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の
神
が
、
死
ん
だ
（
神か
む

去さ

っ
た
）
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
を
追
っ
て
黄よ
み
の泉
国く
に

を
訪

ね
る
話
で
す
。

　

詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
い
と
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
話
は
イ
ザ
ナ

キ
（
生
者
）
が
黄
泉
国
で
イ
ザ
ナ
ミ
（
死
者
）
と
出
会
い
、
次
い
で
イ
ザ

ナ
ミ
の
屍
の
醜
状
（
死
の
実
態
）
を
目
に
し
て
逃
げ
出
し
、
最
後
に
「
千ち

引び
き

の
石い
は

」
を
黄
泉
国
の
境
に
引
き
塞ふ
さ

ぐ
と
い
う
ふ
う
に
展
開
し
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
往
還
可
能
で
あ
っ
た
「
生
の
領
域
」
と
「
死
の
領
域
」

が
確
然
と
分
か
た
れ
る
物
語
で
あ
り
、
生
と
死
の
連
続
す
る
意
識
に
終
止

符
が
う
た
れ
た
こ
と
の
起
源
譚
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

と
り
上
げ
た
い
の
は
そ
の
後
で
す
。
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
国
の
穢け
が

れ
を
す

す
ご
う
と
日
向
の
阿
波
岐
原
で
禊み
そ

ぎ
祓は
ら

い
を
し
ま
す
（
竺つ
く

紫し

の
日ひ

向む
か

の
橘

の
小を

門ど

の
阿あ

波は

岐き

原は
ら

に
到
り
坐ま

し
て
、
禊
ぎ
祓
へ
た
ま
ひ
き
）。
そ
の
折
、
身

に
つ
け
て
い
た
杖
や
帯
な
ど
を
投
げ
捨
て
る
た
び
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
生

成
し
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
最
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
三
貴
子

が
生
成
す
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
左
の
目
を
洗
う
と
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
右
の
目

を
洗
う
と
ツ
ク
ヨ
ミ
が
、
そ
し
て
鼻
を
洗
う
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
生
成
し
た

と
。

　
　

�

是こ
こ

に
左
の
御み

目め

を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ

御み

神か
み

。
次
に
右
の
御
目
を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
、
成
れ
る
神
の
名
は
月つ
く

読よ
み
の

命み
こ
と。
次
に
御み

鼻は
な

を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
建た
け

速は
や

須す

佐さ

之の

男を
の

命み
こ
と。

　

こ
の
話
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
き
ま
す
。
イ
ザ
ナ
キ
は
た
い
へ
ん
喜

び
「
私
は
多
く
の
子
を
生
み
続
け
て
、
と
う
と
う
三
は
し
ら
の
り
っ
ぱ
な

天
空
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

―
古
代
日
本
文
学
に
見
る
宇
宙
観
と
の
比
較

犬　

飼　

公　

之

　

こ
れ
は
宮
城
学
院
女
子
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
天
空
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
―
琉
球
・
八
重
山
諸
島
か
ら
見
る
宇
宙
」

（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日
［
土
］　

於
宮
城
学
院
女
子
大
学
第
二
会
議
室
）
に
お

け
る
山
里
純
一
氏
と
宮
城
幸
子
氏
の
講
演
を
踏
ま
え
た
当
日
の
コ
メ
ン
ト

に
、
そ
の
折
、
用
意
し
て
い
た
資
料
を
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

１

　

山
里
先
生
の
「
沖
縄
の
民
間
文
芸
に
見
る
星
・
月
・
風
」
と
宮
城
先
生

の
「
八
重
山
の
暮
ら
し
と
伝
承　

星
・
月
・
風
」
と
い
う
講
演
を
う
か
が

い
、
沖
縄
の
人
々
の
生
活
に
密
着
し
た
伝
承
、
特
に
星
と
月
と
風
に
か
か

わ
る
詳
細
な
あ
り
よ
う
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
三さ

ん

線し
ん

と
唄

に
よ
る
紹
介
も
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
は
三
線
ど
こ
ろ
か
唄
も
う
た
え
ま
せ
ん
か
ら
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
ー
マ
を
「
天
空
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
と
設
定
し
た
一
人
と
し
て
、

