
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
肝
腎
の
神
の
こ
と
ば
の

な
か
に
、
崩
御
を
宣
告
す
る
と
い
っ
た
辞
句
が
な
い
。
神
は
、
天
皇
を
せ
い
ぜ
い

「
何
調
レ
無
ν

園
、
以
誹
斗
諒
我
号
一
口

L
と
と
が
め
だ
て
す
る
だ
け
で
、
そ
の
あ
と



に
「
不
信
」
の
結
果
を
い
う
が

其
汝
王
之
如
レ
此
言
而
遂
不
レ
信
者
、
汝
不
レ
得
一
一
其
国
一
。
唯
今
皇
后
始
之
有
ν

胎
。
其
子
有
レ
獲
君
。

そ
れ
も
、
右
の
よ
う
に
新
羅
国
を
、
天
皇
で
は
な
く
、
皇
后
の
腹
中
の
子
が
獲
る

と
予
言
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
神
の
こ
と
ば
を
み
る
か
ぎ
り
は
、
神
、
が
崩
御
を

も
た
ら
し
た
な
ど
と
一
概
に
は
い
え
な
い
。

な
お
ま
た
、
皇
后
に
神
が
愚
依
し
た
九
月
五
日
の
あ
と
、
そ
の
神
の
こ
と
ば
を

無
視
し
て
熊
襲
討
伐
を
強
行
し
、
勝
利
を
得
る
こ
と
な
く
帰
還
す
る
が
、
天
皇
の

崩
御
は
翌
年
の
二
月
六
日
で
あ
る
。
神
の
崇
り
に
し
て
は
、
患
依
か
ら
崩
御
に
い

た
る
ま
で
の
期
聞
が
長
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
『
紀
』
が

仲
哀
天
皇
の
崩
御
の
原
因
に
つ
い
て
い
っ
た
「
即
知
、
不
レ
用
二
神
一
ゴ
一
回
一
而
早
崩
」

と
い
う
一
節
の
下
に
、
「
一
云
、
天
皇
親
伐
二
熊
襲
¥
中
一
一
賊
矢
一
而
崩
也
L

と
い

う
別
伝
を
つ
た
え
て
い
る
。
賊
の
矢
に
あ
た
っ
て
崩
じ
る
こ
と
も
、
崇
り
だ
と
い

え
な
く
も
な
い
が
、
少
く
と
も
、
神
の
言
葉
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
を
原
因

と
す
る
以
外
に
、
も
う
一
つ
別
の
原
因
を
っ
た
え
る
所
伝
が
、
無
視
し
え
な
い
重

み
を
も
っ
て
っ
た
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の
事
実
を
、
そ
れ
こ
そ
な
い
が
し
ろ

に
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
崩
御
に
い
た
っ
た
真
相
の
究
明
が
必
要
と
い
う
の
で
は
さ
ら
に
な

ぃ
。
崩
御
の
原
因
を
神
の
言
葉
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
に
す
る
の
は
、
実
は

『
紀
』
の
立
場
で
し
か
な
く
、

か
り
に
「
即
知
」
以
下
の
神
の
崇
り
と
断
じ
る
一

節
が
無
い
と
す
れ
ば
、
崩
御
の
原
因
を
た
だ
ち
に
は
神
の
崇
り
に
結
び
つ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

単
な
る
病
死
や
戦
死
で
は
、
新
羅
遠
征
に
所
伝
は
展
開
し
て
い
か
な
い
。
崩
御
を

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

神
の
崇
り
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
神
の
言
葉
の
信
愚
性
を
裏
づ
け
、

し
た
が
っ
て

神
の
正
体
を
知
っ
て
そ
の
言
葉
を
と
お
り
宝
の
国
を
求
め
る
こ
と
に
道
を
ひ
ら
く
。

崇
り
に
よ
る
崩
御
で
な
く
て
は
、
所
伝
は
こ
の
の
ち
展
開
し
て
い
か
な
い
と
い
う

の
が
実
情
で
は
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
当
初
か
ら
、
崩
御
が
崇
り
に
よ
る
と
い
う
こ
の
か
た
ち
に

お
い
て
所
伝
は
成
り
た
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

皇
に
崩
御
を
宣
告
す
る
と
い
っ
た
言
辞
は
な
い
。

一
方
、
神
自
身
の
言
葉
に
、
天

つ
ま
り
、
そ
う
し
た
言
辞
を
避

け
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
、
さ
き
に
引
用
し
た
と
お
り
「
何
調
レ
無
レ
園
、
以
誹
司
誇

我=一一口

L
と
と
が
め
だ
て
す
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
と
が
め
だ
て
の
言
葉
を

つ
か
い
、
所
伝
に
げ
ん
に
あ
る
「
不
レ
用
一
一
神
言
一
而
早
崩
」
(
仲
哀
天
皇
紀
)
や
「

不
レ
従
二
神
教
一
而
早
崩
」
(
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
)
な
ど
の
例
に
な
ら
っ
て
、
か
り

に
た
と
え
ば
「
誹
斗
語
神
言
(
教
)
一
而
早
崩
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
も
し
て
い
な
い
。
崇
り
で
あ
り
な
が
ら
、
崇
る
神
と
崇
ら
れ
た

天
皇
と
を
、
直
接
的
で
鋭
い
対
立
よ
り
、
む
し
ろ
間
接
的
で
緩
い
結
び
つ
き
の
関

係
に
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

」
の
関
係
は
、
『
紀
』
斉
明
天
皇
七
年
五
月
条
に
つ
た
え
る
崇
り
の
、
恐
ら
く

は
歴
史
の
な
に
が
し
か
の
事
実
に
ね
ざ
す
次
の
よ
う
な
あ
り
か
た
に
通
じ
る
の
で

土
工
、
述
。

t
・7
L
，刀(

五
月
一
日
)
天
皇
遷
二
居
子
朝
倉
橘
広
庭
官
一
。
是
時
、
断
斗
除
朝
倉
社

木
一
而
作
二
此
宮
一
之
故
、
神
悲
壊
レ
殿
。
亦
見
一
宮
中
鬼
火
一
。
由
レ
是
、
大
舎

人
及
諸
近
侍
、
病
死
者
衆
。

崇
り
は
、
朝
倉
宮
の
造
営
に
と
も
な
い
、
朝
倉
の
社
の
御
神
木
を
切
り
は
ら
っ
て

神
の
念
り
を
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
宮
般
の
造
営
に
天
皇
こ
そ
責
任
を
負
っ
て
い

七
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た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
周
辺
に
崇
り
は
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
同
じ
年
の
七
月
二

四
日
に
、
天
皇
は
崩
御
す
る
。
た
だ
そ
れ
を
「
秋
七
月
午
朔
丁
巳
、
天
皇
崩
一
一
子

朝
倉
宮
L
と
っ
た
え
る
だ
け
で
、
原
因
な
ど
、
崩
御
に
結
び
つ
く
記
述
は
一
切

な
い
。
わ
ず
か
に
、
喪
を
移
す
さ
い
怪
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

皇
太
子
奉
斗
徒
天
皇
喪
一
、
還
斗
至
磐
瀬
官
一
。
是
タ
於
二
朝
倉
山
上
一
有
レ
鬼
、

若
一
大
笠
一
、
臨
斗
視
喪
儀
一
。
衆
皆
嵯
怪
。

右
の
よ
う
に
つ
た
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
崩
御
に
ひ
き
つ
づ
く
喪
儀
を
、

朝
倉
の
社
も
そ
の
付
近
に
あ
っ
た
は
ず
の
朝
倉
山
の
そ
の
山
上
か
ら
鬼
が
の
ぞ
み

視
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
崩
御
に
も
、
こ
の
朝
倉
の
社
の
神
の
念
り
が

な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て

か
か
わ
り
が
極
め
て
溝
厚
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
び
つ
き
に
言
及
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
『
紀
』
の
判
断
に
よ
る
。

天
皇
が
新
造
の
朝
倉
宮
に
遷
居
し
た
当
時
、
神
は
念
り
を
天
皇
に
直
接
む
け
て

は
い
な
い
。
天
皇
を
明
ら
か
に
避
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
、
次
元
は
違
う
の
だ

け
れ
ど
も
、
右
の
、
た
だ
天
皇
の
崩
御
し
た
事
実
だ
け
を
い
か
に
も
突
っ
ぱ
な
し

て
っ
た
え
る
こ
と
は
ひ
っ
き
ょ
う
別
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
、
天
皇
を
、

崇
り
と
の
直
接
的
、
対
立
的
な
結
び
つ
き
に
置
い
て
い
な
い
と
い
う
そ
う
し
た
か

た
ち
を
と
る
。
そ
の
か
た
ち
は
、
崇
り
神
が
仲
哀
天
皇
を
崩
御
に
い
た
ら
し
め
る

あ
り
か
た
や
そ
れ
の
っ
た
え
か
た
に

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

~ 

/、

朝
倉
の
社
の
神
の
崇
り
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
も
言
及
し
た
が
、
歴
史
の
な
に

が
し
か
の
事
実
に
ね
ざ
す
に
相
違
な
い
。
そ
の
崇
り
を
つ
た
え
る
一
連
の
記
述
に
、

八

同
じ
出
来
り
に
よ
る
仲
哀
天
皇
の
崩
御
を
め
ぐ
る
『
紀
』
の
所
伝
は
、
前
節
で
指
摘

し
た
と
お
り
基
本
的
な
点
で
あ
い
通
じ
る
。
崇
り
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ら
と
著
し
く

対
照
的
な
の
が
、
『
記
』
の
所
伝
で
あ
る
。

対
照
的
と
は
、
天
皇
と
崇
り
神
と
の
関
係
の
、
直
接
的
で
鋭
く
対
立
す
る
そ
の

あ
り
か
た
を
い
う
。
神
の
「
教
覚
」
に
も
、
類
型
に
の
っ
と
り
、
祭
り
を
求
め
て

い
な
い
な
ど
の
『
紀
』
の
所
伝
と
の
違
い
が
上
述
の
と
お
り
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

内
容
の
上
で
も
そ
れ
を
引
き
つ
ぐ
次
の
一
節
が
問
題
。

爾
、
天
皇
答
白
「
登
二
高
地
一
見
一
面
方
一
者
、
不
レ
見
二
国
土
一
、
唯
有
一
大
海
一
」
。

調
一
一
為
レ
詐
神
-
、
押
斗
退
御
琴
一
、
不
ν
控
黙
坐
。
扇
、
其
神
大
念
詔
「
凡
韮

天
下
者
、
汝
非
-
一
応
レ
知
国
一
。
汝
者
向
一
一
一
道
一
」
。

右
の
う
ち
「
謂
一
為
レ
詐
神
一
」
は
、
『
紀
』
の
所
伝
に
あ
っ
て
は
「
誰
神
徒
誘
レ
朕
」

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
神
に
対
し
て
不
信
、
非
難
の
意
向
を
あ
ら

わ
に
し
て
い
る
が
、
『
紀
』
の
所
伝
の
ば
あ
い
、
行
動
は
と
も
な
わ
な
い
。
『
記
』

の
所
伝
は
、
そ
の
意
向
を
「
押
4
退
御
琴
一
、
不
ν
控
黙
坐
」
と
い
う
実
際
の
行
動

に
移
し
て
い
る
点
に
む
し
ろ
力
点
を
お
く
。
そ
の
態
度
に
、
神
は
大
い
に
念
る
。

建
内
宿
称
が
琴
を
控
く
こ
と
を
進
言
し
て
、
天
皇
は
よ
う
や
く
い
や
い
や
な
が
ら

そ
れ
に
し
た
が
う
。
そ
の
一
節
を
、
「
於
ν
是
、
建
内
宿
禰
大
臣
白
『
恐
。
我
天
皇
、

猶
阿
一
蘇
婆
勢
其
大
御
琴
一
』
。
爾
、
精
取
引
↓
依
其
御
琴
一
而
、
那
摩
那
摩
遁
控
坐
」

と
っ
た
え
る
。

神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
天
皇
の
態
度
や
ふ
る
ま
い
を
、
こ
の
所
伝
は
特
に
強

調
し
て
い
る
。
天
皇
の
崩
御
も
、
右
に
引
用
し
た
一
節
の
直
後
に
「
故
、
未
二
幾

久
一
而
不
ν
聞
-
一
御
琴
之
音
一
。
即
挙
レ
火
見
者
、
既
崩
誌
」
と
あ
り
、
神
を
な
い
が

し
ろ
に
し
た
天
皇
に
、
直
接
に
神
が
制
裁
を
く
わ
え
た
明
ら
か
な
結
果
と
す
る
。



同
じ
よ
う
に
神
の
崇
り
で
あ
り
な
が
ら
、
『
紀
』
の
あ
い
通
じ
る
所
伝
や
前
掲
斉

明
天
皇
条
の
記
述
な
ど
が
っ
た
え
る
例
と
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
く
異
な
る
。
神

自
身
に
つ
い
て
も
、
か
た
ち
の
上
で
は
「
沙
庭
」
で
神
を
招
き
ょ
せ
た
大
后
の
そ

の
口
を
と
お
し
て
神
意
を
つ
た
え
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
ん
な
し
つ
ら
え
な
ど
に

お
か
ま
い
な
く
、
「
爾
、
其
神
大
企
詔
、
凡
蕗
天
下
者
、
汝
非
二
応
ν
知
国
一
。
汝
者

向
乙
道
一
」
と
あ
る
。
さ
な
が
ら
そ
こ
に
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
姿
で
現
前
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
天
皇
に
死
を
宣
告
す
る
。
突
然
の
崩
御
は
、

そ
の
点
で
、
神
が
た
だ
ち
に
諒
罰
を
下
し
た
そ
の
結
果
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
つ

-、、。

寸

E

・
l
u
wそ

う
し
た
鬼
神
の
諒
罰
に
つ
い
て
は
、
具
体
例
が
『
墨
子
』
(
巻
之
八
・
明
鬼

下
篇
)
に
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
周
の
杜
伯
は
、
罪
が
な
い
の
に
宜
王
に
殺

さ
れ
、
死
後
こ
の
宣
王
を
朱
の
弓
矢
を
も
て
射
殺
す
る
が
、
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
る