私
な
り
の
問
題
意
識
を
述
べ
て
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
日
本
人
が
う
け
と
め
た
宇
宙
観
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
）
の
基
本
的

な
あ
り
よ
う
を
『
古
事
記
』
の
神
話
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
と
ら
え
た
い
と
思

い
ま
す
。「
黄
泉
国
神
話
」。
み
な
さ
ん
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
イ
ザ
ナ
キ
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そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
ア
マ
テ
ラ
ス
（
高
天
原
を
知
ら
せ
）
と
ツ
ク

ヨ
ミ
（
夜
之
食
国
を
知
ら
せ
）
と
ス
サ
ノ
ヲ
（
海
原
を
知
ら
せ
）
が
分
治
す

る
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
「
天
の
領
域
」「
夜
の
領
域
」「
海
の
領
域
」
は
神
々
の
支

配
す
る
領
域
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
昼
の
領

域
」「
地
の
領
域
」（
こ
と
に
陸
地
）
が
人
間
の
生
き
る
領
域
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
す
る
認
識
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
の
類
話
が
四
種
収
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
正
文
、
一
書
第
一
、
第
六
、
第
十
二
）。
そ
の
一
つ
『
日
本
書
紀
』
正
文
は

イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
天あ
め
の

下し
た

の
主
き
み
た
る
も
の
者
を
生
ま
ざ
ら
ん
」
と
し
て

「
日
の
神
」（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
と
「
月
の
神
」（
ツ
ク
ヨ
ミ
）
と
、
ヒ
ル
コ
と

ス
サ
ノ
ヲ
を
生
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
「
天
下
の
主
者
」
に
ふ
さ
わ
し
い
神
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、

次
い
で
ツ
ク
ヨ
ミ
が
「
天あ

め上
の
事こ
と

」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一

方
、
ヒ
ル
コ
は
イ
ハ
ク
ス
フ
ネ
（
磐
櫲
船
）
に
載
せ
て
放
ち
棄
て
ら
れ
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
「
宇あ
め
の
し
た宙
」
に
君
臨
す
べ
き
神
で
は
な
い
と
し
て
ネ
ノ
ク
ニ

（
根
国
）
に
追
い
や
ら
れ
た
と
語
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
天
下
の
主
者
」
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
を
メ

イ
ン
と
し
、
そ
れ
に
次
ぐ
神
と
し
て
ツ
ク
ヨ
ミ
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
こ
に
語
ら
れ
る
「
宇
宙
」
は
「
天
の
領
域
」
と
「
地
の
領
域
」

（
天
下
）
に
限
定
的
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「
宇あ
め
の
し
た宙
に
君き

み臨

た
る
」
べ
か
ら
ざ
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
そ
の
領
域
外
の
「
遠
く
根
国
」
に
追
放

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

子
を
さ
ず
か
っ
た
」
と
い
い
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
は
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
（
高
天

の
原
）
を
、
ツ
ク
ヨ
ミ
に
は
ヨ
ル
ノ
ヲ
ス
ク
ニ
（
夜
之
食
国
）
を
、
ス
サ

ノ
ヲ
に
は
ウ
ナ
ハ
ラ
（
海
原
）
を
分
治
す
る
よ
う
委
任
し
た
と
い
う
の
で

す
。

　
　

�

此こ

の
時
、
伊い

耶ざ

那な

伎き
の

命み
こ
と

大い
た

く
歓よ
ろ
こ喜
び
て
詔の

り
た
ま
は
く
、「
吾あ

は
子

を
生
み
生
み
て
、
生
み
の
終は
て

に
三
み
は
し
らの
貴た
ふ
とき
子
を
得
つ
」
と
の
り
た
ま

ひ
て
、
即
ち
御み
く
び頸
珠た
ま

の
玉
の
緒を

も
ゆ
ら
に
取
り
ゆ
ら
か
し
て
、
天
照

大
御
神
に
賜
ひ
て
詔
り
た
ま
は
く
、「
汝い
ま
し

命み
こ
とは
高
天
原
を
知
ら
せ
」

と
事こ
と

依よ

さ
し
て
賜
ひ
き
。
故か
れ

、
其そ

の
御
頸
珠
の
名
を
御み

倉く
ら

板た

挙な

の
神

と
謂い

ふ
。
次
に
月
読
命
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
汝
命
は
夜
之
食
国
を

知
ら
せ
」
と
事
依
さ
し
き
。
次
に
建
速
須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま
は

く
、「
汝
命
は
海
原
を
知
ら
せ
」
と
言
依
さ
し
き
。

　

こ
こ
に
は
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
と
ヨ
ル
ノ
ヲ
ス
ク
ニ
と
ウ
ナ
ハ
ラ
の
三
つ
の

領
域
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
は
崇
高
な
天
上
の
原

の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
は
「
地
の
領
域
」
に
対
す
る
「
天

の
領
域
」。
ヨ
ル
ノ
ヲ
ス
ク
ニ
は
「
昼
の
領
域
」
に
対
す
る
「
夜
の
領

域
」
つ
ま
り
夜
を
支
配
す
る
領
域
を
い
い
、
ウ
ナ
ハ
ラ
は
文
字
ど
お
り

「
海
の
領
域
」
を
い
う
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
神
話
か
ら
す
る
と
そ
の
三
つ
の
領
域
を
含
む
全
体
が
古
代
日
本
人

の
う
け
と
め
て
い
た
宇
宙
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

も
っ
と
も
ウ
ナ
ハ
ラ
は
「
天
」（
天
の
領
域
）
に
対
す
る
「
海
」（
海
の

領
域
）
を
い
う
と
み
ら
れ
ま
す
が
、「
天
の
領
域
」
に
対
す
る
「
地
の
領

域
」
の
、
さ
ら
に
そ
れ
を
陸
地
と
海
域
に
分
け
て
、
そ
の
海
域
を
特
に
そ

う
と
ら
え
て
い
る
と
も
み
ら
れ
ま
す
。
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と
め
て
い
た
宇
宙
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。『
古
事
記
』
は
ネ
ノ
ク
ニ
を
ネ

ノ
カ
タ
ス
ク
ニ
（
根
之
堅
州
国
）
と
い
い
、
ハ
ハ
ノ
ク
ニ
（
妣
の
国
）
と
も

語
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
と
ヨ
ル
ノ
ヲ
ス
ク
ニ
と
ウ
ナ
ハ
ラ
が
古
代
日

本
人
の
う
け
と
め
た
宇
宙
観
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ

れ
は
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
あ
わ
せ
る
宇
宙
観
の
基
本
に
も
あ
り
続
け
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
「
天
空
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
基
本
に
こ
の
宇
宙

観
を
踏
ま
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ

ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
分
治
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
は
太
陽
と
月
と
風
の
属
性
を
持

つ
神
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
古
代
日
本
人
は
太
陽
と
月
と
風
が
こ
の
宇
宙
を

支
配
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の
意
識
の
奥お

く
か処
に
も
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
太
陽
と
月
と
風
を
め
ぐ
っ
て
、
古
代
日
本
と
沖
縄
の
人
々
が
と
ら

え
た
あ
り
よ
う
を
探
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

２

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
太
陽
の
神
で
あ
る
こ
と
は
神
名
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
さ
き
の
『
日
本
書
紀
』（
正
文
）
が
「
日
の

神
」
を
生
ん
だ
と
語
り
、
そ
の
神
を
オ
ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
（
大
日
孁
貴
）

と
よ
ぶ
と
い
い
、
一
書
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
照
大
神
）
と
あ
り
、
ま
た
、

ア
マ
テ
ラ
ス
オ
ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
（
天
照
大
日
孁
貴
）
と
も
あ
る
と
記
し

　

一
方
『
古
事
記
』
の
「
宇
宙
」
は
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
「
天
の
領

域
」
と
「
地
の
領
域
」、「
昼
の
領
域
」
と
「
夜
の
領
域
」
さ
ら
に
「
海
の

領
域
」
の
全
体
を
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
と

ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
分
治
す
る
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
こ
に
『
日
本
書
紀
』（
正
文
）
と
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
一
言
で
い