諸
侯
の
批
評
に
、
「
凡
殺
二
不
享
一
、
其
得
-
一
不
祥
一
、
鬼
神
之
誌
、
若
レ
此
之
駆
郵
也
」

と
あ
る
。
ま
た
宋
の
観
事
が
職
と
す
る
祭
記
を
疎
略
に
し
た
た
め
、
神
の
の
り
う

つ
っ
た
亙
が
彼
を
杖
で
打
ち
殺
し
た
と
い
う
こ
と
に
そ
く
し
て
、
同
じ
諸
侯
の
批

評
に
「
諸
不
三
敬
斗
慎
祭
杷
一
者
、
鬼
神
之
諒
至
、
若
レ
此
其
倦
滋
也
」
と
あ
る
な

ど
、
過
誤
を
犯
し
た
者
に
鬼
神
が
た
だ
ち
に
諒
罰
を
下
す
と
い
う
の
が
、

い
ず
れ

に
も
共
通
す
る
か
た
ち
で
あ
る
。

『
墨
子
』
の
ば
あ
い
、
鬼
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
し

か
し
神
罰
の
例
は
、
中
国
に
古
く
か
ら
あ
る
。
『
墨
子
』
は
取
り
あ
げ
て
い
な
い

が
、
肢
の
帝
乙
が
神
を
あ
な
ど
り
、
雷
に
あ
た
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
例
を
『
漢
書
』

(
巻
二
五
上
、
郊
記
志
第
五
上
)
が
っ
た
え
て
い
る
。

帝
乙
媛
レ
神
而
震
死
。
(
顔
師
古
注
「
為
ニ
章
嚢
一
盛
レ
血
、
仰
而
射
レ
之
、
号

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

日
レ
射
レ
天
。
後
遇
レ
雷
震
而
死
」
)

顔
師
古
注
に
よ
れ
ば
、
血
を
盛
っ
た
皮
袋
を
射
て
、
天
を
射
る
な
ど
と
号
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
神
と
は
天
神
で
あ
り
、
死
は
そ
の
諒
罰
に
よ
る
。
神
を
あ

な
ど
り
、
そ
の
神
の
罰
を
う
け
て
死
ん
だ
と
い
う
点
で
は
、
『
記
』
の
仲
哀
天
皇

の
場
合
に
通
じ
る
。
け
れ
ど
も
、
近
さ
に
お
い
て
は
、
志
怪
小
説
が
っ
た
え
る
例

の
ほ
う
が
造
か
に
ま
さ
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
に
あ
た
い
す
る
の
が
『
幽
明

録
』
の
次
の
例
で
あ
る
。

晋
孝
武
帝
於
一
一
般
中
北
窓
下
一
清
暑
。
忽
見
二
一
人
一
、
著
一
一
白
爽
黄
練
単
衣
一
、

挙
身
枯
濡
。
自
称
-
華
林
圏
中
池
水
神
一
。
名
目
二
淋
湾
君
一
也
。
(
語
ν
帝
)

(
A
)
l
i
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

「
若
善
見
レ
待
、
当
一
一
相
福
祐
一
」
。
時
帝
飲
己
酔
、
取
-
一
常
所
ν
組
問
刀
一
榔
レ
之
。

(
B
)
i
l
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

万
空
過
無
レ
族
。
神
念
日
「
不
下
以
J

桂
事
一
垂
接
上
、
当
ν
令
レ
知
レ
所
一
以
居
一
」
。

少
時
而
帝
暴
崩
。
皆
呼
一
此
霊
一
為
レ
禍
也
。

同
じ
志
怪
小
説
の
『
小
説
』
も
こ
の
話
を
っ
た
え
て
い
て
、
カ
ッ
コ
内
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
だ
が
、
な
お
若
干
の
語
句
の
違
い
が
あ
る
。
と
く
に
会
話

文
に
そ
れ
が
大
き
く
、
念
の
た
め
し
め
せ
ば
、
『
小
説
』
で
は
神
の
こ
と
ば
を
、

そ
れ
ぞ
れ

(
A
)
「
若
能
見
レ
待
、
必
当
一
-
相
佑
一
」
、

(
B
)
「
己
不
レ
能
二
佳
土
見
予

接
、
乃
至
一
一
於
此
一
、
当
ν
知
レ
之
」
と
す
る
。

こ
の
話
に
着
目
す
る
の
は
、
酔
っ
て
神
に
万
を
投
げ
つ
け
る
な
ど
と
い
う
よ
う

に
、
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
具
体
的
な
行
為
を
つ
た
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
神
が
、
当
初
、
よ
く
待
遇
し
て
下
さ
れ
ば
御
利
益
が
き
っ
と
あ
る
と
親

し
く
か
た
り
か
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孝
武
帝
は
、
そ
の
神
の
好
意
を
ま

っ
た
く
無
視
し
て
万
を
投
げ
つ
け
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
『
記
』
の
所
伝
の
、
神

が
は
じ
め
に
「
種
々
珍
宝
、
多
在
二
其
国
一
。
我
今
帰
司
賜
其
国
一
」
と
い
う
好
意

九
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的
な
申
し
出
を
お
こ
な
っ
て
い
な
が
ら
、
「
謂
二
為
レ
詐
神
一
而
押
斗
退
御
琴
一
、
不
レ

控
黙
坐
」
と
い
う
仲
哀
天
皇
が
と
り
つ
を
つ
け
る
神
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
か
た
く

な
な
態
度
に
重
な
る
。
ま
た
一
方
、
そ
の
神
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
結
果
、
神
の

念
り
を
か
つ
て
帝
も
天
皇
も
崩
御
す
る
が
、
と
も
に
そ
の
念
り
の
こ
と
ば
の
な
か

に
死
を
宣
告
す
る
。
死
を
直
接
そ
れ
と
し
て
い
う
こ
と
を
避
け
た
そ
の
表
現
も
、

た
と
え
ば
「
当
レ
令
レ
知
レ
所
二
以
居
一
」
、
「
汝
者
向
ニ
一
道
一
」
と
い
う
よ
う
に
あ
い

通
じ
る
。
崩
御
を
め
ぐ
っ
て
は
、
『
記
』
の
所
伝
に
「
未
-
一
幾
久
一
而
不
レ
聞
一
一
御
琴

之
音
一
。
即
挙
レ
火
見
者
、
既
崩
詑
」
と
あ
り
、
『
幽
明
録
』
の
「
少
時
而
帝
暴
崩
」

に
く
ら
べ
て
詳
し
い
が
、
死
の
宣
告
の
あ
と
間
も
な
く
、
そ
れ
も
に
わ
か
に
崩
御

す
る
と
い
う
基
本
的
な
か
た
ち
に
違
い
は
な
い
。

『
記
』
の
所
伝
の
、
右
の
『
幽
明
録
』
の
話
と
の
相
似
は
、
そ
の
ま
ま
『
紀
』

し
か
も
そ
の
程
度
が
大
き
く
、
恐
ら
く

は
偶
然
の
所
産
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
巻
の
所
伝
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と

の
所
伝
と
の
相
違
を
意
味
す
る
だ
け
に
、

お
り
志
怪
小
説
を
利
用
し
た
例
が
散
見
す
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ら
と
軌
を

一
に
す
る
志
怪
小
説
の
利
用
例
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

も
っ
と
も
、

つ
っ
ぱ
ね
て
い
え
ば
、
そ
れ
も
所
詮
は
一
つ
の
可
能
性
の
域
を
出

な
い
。
と
は
い
え
、
志
怪
小
説
が
っ
た
え
る
神
の
あ
り
か
た
に
通
じ
る
こ
と
は
疑

い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
も
変
わ
り
は
な
い
が
、
『
幽
明
録
』