う
と
『
古
事
記
』
は
「
天
下
の
主
者
」
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
「
宇
宙
」

の
分
治
を
語
る
こ
と
に
主
題
が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
『
古
事
記
』
の
こ
の
神
話
も
は
じ
め
か
ら
こ
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
た
か
否
か
。
こ
こ
に
も
長
い
生
成
の
歴
史
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
痕
跡
の
一
つ
が
「
領
域
」
に
対
す
る
認
識
の
輻ふ
く
そ
う輳

に
認
め
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
「
高
天
原
」
と
い
い
「
海
原
」
と
い
う
よ
う
に
領
域
を

「
原
」
と
と
ら
え
る
認
識
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
「
夜
之
食
国
」
と

い
う
よ
う
に
「
国
」
と
と
ら
え
て
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
原
」
と
す
る
認

識
と
「
国
」
と
す
る
認
識
が
輻
輳
し
て
い
る
の
で
す
。

　

想
像
を
め
ぐ
ら
す
と
、
か
つ
て
「
原
」
と
す
る
認
識
に
お
い
て
「
天
」

（
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
）
と
「
海
」（
ウ
ナ
ハ
ラ
）
を
宇
宙
と
し
、
そ
の
二
つ
の
領

域
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
分
治
す
る
と
い
う
ふ
う
な
神
話
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
ツ
ク
ヨ
ミ
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
古
代
日
本
人
の
宇
宙
観
は
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま

す
し
、
ま
た
、
輻
輳
し
て
も
い
ま
す
。
さ
き
の
黄
泉
国
神
話
が
語
る
「
生

の
領
域
」
と
「
死
の
領
域
」（
ヨ
モ
ツ
ク
ニ
）
も
、『
日
本
書
紀
』（
正
文
）

が
ス
サ
ノ
ヲ
を
追
放
し
た
と
い
う
ネ
ノ
ク
ニ
（
根
国
）
も
、
人
々
の
う
け
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そ
の
と
お
り
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
属
性
は
輻
輳
し
て
い
ま
す
が
、「
風
の

神
」
と
し
て
の
神
格
を
基
本
に
そ
な
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ

ん
。「
す
さ
ぶ
」
と
い
う
こ
と
ば
と
の
対
応
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
み
る
こ

と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
こ
の
太
陽
（
日
）
と
月
と
風
を
め
ぐ
っ
て
、
沖
縄
（
琉
球
）
に

お
け
る
あ
り
よ
う
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
特
に
そ
の
類
似
性
と
異
質
性

に
目
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
太
陽
が
神
聖
視
さ
れ
、
そ
れ
を
王
権
に
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る

発
想
は
古
代
日
本
や
沖
縄
（
琉
球
）
に
限
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
な
発
想
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。

　

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
沖
縄
（
琉
球
）
に
お
い
て
太
陽
（
テ

ダ
・
テ
ィ
ダ
）
は
、
ニ
ル
ヤ
（
ニ
ラ
イ
）
の
支
配
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
王
は
太
陽
の
セ
ヂ
（
霊
力
）
を
与
え
ら
れ
、
現
世
の
支
配
者
と
な
る

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
あ
り
よ
う
は
古
代
日
本
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
天
孫
降
臨
神
話
が

そ
れ
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
照
大
御
神
）
の
嫡
流
が
太
陽
の
神
性
を
に
な

い
、
ま
さ
し
く
日ひ
つ
ぎ嗣
の
御み

こ子
と
し
て
天
皇
位
を
継
ぐ
と
い
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
万
葉
歌
や
「
お
も
ろ
」（
琉
球
の
古
代
歌
謡
）
に
も
み
ら
れ
る
と

お
り
、
太
陽
と
王
権
の
か
か
わ
り
は
王
都
の
構
造
に
も
お
よ
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
中
心
を
な
す
王
宮
は
陽
光
の
さ
す
南
（
逆
に
そ
の
背
面
の
北
）
を

意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
（
拙
論
「
太
陽
（
テ
ダ
）
の
宇
宙
」）。

　

そ
の
よ
う
に
古
代
日
本
と
沖
縄
に
お
け
る
太
陽
と
王
権
の
か
か
わ
り
は

類
似
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
な
お
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
す
。