の
前
掲
の
話
で
、
神
に
対
し
て
孝
武
帝
が
万
を
投
げ
つ
け
た
の
は
、
確
か
に
酔
っ

て
い
た
か
ら
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
神
が
突
然
そ
の
異
様
(
著
二
白
爽

黄
練
単
衣
一
、
挙
身
泊
濡
)
な
姿
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
に
も
よ
る
。
『
紀
』
の
所
伝

O 

で
も
、
仲
哀
天
皇
が
「
不
信
」
と
い
う
態
度
を
最
後
ま
で
あ
ら
た
め
な
か
っ
た
理

由
と
し
て
、
実
際
に
国
が
見
え
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
祭
り
遺
し
た
神
な
ど
い
な

い
と
い
っ
た
確
か
に
そ
れ
ら
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
別
に
、
こ
ち

ら
か
ら
求
め
も
し
な
い
の
に
、
突
然
、
皇
后
に
神
懸
か
り
す
る
と
い
う
一
方
的
な

か
た
ち
で
神
が
み
ず
か
ら
の
意
向
を
つ
た
え
て
き
た
こ
と
も
そ
こ
に
作
用
し
て
い

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
『
記
』
の
所
伝
の
ば
あ
い
、
わ
ざ
わ
ざ
神
を
招
き
ょ
せ
る
場
を
し
つ
ら
え

る
な
ど
周
到
な
準
備
を
し
た
上
で
、
「
請
一
一
神
之
命
一
」
と
い
う
よ
う
に
こ
ち
ら
か

ら
求
め
て
神
降
ろ
し
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
逐
一
っ
た
え
て
い
る
。
『
幽
明
録
』

の
話
や
『
紀
』
の
所
伝
の
よ
う
に
神
に
対
し
て
不
信
を
い
だ
か
せ
る
状
況
で
は
な

い
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
国
が
み
え
な
い
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、

不
信
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
態
度
に
で
る
こ
と
は
、

不
審
と

い
う
ほ
か
な
い
。
第
二
神
降
ろ
し
を
、
熊
曽
の
国
を
攻
撃
す
る
直
前
に
何
の
た

め
に
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
こ
と
じ
た
い
明
確
で
は
な
い
。
熊
曽
の
国
攻

略
が
困
難
だ
っ
た
と
す
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
徴
候
す
ら
な
い
。
げ
ん
に
、

こ
の
あ
と
熊
曽
の
園
を
う
ち
置
い
た
ま
ま
新
羅
国
遠
征
に
出
て
帰
還
し
て
か
ら

も
、
熊
曽
の
国
討
伐
な
ど
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

神
降
ろ
し
な
ど
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
否
と
い
う
ほ
か
な
い
。
神

を
わ
ざ
わ
ざ
招
き
よ
せ
て
お
い
て
、
そ
の
「
教
覚
」
を
無
視
し
た
上
に
、
神
ま
で

な
い
が
し
ろ
に
す
る
と
い
う
の
も
、
や
は
り
矛
盾
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
矛
盾

が
、
こ
の
所
伝
、
が
成
り
た
つ
そ
の
そ
も
そ
も
の
始
め
に
あ
っ
た
と
は
か
ん
が
え
が

た
い
。
改
変
を
く
わ
え
た
そ
の
結
果
と
し
て
矛
盾
を
き
た
し
た
と
い
う
の
が
、
恐

ら
く
実
情
で
は
な
い
か
。
『
紀
』
の
所
伝
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
神
降
ろ
し
さ



え
な
け
れ
ば
、
矛
盾
な
ど
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
降
ろ
し
こ
そ
、
改
変
を
く
わ

え
た
当
の
場
所
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

推
測
を
重
ね
る
こ
と
を
承
知
で
い
え
ば
、
神
降
ろ
し
と
い
う
か
た
ち
に
改
め
る

に
つ
い
て
は
、
理
由
が
な
い
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

仲
哀
天
皇
の
そ
の
か
た
く
な
な
態
度
を
強
調
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
道
具
立
て
と
し
て
琴
を
つ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

神
降
ろ
し
に
、
天
皇
自
身
が
琴
を
ひ
く
。
所
伝
の
そ
の
あ
と
の
展
開
で
は
、
琴
の

扱
い
か
た
に
、
神
に
対
す
る
天
皇
の
態
度
の
象
徴
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ば
「
押
斗
退
御
琴
一
、
不
レ
控
」
は
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
態

度
を
、
さ
ら
に
「
那
摩
那
摩
遭
控
坐
」
は
、
建
内
宿
輔
の
進
言
が
あ
っ
て
や
む
な

く
ひ
く
け
れ
ど
も
、
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
態
度
を
か
た
く
な
に
も
ち
つ
づ
け

て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
。
最
後
に
は
「
不
レ
聞
一
一
御
琴
之

音
-
」
と
な
る
。
琴
を
介
し
て
つ
な
守
か
っ
て
い
た
神
と
の
関
係
が
、
そ
こ
で
つ
い

に
断
絶
し
た
こ
と
の
象
徴
的
な
意
味
を
そ
れ
は
も
っ
。

も
っ
と
も
、
そ
の
仲
哀
天
皇
の
崩
御
を
っ
た
え
る
一
節
に
「
即
挙
レ
火
見
者
、

既
崩
証
」
と
あ
り
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
『
↓
記
』
の
当
該
頭
注
に
、
こ
れ
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

じ
よ
う
あ
ん

こ
れ
に
よ
っ
て
信
託
を
受
け
る
の
は
浄
閣
の
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
皇

太
神
宮
儀
式
帳
』
に
、
琴
を
弾
き
信
託
を
受
け
る
神
嘗
祭
が
亥
の
刻
(
午
後

十
時
)
と
あ
る
の
と
似
る
。

慎
重
に
た
だ
「
似
る
」
と
だ
け
い
う
に
と
ど
め
て
い
る
が
、
こ
の
所
伝
の
は
じ
め

の
「
天
皇
控
二
御
琴
一
」
に
つ
い
て
「
琴
が
神
招
き
な
ど
神
事
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
、

皇
太
神
宮
儀
式
帳
、
造
宮
使
造
奉
物
条
に
『
御
琴
一
隻
』
と
み
え
」
(
以
下
略
。

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

日
本
思
想
大
系
本
『
記
』
補
注
二

O
九
)
と
説
く
な
ど
、
『
儀
式
帳
』
と
の
直
接

の
か
か
わ
り
に
言
及
す
る
の
を
避
け
な
が
ら
も
、
参
考
と
し
て
そ
れ
を
引
く
の
が

例
で
あ
る
。
『
儀
式
帳
』
の
成
立
は
延
暦
二
三
年
だ
か
ら
、

っ
た
え
て
い
る
年
中

行
事
や
儀
式
が
ど
れ
ほ
ど
長
い
来
歴
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
参
考
と
す
る
ば
あ
い
に

も
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。

第
一
、
『
儀
式
帳
』
に
は
「
御
亙
内
人
仁
、
御
琴
給
豆
、
太
御
事
請
呈
」
(
六
月
例

条
)
「
御
坐
内
人
乎
第
二
門
爾
令
レ
侍
豆
、
御
琴
給
呈
」
(
九
月
神
嘗
祭
条
)
と
あ
り
、

専
門
の
神
職
、
が
琴
を
ひ
い
て
い
る
。
天
皇
が
琴
を
ひ
く
と
い
う
か
た
ち
は
、
そ
こ

か
ら
は
導
き
え
な
い
。
神
降
ろ
し
に
楽
器
を
演
奏
す
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
め