　

ツ
ク
ヨ
ミ
が
月
の
神
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
名
称
か
ら
推
測
で
き
ま
し
ょ

う
。
古
代
和
歌
に
は
月
の
こ
と
を
ツ
ク
ヨ
ミ
と
う
た
う
例
も
み
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
ま
た
、
書
紀
の
正
文
が
「
日
の
神
」
に
次
い
で
「
月
の
神
」

を
生
ん
だ
と
い
い
、
そ
の
神
は
一
書
に
ツ
ク
ユ
ミ
（
月
弓
尊
）、
ツ
ク
ヨ

ミ
（
月
夜
見
尊
、
月
読
尊
）
と
い
う
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
す
。

　

書
紀
の
正
文
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
日
の
神
」（
ア
マ
テ
ラ
ス
）

に
つ
い
て
「
此こ

の
子み
こ

、
光ひ
か
り華
明う
る
は彩
し
く
し
て
、
六く

に合
の
内う
ち

に
照
り
徹と
ほ

る
」

と
言
い
、
ま
た
「
未い
ま

だ
若か

此く

霊く
し
びに
異あ
や

し
き
児こ

」
は
い
な
か
っ
た
と
言
い
、

「
天あ

め上
の
事こ
と

」
つ
ま
り
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
を
支
配
さ
せ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
月
の
神
」
に
つ
い
て
は
「
其
の
光ひ
か
り

彩う
る
はし
き
こ
と
、
日
に
亜つ

げ
り
、
以
て
日
に
配な
ら

べ
て
治し
ら

す
べ
し
」
と
い
い
、
こ
れ
ま
た
、
天
に
送
っ

た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
は
書
紀
の
正
文
が
明
示
す
る
と
お
り
「
日
の

神
」
で
あ
り
「
月
の
神
」
で
あ
り
、
そ
の
神
格
は
太
陽
（
日
）
と
月
の
属

性
を
踏
ま
え
て
造
形
さ
れ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
は
「
日
の
神
」
と
か
「
月
の
神
」
と
い
う
ふ
う
に

そ
の
神
格
を
明
示
し
た
記
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
神
が
輻
輳
し

た
属
性
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。

　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
「
出
雲
の
英

雄
神
で
、
暴
風
・
農
耕
・
植
林
・
冶
金
な
ど
の
神
と
し
て
の
属
性
を
も

つ
」
と
い
い
「
鼻
か
ら
化
生
し
た
の
は
、
鼻
は
息
（
風
）
を
出
す
器
官
で

あ
り
、
こ
の
神
の
属
性
の
一
つ
が
暴
風
神
で
あ
る
た
め
と
解
さ
れ
る
」
と

い
っ
て
い
ま
す
（
頭
注
）。
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ん
ど
使
わ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
太
陽
軸
を
基
本
と
し
て
規
定
す
る
方
位
は
沖

縄
に
特
徴
的
で
あ
る
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
沖
縄
に
お
い
て
太

陽
は
重
く
意
識
さ
れ
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
。
沖
縄
に
お
い
て
太
陽
は
東
の
穴
か
ら
登
場
し
、
西
の
穴
に

沈
ん
で
い
く
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
お
も
ろ
」
に
み
ら
れ
る

「
て
だ
の
穴
」
が
そ
れ
で
す
。

　

そ
の
発
想
は
沖
縄
を
越
え
て
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
文
献
的
に
は

古
代
中
国
に
も
っ
と
も
古
く
み
ら
れ
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
か
ら
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

に
ま
で
お
よ
ん
で
い
ま
す
（
先
掲
「
太
陽
（
テ
ダ
）
の
宇
宙
」）。
こ
の
太
陽

の
穴
と
い
う
発
想
は
潜
在
的
に
は
と
も
か
く
、
古
代
日
本
に
み
ら
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
に
沖
縄
と
の
違
い
が
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

　

時
間
が
お
し
て
き
ま
し
た
。
さ
き
を
急
い
で
月
に
目
を
向
け
ま
し
ょ

う
。
沖
縄
の
月
に
つ
い
て
は
山
里
先
生
と
宮
城
先
生
か
ら
詳
し
い
報
告
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
古
代
日
本
と
か
か
わ
る
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
言