ず
ら
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
『
二
一
国
志
』
(
巻
一
)

の
「
費

書
」
武
帝
紀
建
安
一
二
年
二
月
条
の
一
節
に
袈
松
之
が
注
と
し
て
引
用
す
る
『
親

書
』
に
「
又
降
レ
神
礼
誌
、
下
レ
階
就
レ
幕
而
立
、
須
二
奏
楽
畢
寛
一
」
と
あ
る
ほ
か
、

志
怪
小
説
の
『
異
苑
』
(
巻
六
)
に
も
「
毎
ν
占
一
一
吉
凶
一
、
轍
先
索
一
話
琶
一
、
随
レ

弾
而
言
。
事
事
有
レ
験
」
と
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
あ
る
以
上
、
神
降
ろ
し
に
琴
を
使
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
な
ん
ら

不
思
議
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
琴
と
神
降
ろ
し
と
を
セ
ッ
ト
と
す
る
例

が
別
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仲
哀
天
皇
が
神
の
崇
り
に
よ
っ
て
崩
じ
た
あ
と
、
そ

の
崇
り
神
の
正
体
を
知
る
た
め
に
神
功
皇
后
が
神
主
と
な
っ
て
お
こ
な
っ
た
神
降

ろ
し
で
、
『
紀
』
の
所
伝
に
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
つ
た
え
る
。

皇
后
選
一
一
吉
日
¥
入
二
斎
宮
一
、
親
為
二
神
主
一
、
則
命
二
武
内
宿
禰
一
令
レ
撫
レ
琴
。

き
に
わ

喚
一
一
中
臣
烏
賊
津
使
主
一
為
-
審
神
者
一
。
因
以
一
一
千
縄
高
縛
一
置
一
一
琴
頭
尾
一
而
請

日
「
先
日
教
一
一
天
皇
一
者
誰
神
也
。
願
欲
ν
知
ニ
其
名
一
」
。

こ
の
一
節
に
も
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
紀
』
の
補
注
は
、
古
代
の
神
事
に
お
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け
る
弾
琴
の
例
と
し
て
さ
き
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
該
当
す
る
条
文
を
引
く
。

皇
后
が
神
主
と
な
り
、
琴
を
武
内
宿
禰
に
ひ
か
せ
る
と
い
う
か
た
ち
は
、
『
儀
式

帳
』
の
さ
き
に
し
め
し
た
専
門
の
神
職
が
琴
を
ひ
く
と
い
う
例
に
よ
ほ
ど
近
い
。

所
伝
の
展
開
の
上
で
も
、
「
神
教
(
言
)
」
を
そ
の
ま
ま
放
っ
て
は
お
け
ず
、
神
の

正
体
を
知
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
改
め
て
神
を
招
き
お
ろ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
琴
を
、
『
記
』
の
所
伝
の
よ
う
に

象
徴
的
な
意
味
を
そ
れ
に
こ
め
て
い
る
の
で
も
な
く
、

た
だ
神
降
ろ
し
の
道
具
と

し
て
使
う
と
い
う
そ
の
あ
り
か
た
は
、
自
然
と
い
う
ほ
か
な
い
。
所
伝
の
展
開
の

上
で
そ
う
し
て
あ
る
べ
く
し
て
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
所
伝
の
成
り
た
ち

と
と
も
に
琴
は
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
記
』
の
所
伝
に
お
い

て
は
、
神
降
ろ
し
自
体
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
か
た
ち
に
改
め
た
可
能
性
が
高
く
、

神
降
ろ
し
に
琴
を
ひ
く
と
い
っ
た
そ
の
あ
り
か
た
も
、
同
じ
あ
り
か
た
の
『
紀
』

の
所
伝
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
。

Ji、

決
め
手
を
欠
く
憾
み
は
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
推
論

を
つ
み
上
げ
て
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
要
点
を
こ
こ
に
い
え
ば
、
つ
ま
り
『
紀
』
の

所
伝
を
も
と
に
、
そ
れ
に
改
変
を
く
わ
え
て
『
記
』
の
所
伝
が
成
り
た
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
第
一
。
改
変
は
、
崇
り
神
の
あ
り
か
た
と
そ
の
神
に
対
す
る
天
皇

の
態
度
と
に
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
二
。
そ
の
改
変
に
志
怪
小

説
の
話
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
第
三
。

こ
う
し
て
『
記
』
の
所
伝
の
成
り
た
ち
に
志
怪
小
説
の
利
用
が
大
き
な
比
重
を

占
め
る
。
実
は
、
こ
の
所
伝
と
同
じ
類
型
に
の
っ
と
っ
て
い
る
高
木
大
神
の
「
教

覚
」
に
つ
い
て
も
、
志
怪
小
説
に
そ
れ
に
通
じ
る
話
が
あ
る
。
詳
細
は
旧
稿
に
譲

る
と
し
て
、
そ
こ
に
指
摘
し
た
志
怪
小
説
の
例
を
高
木
大
神
の
「
教
覚
」
と
な
ら

ベ
て
次
に
示
す
。

Q
高
木
大
神
之
命
以
覚
白
之
「
天
神
御
子
、
自
レ
此
於
二
奥
方
一
莫
レ
使
二
入
幸
一
。

荒
神
甚
多
。
(
以
下
略
)
」
。

。
会
稽
厳
卿
、
善
三
卜
筆
一
。
郷
人
規
序
欲
二
東
行
一
、
荒
年
多
一
一
抄
盗
一
、
令
-
一
卿

筆
予
之
。
卿
日
「
君
慎
不
レ
可
一
東
行
一
、
必
遭
-
要
害
一
、
而
非
レ
却
也
」
。
(
以

下
略
)

志
怪
小
説
の
例
と
は
、
『
捜
神
記
』
(
巻
三
・
伺
)

の
右
の
一
節
で
、
占
筆
に
よ
っ

て
危
険
を
予
知
し
、
東
に
行
く
こ
と
を
い
ま
し
め
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ

る
。
高
木
大
神
の
ば
あ
い
、
占
箪
な
ど
要
し
な
い
が
、
『
捜
神
記
』
の
「
荒
年
多
二

抄
盗
一
」
に
あ
た
る
「
荒
神
甚
多
」
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
危
険
を
同
じ
よ
う

に
予
知
し
、
天
皇
を
奥
へ
入
ら
せ
な
い
よ
う
高
倉
下
を
い
ま
し
め
る
(
前
述
の
と

お
り
、
高
倉
下
の
夢
を
と
お
し
て
こ
の
い
ま
し
め
を
つ
た
え
る
)
。
危
険
を
予
知

し
た
上
で
、
そ
れ
の
回
避
を
勧
め
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と

(
省
略
し
た
が
)
ど
う
対

処
す
べ
き
か
を
教
示
す
る
が
、
そ
の
教
示
を
う
け
た
者
は
そ
れ
に
従
っ
て
事
な
き

を
得
る
と
い
う
、
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
筋
立
て
か
ら
成
る
。

高
木
大
神
の
こ
の
「
教
覚
」
は
、
あ
い
通
じ
る
『
紀
』
の
所
伝
が
っ
た
え
る
も

の
と
は
違
う
。
『
紀
』
の
所
伝
で
は
、
現
に
危
機
的
状
態
に
陥
っ
た
神
武
天
皇
一

行
を
救
出
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
だ
て
を
訓
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
予
知
・
予
防
こ

そ
、
『
記
』
の
所
伝
を
成
り
た
た
せ
る
核
心
で
あ
る
。
『
捜
神
記
』
が
っ
た
え
る
魂

序
の
占
箪
を
よ
く
す
る
超
能
力
に
右
の
よ
う
に
通
じ
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
こ

と
を
思
わ
せ
る
と
は
い
え
、
高
木
大
神
の
神
と
し
て
の
自
在
な
超
能
力
を
つ
た
え



る
こ
と
を
、
『
記
』
の
所
伝
が
主
眼
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
神
御
子
の

危
機
を
未
然
に
回
避
さ
せ
る
こ
と
、
い
わ
ば
天
神
と
し
て
、
葦
原
中
国
の
平
定
を

お
し
す
す
め
る
者
を
加
護
す
る
と
い
っ
た
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
天
神
御
子
で
あ
る
神
武
天

皇
は
、
こ
の
高
木
大
神
の
「
教
覚
」
に
無
条
件
で
従
う
。

「
教
覚
」
の
同
じ
か
た
ち
を
と
る
以
上
、
仲
哀
天
皇
も
ま
た
、
天
神
御
子
と
し

て
そ
れ
に
無
条
件
に
従
う
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
儀
礼
の
形
式
に
の
っ
と
っ
て
神
を
招
き
ょ
せ
る
と
い
う
の
も
、

そ
の
神
と
は
天
神
で
あ
り
、
そ
の
天
神
の
加
護
を
得
る
べ
く
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
所
伝
は
そ
う
し
た
わ
く
組
を
設
定
し
た
上
で
、
仲
哀
天

皇
に
、
そ
の
わ
く
組
に
そ
く
し
て
予
定
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
行
為
を
む
し
ろ
裏
切

る
ふ
る
ま
い
を
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
天
神
御
子
に
あ
る
ま
じ
き
ふ
る
ま
い
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
ふ
る
ま
い
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う

鋭
く
天
神
と
対
立
す
る
。
前
述
の
と
お
り
、
そ
の
仕
か
け
と
し
て
琴
を
効
果
的
に

使
っ
て
も
い
る
。

所
伝
の
こ
う
し
た
構
成
は
、
『
紀
』
の
所
伝
と
は
全
く
異
質
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
『
記
』
で
は
、
脚
色
あ
る
い
は
虚
構
さ
え
、
意
図
や
内
容
を
つ
た
え

る
効
果
的
な
手
だ
て
と
し
て
積
極
的
に
ま
じ
え
な
が
ら
所
伝
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
志
怪
小
説
の
利
用
も
、
も
と
よ
り
そ
の
一
環
だ
っ

た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
崇
り
と
い
う
あ
り
か
た
か
ら
、
よ
り
直
接
的

で
対
立
的
な
要
素
の
強
い
、
も
っ
と
も
こ
れ
も
崇
り
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

神
の
詠
罰
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
今
の
所
伝
に
変
貌
を
と
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

九

天
神
の
諌
罰
と
し
た
こ
と
は
、
本
来
の
崇
り
と
い
う
あ
り
か
た
を
改
変
し
た
上

で
そ
う
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
果
り
と
い
う
か
た
ち
を
別
に
も
っ
て
い
た

こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
崇
り
は
崇
り
で
、
そ
れ
じ
た
い
一
つ
の

所
伝
の
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
類
型
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
小
稿
の
は
じ
め
に
二
つ
の
型
が
あ
る
と
い
っ
た
な
か
の
崇
り
神
の
型
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
類
型
に
の
っ
と
っ
た
所
伝
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
崇
神
天
皇
条
に
つ
た
え

る
大
物
主
大
神
の
崇
り
を
め
ぐ
る
所
伝
で
、
も
う
一
つ
が
垂
仁
天
皇
条
に
つ
た
え

る
出
雲
大
神
の
崇
り
の
所
伝
で
あ
る
。
本
文
の
な
か
に
崇
り
と
明
記
す
る
後
者
の

所
伝
を
、
ま
ず
は
次
に
し
め
す
。
御
子
の
本
牟
智
和
気
王
に
言
語
の
障
害
が
あ
り
、

大
き
く
な
っ
て
も
思
う
よ
う
に
は
な
か
な
か
話
せ
な
い
。
そ
こ
で
、

於
レ
是
(
垂
仁
)
天
皇
患
賜
而
御
寝
之
時
、
覚
二
子
御
夢
一
日
「
修
斗
理
我
宮
一

如
二
天
皇
之
御
舎
一
者
、
御
子
必
真
事
登
波
牟
」
。
如
レ
此
覚
時
、
布
斗
摩
遁
亜

占
相
而
求
一
一
何
神
之
心
一
。
爾
崇
、
出
雲
大
神
之
御
心
。
故
、
其
御
子
令
レ
拝
-
一

(
以
下
略
)
。

其
大
神
宮
一

右
の
よ
う
に
憂
慮
し
て
寝
る
と
、
出
雲
大
神
が
夢
を
と
お
し
て
、
私
の
宮
を
天
皇

の
股
舎
の
よ
う
に
修
理
す
れ
ば
御
子
は
話
す
よ
う
に
な
る
と
覚
す
。
占
い
に
よ
っ

て
、
言
語
障
害
の
崇
り
が
、
出
雲
大
神
の
神
意
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て

も
い
る
。
の
ち
に
は
、
神
の
覚
し
に
し
た
が
い
、
出
雲
大
神
を
拝
し
て
帰
る
お
り

に
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
所
伝
で
は
、
夢
の
覚
し
を
得
る
に
つ
い
て
「
天
皇
患
賜
而
御
寝
之
時
」
と
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い
う
は
な
は
だ
そ
っ
け
な
い
書
き
ぶ
り
で
っ
た
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
た
だ

寝
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
類
型
に
の
っ
と
っ
た
も
う
一
方
の
、
大

物
主
大
神
の
崇
り
を
め
ぐ
る
所
伝
に
、
「
俊
病
多
起
、
人
民
為
レ
尽
」
と
い
う
深
刻

な
事
態
に
さ
い
し
て
「
天
皇
愁
歎
市
坐
一
一
神
林
一
之
夜
、
大
物
主
大
神
顕
二
於
御
夢
一

日
」
と
っ
た
え
て
い
る
し
、
神
林
で
神
意
を
問
う
と
い
う
こ
の
前
出
例
を
踏
ま
え

て
も
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
御
寝
」
を
通
し
て
神
意
を
う
か
が
う
と
い
っ
た

意
味
あ
い
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
含
め
、
出
雲
大
神
と
大
物
主
大
神
と