い
加
え
る
に
留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
と
よ
り
古
代
日
本
に
お
い
て
も
沖
縄
に
お
い
て
も
人
々
は
月
の
運
行

に
よ
っ
て
年
月
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
満
ち
欠
け
を
く
り
返

す
あ
り
よ
う
に
「
生
」
と
「
死
」
の
循
環
し
続
け
る
イ
メ
ー
ジ
や
、
生
命

の
復
活
あ
る
い
は
永
遠
の
生
命
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
う
け
と
め
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
そ
の
変
化
す
る
月
の
か
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら

え
て
も
い
ま
す
。
た
と
え
ば
満
月
の
輪
郭
は
ど
こ
も
欠
け
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
あ
り
よ
う
か
ら
人
々
は
満
月
に
充
足
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
う
け
と
め
、

も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
は
沖
縄
に
お
い
て
太
陽
は
ニ
ル
ヤ
（
ニ
ラ
イ
）
の
支
配
者
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
ニ
ル
ヤ
（
ニ
ラ

イ
）
な
る
領
域
が
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
、
ど
こ
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
が

問
題
で
す
。
海
上
の
彼
方
な
の
か
、
天
上
な
の
か
、
地
下
な
の
か
。
そ
う

し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
は
沖
縄
に
お
け
る
太
陽
と
王
権
の

あ
り
よ
う
は
明
確
に
な
り
ま
せ
ん
し
、
古
代
日
本
と
の
比
較
も
不
十
分
と

な
り
ま
し
ょ
う
。

　

次
に
視
点
を
か
え
て
太
陽
の
運
行
に
か
か
わ
っ
て
み
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
一
つ
は
方
位
と
の
か
か
わ
り
で
す
。
日
本
語
に
お
い
て
東
西
は
「
ひ

が
し
」（
ひ
む
か
し
）「
に
し
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
沖
縄
で
東
は
ア
ガ
リ
・
ア
ガ
ル
イ
、
西
は
イ
リ
。
沖
縄
で
は
日
の

出
、
日
の
入
り
が
、
東
西
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
「
ひ
が
し
」（
ひ
む
か
し
）「
に
し
」
の
「
し
」
は
風
を
意
味
す
る

と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
東
風
、
西
風
が
東
方
、
西
方
を
意
味
し
て

い
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
ひ
が
し
」「
ひ
む
か
し
」
と
い
う

「
ひ
」
が
太
陽
（
日
）
を
意
味
す
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
代

日
本
に
お
い
て
方
位
は
基
本
的
に
風
位
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
古
代
日
本
で
は
東
を
「
ひ
の
た
て
」（
日
の
経
・
縦
）、
西
を

「
ひ
の
よ
こ
」（
日
の
緯
・
横
）
と
言
っ
て
も
い
ま
す
。「
ひ
の
た
て
」
は
日

の
発
つ
方
、「
ひ
の
よ
こ
」
は
日
の
傾
く
方
を
意
味
す
る
と
み
ら
れ
ま
す

か
ら
、
こ
れ
は
沖
縄
と
等
し
く
太
陽
の
運
行
に
沿
っ
て
方
位
が
規
定
さ
れ

て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
「
ひ
の
た
て
」「
ひ
の
よ
こ
」
と
い
う
言
い
方
は
後
々
ほ
と
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ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
太
陽
は
父
と
も
親
と
も
称
さ
れ
て
い
ま
す
（
あ
さ
て
ぃ
だ
ぬ　

み
ゆ

ぷ
ぎ　

う
や
て
ぃ
だ
ぬ　

み
ゆ
ぷ
ぎ
）。
何
よ
り
も
尊
い
神
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
月
に
対
し
て
は
く
り
返
し
「
夜
の
」

（
ユ
ー
）
と
形
容
さ
れ
て
い
ま
す
（
ゆ
ー
チ
キ
ぬ
、
ゆ
ー
て
ぃ
だ
ぬ
）。
月
は

「
夜
の
領
域
」
を
支
配
す
る
神
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
「
昼
の
領
域
」
を
支
配
す
る
太
陽
が
、
次
い
で
「
夜
の
領
域
」

を
支
配
す
る
月
が
う
た
わ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
は
さ
き
に
触
れ
た
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』（
正
文
）
の
語

る
「
日
の
神
」
と
そ
れ
を
次
ぐ
「
月
の
神
」
の
あ
り
よ
う
に
類
似
し
て
い

ま
す
。
そ
の
発
想
は
ほ
と
ん
ど
等
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
古
代
日
本
に
お
い
て
月
を
「
夜
の
太
陽
」
と
す
る
表
現
は
み

ら
れ
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
沖
縄
で
は
星
に
つ
い
て
も
太
陽
（
て
ぃ
だ
）
の

子
と
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
沖
縄
に
お
い
て
は
太
陽
も
月

も
星
も
「
て
ぃ
だ
」
と
と
ら
え
た
、
あ
る
い
は
と
ら
え
得
た
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

　

外
間
守
善
氏
は
「
て
ぃ
だ
」
の
語
源
が
「
照
ら
」（
照
る
）
に
あ
る
と

い
っ
て
い
ま
す
（『
沖
縄
の
言
葉
と
歴
史
』）。
と
す
る
と
「
て
ぃ
だ
」
は
太

陽
そ
の
も
の
を
い
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
「
照
る
」
と
い
う

は
た
ら
き
を
重
視
し
た
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て

「
照
る
こ
と
」
に
お
い
て
太
陽
の
み
な
ら
ず
月
や
星
も
「
て
ぃ
だ
」
と
と

ら
え
得
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
照
る
こ
と
」
を
重
視
す
る
こ
と
は
古
代
日
本
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

ほ
か
な
ら
ぬ
ア
マ
テ
ラ
ス
の
テ
ラ
ス
も
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
古

す
べ
て
が
と
と
の
っ
た
女
性
の
美
を
形
容
し
た
り
し
ま
す
。

　

あ
る
い
は
三
日
月
（
初
月
、
若
月
、
新
月
）
に
美
人
の
眉
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
の
蛾
眉
、
眉
月
と
い
っ
た
発
想
を
う
け
と
め
て

い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

山
里
先
生
と
宮
城
先
生
の
報
告
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う
し
た
発
想
が
古

代
日
本
と
沖
縄
に
ま
た
が
っ
て
あ
る
こ
と
を
確
信
し
ま
し
た
。
た
だ
も
う

一
つ
、
沖
縄
に
お
い
て
月
が
夜
の
太
陽
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

宮
古
島
の
タ
ー
ビ
の
ニ
ー
フ
チ
グ
イ
（
根
口
声
）
を
み
て
み
ま
し
ょ

う
。
タ
ー
ビ
と
は
呪じ
ゅ
と
う禱
的
歌
謡
の
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
は
「
天
道
の
お
か
げ
で　

恐
れ
多
い
神
の
お
か
げ
で
」（
て
ぃ
ん

だ
う
ぬ　

み
ゆ
ぷ
ぎ　

や
ぐ
み
ょ
ー
ぬ　

み
ゆ
ぷ
ぎ
）
と
は
じ
ま
り
、

　
　

あ
さ
て
ぃ
だ
ぬ　

み
ゆ
ぷ
ぎ　
　
　

父
太
陽
の
お
か
げ
で

　
　

う
や
て
ぃ
だ
ぬ　

み
ゆ
ぷ
ぎ　
　
　

親
太
陽
の
お
か
げ
で

　
　

ゆ
ー
チ
キ
ぬ　

み
や
ぷ
ぎ　
　
　
　

夜
の
月
の
お
か
げ
で

　
　

ゆ
ー
て
ぃ
だ
ぬ　

み
や
ぷ
ぎ　
　
　

夜
の
太
陽
の
お
か
げ
で

と
う
た
わ
れ
、
そ
の
後
「
根
立
て
主
の
私
は
」（
に
だ
り
ぬ
シ　

わ
ん
な
）

以
下
長
い
詞
章
が
続
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
呪
禱
的
歌
謡
の
冒
頭
に
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
詞
章
で
す
。