の
崇
り
を
め
ぐ
る
二
つ
の
所
伝
の
対
応
を
、
さ
き
の
天
神
の
「
教
覚
」
の
ば
あ
い

同
様
に
表
に
あ
ら
わ
し
て
み
る
。
ち
な
み
に
、
大
物
主
大
神
が
天
皇
の
夢
を
通
し

て
っ
た
え
た
と
い
う
そ
の
こ
と
ば
に
「
是
者
我
之
御
心
。
故
、
以
一
一
意
富
多
多
泥

古
一
而
令
レ
祭
一
一
我
前
一
者
、
神
気
不
レ
起
、
国
亦
安
平
」
と
あ
る
。

皇天垂仁 天皇 崇神 天皇

害御子
続者出 控病班行 崇り

の

語障

の

状態
死

心毒)異星神土 心)同 (是竜 物王大神
コ神出弓りて

星大神 ( 南 我之

時T寝天i 自夢御大)神夜、坐天歎阜藍而 夢

田田園物(大主 神林
の

日見，>>4 
於 之

見点し主ゐ

ifji 安平亦国 不鳥神気ν ム聾仏前者 泥而P占三以事官Z 岳; 

見AしM与

廿Hの内， 

天
神
の
「
教
覚
」
と
の
違
い
を
や
や
比
轍
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
天
神
御
子
に
プ

四

ラ
ス
に
な
る
な
に
も
の
か
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ

は
逆
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
な
に
も
の
か
を
の
ぞ
く
こ
と
を
示
す
。

マ
イ
ナ
ス
に
な

る
な
に
も
の
か
が
、

つ
ま
り
崇
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
表
に
明
ら
か
な
と
お
り
、

所
伝
の
展
開
や
表
現
に
い
た
る
ま
で
、

二
つ
の
所
伝
相
互
の
類
似
は
著
し
く
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
天
神
の
「
教
覚
L

を
め
ぐ
る
さ
き
の
表
に
し
め
し
た
類
型
と
対
立

す
る
。さ

て
、
こ
の
崇
り
神
を
め
ぐ
る
類
型
で
あ
る
が
、
崇
り
を
ひ
き
お
こ
し
た
当
の

神
が
、

み
ず
か
ら
の
宮
の
修
理
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
祭
把
な
ど
を
求
め
、
実
行

す
れ
ば
崇
り
は
終
息
す
る
と
い
う
以
上
、
そ
う
し
た
修
理
や
祭
記
を
欠
い
て
い
る

こ
と
を
崇
り
の
原
因
と
み
な
す
ほ
か
な
い
。
げ
ん
に
、
崇
り
に
つ
い
て
の
そ
う
し

た
原
因
に
か
か
わ
る
記
述
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
『
記
』
の
上
巻
に
あ
る
。
た
と
え

ば
大
物
主
大
神
の
さ
は
あ
い
、
中
巻
で
は
神
武
天
皇
条
に
「
美
和
之
大
物
主
神
」
と

い
い
、
こ
の
神
と
活
玉
依
毘
売
と
の
い
わ
ゆ
る
神
婚
に
ち
な
ん
で
崇
神
天
皇
条
に

「
故
、
国
一
一
其
麻
之
三
勾
遺
一
而
名
一
一
其
地
一
調
二
美
和
一
也
」
と
っ
た
え
て
い
る
が
、

も
と
は
、
大
国
主
神
の
国
作
り
に
協
力
し
、
そ
の
協
力
と
引
き
か
え
に
祭
り
を
求

め
て
い
た
(
「
能
治
一
一
我
前
一
者
、
五
日
能
共
与
相
作
成
」
)
神
が
当
の
大
物
主
神
で
あ

り
、
国
作
り
の
後
も
祭
り
を
う
け
て
い
な
い
こ
と
に
、
崇
り
は
起
因
す
る
。
も
う

一
方
の
出
雲
大
神
の
ば
あ
い
、
大
国
主
神
が
そ
の
神
で
あ
り
、
国
作
り
後
の
国
譲

の
住
居
の
如
き
般
舎

を
建
て
る
よ
う
求
め
て
い
て
(
「
此
葦
原
中
国
者
、
随
レ
命
既
献
也
。
唯
僕
住
所
者
、

如
一
一
天
神
御
子
之
天
津
日
継
所
レ
知
之
登
陀
流
天
之
御
巣
一
(
中
略
)
、
治
賜
者
、
僕

り
と
引
き
か
え
に
天
神
御
子
(
天
皇
が
こ
の
立
場
に
た
つ
)

者
於
二
百
不
レ
足
八
十
桐
手
一
隠
而
侍
」
)
、
そ
れ
を
な
お
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
に

崇
り
の
原
因
が
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
要
す
る
に
、
大
物
主
大
神



も
出
雲
大
神
も
、
国
作
り
へ
の
協
力
な
い
し
国
譲
り
に
さ
い
し
て
そ
れ
と
引
き
か

え
に
求
め
た
こ
と
が
な
お
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
恐
ら
く
鎮
ま
る
を
得
ず
、
そ
の

た
め
に
、
改
め
て
そ
の
要
求
を
実
現
す
べ
く
非
常
の
手
段
に
訴
え
る
と
い
う
か
た

ち
を
、
『
記
』
の
所
伝
は
崇
り
と
す
る
。
崇
り
に
つ
い
て
の
こ
の
か
た
ち
は
、
翻

っ
て
、
『
紀
』
の
仲
哀
天
皇
の
崩
御
の
原
因
と
な
っ
た
崇
り
を
異
質
な
も
の
と
し

た
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
天
神
御
子
の
あ
る
ま
じ
き
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
述
べ
た
こ

と
と
表
裏
す
る
が
、
『
紀
』
の
崇
り
が
そ
う
し
て
異
質
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ

の
崇
り
と
い
う
か
た
ち
に
か
え
、
前
述
の
と
お
り
あ
ら
た
め
て
天
神
の
諒
罰
と
す

る
な
か
で
志
怪
小
説
の
話
を
利
用
し
た
と
い
う
の
が
、
『
記
』
の
仲
哀
天
皇
の
崩

御
を
め
ぐ
る
所
伝
の
成
り
た
ち
の
経
緯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
類
型
と
い
う
点
に
そ
く
し
て
い
い
か
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
崇
り

神
を
め
ぐ
る
『
記
』
の
類
型
が
あ
り
、
仲
哀
天
皇
に
崩
御
を
も
た
ら
し
た
崇
り
神

の
そ
の
『
紀
』
の
所
伝
が
っ
た
え
る
あ
り
か
た
が
そ
の
類
型
に
な
じ
ま
な
か
っ
た

た
め
に
、
そ
れ
に
か
え
、
別
に
天
神
の
「
教
覚
」
を
め
ぐ
る
類
型
に
の
っ
と
り
、

さ
ら
に
志
怪
小
説
の
話
を
利
用
し
て
天
神
の
諒
罰
と
い
う
か
た
ち
に
改
め
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
ま
た
小
稿
の
結
論
で
も
あ
る
。
類
型
に
対
す
る

い
わ
ば
反
作
用
が
は
た
ら
い
て
、
崇
り
を
諌
罰
に
か
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
見
方
も
そ
こ
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
見
方
に
過
ぎ
な
い
が
、

し
か
し
そ
う
し
た
見
方
が
可
能
な
ほ
ど
、
こ
と

ほ
ど
さ
よ
う
に
類
型
の
も
つ
意
味
は
大
き
い
。
『
記
』
の
崇
り
神
を
め
ぐ
る
所
伝

に
対
応
す
る
所
伝
が
『
紀
』
に
あ
る
。
そ
の
大
物
主
大
神
の
崇
り
を
め
ぐ
る
所
伝

は
『
記
』
の
そ
れ
に
近
く
、
誉
津
別
皇
子
の
言
語
障
害
を
め
ぐ
る
所
伝
は
、
逆
に

内
容
の
上
で
も
『
記
』
の
所
伝
と
は
疎
遠
で
あ
る
。
『
紀
』
の
所
伝
と
は
そ
う
し

神
と
崇
り
と
類
型
と

(
榎
本

福
寿
)

て
遠
近
の
違
い
が
あ
り
な
が
ら
、
『
記
』
の
所
伝
と
し
て
と
も
に
類
型
に
の
っ
と

っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
『
紀
』
の
所
伝
を
も
と
に
、
『
記
』

に
お
い
て
類
型
に
の
っ
と
っ
て
改
変
を
く
わ
え
た
と
い
う
所
伝
の
な
り
た
ち
を
、

小
稿
の
結
論
は
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
ど
こ
ま
で
も
推
論
の
か
ぎ
り

で
し
か
な
い
。
そ
れ
の
検
証
の
ほ
か
、
歴
史
の
上
で
は
『
紀
』
に
先
立
っ
て
成
立

し
て
い
る
『
記
』
が
、
『
紀
』
の
完
成
後
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の

ど
の
過
程
で
そ
の
所
伝
を
利
用
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
い
っ
そ
う
根
の
深
い
難

問
、
さ
ら
に
は
志
怪
小
説
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
へ
の
取
り
く
み
も
、
も
は
や
小
稿

に
は
余
る
。
そ
れ
ら
い
ず
れ
も
今
後
に
ひ
き
つ
ぐ
課
題
と
す
る
。

注
(
1
)

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
庚
畑
輔
雄
氏
「
『
神
武
記
』
と
『
神
武
紀
』
(
『
古
事
記
年
報
』

三
二
は
「
『
神
武
記
』
の
成
立
が
先
で
『
神
武
紀
』
は
後
」
、
一
方
、
梅
沢
伊
勢

三
氏
「
幣
羅
坂
の
少
女
の
歌
に
つ
い
て
」
(
『
古
事
記
年
報
』
二
九
)
は
、
応
神
天

皇
条
の
所
伝
に
つ
い
て
「
総
じ
て
い
え
ば
、
『
記
』
の
伝
は
『
紀
』
に
お
け
る
『
本

書
』
と
竺
云
』
の
伝
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
共
に
更
に
こ
れ
を
詳
細
化
し
て
い

る
形
」
と
そ
れ
ぞ
れ
説
く
。

(
2
)

こ
の
部
分
、
「
天
神
御
子
を
」
の
よ
う
に
「
を
」
を
通
常
は
読
み
添
え
な
い
。
し

か
し
、
解
釈
の
上
で
は
、
天
皇
の
従
者
に
「
教
覚
」
し
た
も
の
と
み
な
す
の
が
通

例
(
日
本
古
典
文
学
大
系
本
・
日
本
古
典
文
学
全
集
本
。
日
本
思
想
大
系
本
は
注

を
欠
く
が
、
同
様
で
は
な
い
か
)
。
新
潮
古
典
集
成
本
は
「
伊
波
礼
批
古
命
よ
」
と

訳
し
、
天
皇
に
対
し
て
諭
し
た
と
み
る
。
な
お
『
記
』
の
使
役
表
現
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
『
日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現
」
(
俳
教
大
学
文
学
部
論
集
第
七
七
号
)
参
照
。

(
3
)
「i
御
心
」
の
類
型
に
「
是
者
、
我
之
御
心
」
(
崇
神
天
皇
条
の
大
物
主
大
神
)
、

「
爾
崇
、
出
雲
大
神
之
御
心
」
(
垂
仁
天
皇
条
の
出
雲
大
神
)
な
ど
が
あ
り
、
神
の

意
向
を
い
う
類
型
的
表
現
。

五



文
学
部
論
集
第
八

O
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)

一
六

(
4
)
『
紀
』
に
は
、
ほ
か
に
「
天
皇
夢
有
一
一
神
人
一
、
議
之
目
、
以
一
一
赤
盾
八
枚
・
赤
矛

八
竿
一
一
刺
二
塁
坂
神
一
。
亦
以
一
一
黒
盾
八
枚
・
黒
矛
八
竿
一
一
周
回
大
坂
神
一
」
(
崇
神
天
皇

九
年
三
月
条
)
、
「
時
天
照
大
神
論
一
一
倭
姫
命
一
日
、
是
神
風
伊
勢
園
、
則
常
世
之
浪

重
浪
帰
国
也
。
傍
国
可
怜
国
也
。
欲
レ
居
一
一
是
国
」
。
故
随
二
大
神
教
一
、
其
両
立
二
於

伊
勢
国
一
」
(
垂
仁
天
皇
二
五
年
三
月
条
)
な
ど
の
例
が
あ
る
。

(
5
)
『
幽
明
録
』
と
次
の
『
小
説
』
と
も
に
、
魯
迅
の
『
古
小
説
鈎
沈
』
(
魯
迅
先
生

紀
念
委
員
会
編
、
人
民
文
学
出
版
社
)
に
よ
る
。
『
日
本
国
現
在
書
目
録
』
に
書
名

を
伝
え
て
い
な
い
だ
け
に
、
利
用
し
た
こ
と
を
疑
う
余
地
も
な
い
で
は
な
い
。
し

か
し
同
『
目
録
』
が
奈
良
朝
以
前
の
舶
載
書
を
全
て
伝
え
て
い
る
と
み
る
の
も
、

こ
れ
ま
た
非
現
実
的
で
あ
り
、
い
ま
は
ど
こ
ま
で
も
事
実
に
の
っ
と
っ
て
論
じ
る

と
い
う
立
場
を
と
る
。
注

(
6
)
参
照
。

(
6
)
「
『
古
事
記
』
の
貰
泉
課
と
志
怪
小
説
」
(
『
併
教
大
学
文
学
部
論
集
』
第
七
九
号
)
、

「
丹
塗
矢
と
赤
玉
」
(
『
古
事
記
の
世
界
・
下
』
古
事
記
研
究
大
系
ゴ
午
、
「
記
紀

と
志
怪
小
説
」
(
『
古
事
記
年
報
』
二
一
八
)
な
ど
。

(
7
)
神
降
ろ
し
を
暗
閣
の
な
か
で
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
六
朝
の
道

教
関
係
の
資
料
を
っ
た
え
る
『
真
詰
』
(
石
井
昌
子
編
『
稿
本
民
話
』
道
教
刊
行
会
)

に
、
神
降
ろ
し
の
幾
多
の
具
体
例
が
あ
り
、
夜
間
に
そ
れ
を
お
こ
な
う
の
が
例
で

あ
る
。
(
た
と
え
ば
同
書
巻
之
一
の
輿
寧
三
年
六
月
に
は
連
夜
。
た
だ
し
暗
闘
の
な

か
で
は
な
い
)
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
道
教
の
関
係
記
事
も
考
慮
す
べ
き
か
。
『
捜

神
記
』
に
も
「
方
士
斉
人
李
少
翁
、
一
言
三
能
致
一
一
其
神
一
。
乃
夜
施
一
雅
帳
-
、
明
燈

燭
一
」
(
巻
二
-
H
H
)

な
ど
の
例
が
あ
る
。

(8)
注

(
6
)
「
記
紀
と
志
怪
小
説
」

え
の
も
と
ふ
く
じ
ゅ

国
文
学
科

(
一
九
九
五
年
十
月
二
五
日
受
理
)