そ
う
し
た
詞
章
の
冒
頭
で
人
々
を
守
護
す
る
尊
い
神
の
名
を
唱
え
あ
げ
る

の
で
す
。

　

そ
の
「
天
道
」
の
神
と
し
て
こ
こ
で
は
、
ま
ず
太
陽
が
う
た
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
次
に
月
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
注
意
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
太
陽
と
月
は
等
し
く
「
天
の
領
域
」
を
支
配
す
る
神
と
と
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ま
た
「
風
」
と
い
う
文
字
は
神
聖
な
鳥
（
鳳
）
の
か
た
ち
を
表
わ
し
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
似
て
風
と
鳥
を
結
び
つ
け
る
発
想
も

古
代
中
国
の
み
な
ら
ず
、
万
葉
歌
や
「
お
も
ろ
」
に
も
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
。
山
里
先
生
が
さ
き
の
お
話
で
触
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に

「
お
も
ろ
」
に
は
太
陽
の
穴
に
似
て
「
真
東
風
穴
」（
マ
コ
チ
ア
ナ
）「
真
南

風
穴
」（
マ
ハ
ヘ
ア
ナ
）
と
い
う
ふ
う
に
風
の
穴
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

風
の
穴
は
ニ
ル
ヤ
（
ニ
ラ
イ
）
に
結
び
つ
く
聖
な
る
穴
で
も
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
が
日
本
各
地
に
知
ら
れ
る
風
穴
の
発
想
と
等
し
い
か
否
か
、
こ

れ
か
ら
十
分
に
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

３

　

山
里
先
生
と
宮
城
先
生
は
沖
縄
の
、
特
に
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
星
の

伝
承
に
つ
い
て
も
詳
し
く
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
は
沖
縄
の
人
々
が

星
に
か
か
わ
る
伝
承
文
芸
を
多
様
に
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま

し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
星
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に

惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
古
代
日
本
の
あ
り
よ
う
と
か
な
り
異
な
っ
て
い

ま
す
。

　

古
代
日
本
に
お
い
て
星
が
語
ら
れ
た
り
、
う
た
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
も
、
う
た
わ
れ
、
語
ら
れ
る
星
は
き

わ
め
て
限
定
的
で
す
。
ま
た
「
負
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
い
た
り
も
し

て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
神
話
に
つ
い
て
い
う
と
『
日
本
書
紀
』（
神
代
紀
）
に
「
星

の
神
」
カ
カ
セ
ヲ
（
香
香
背
男
）
が
登
場
し
ま
す
が
、
星
に
か
か
わ
る
神

代
日
本
に
お
い
て
そ
れ
を
月
や
星
に
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
こ
に
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

沖
縄
の
風
に
つ
い
て
も
山
里
先
生
と
宮
城
先
生
か
ら
詳
し
い
報
告
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
私
は
風
が
太
陽
（
日
）
や
月
と
と
も
に
宇
宙
を
構
成
す

る
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
お
よ
び
古
代
日
本
と
沖
縄
の
風
に
か
か

わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
中
国
を
踏
ま
え
た
広
汎
な
地
域
に
お
い
て
う
け
と
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

風
が
宇
宙
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は
中
国
（
特
に
古
代
中
国
）

を
視
野
に
お
く
と
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば

わ
れ
わ
れ
は
自
然
界
の
景
色
や
状
態
を
「
風
土
」「
風
物
」「
風
光
」「
風

月
」「
風
情
」「
風
気
」「
風
色
」
な
ど
と
表
現
し
ま
す
。
す
べ
て
風
を

も
っ
て
表
現
す
る
の
で
す
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
風
が
宇
宙
を
構

成
す
る
要
素
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
い
ず
れ
も
漢
語
で
す
。

　

風
そ
の
も
の
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
風

は
農
耕
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
生
活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
人
々

は
そ
の
風
に
い
の
ち
の
力
を
感
じ
と
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
風
化
」
と
い
う
こ
と
ば
は
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

た
、
も
と
よ
り
漢
語
で
す
が
、
風
化
す
る
と
は
い
の
ち
を
は
ぐ
く
む
こ
と

を
意
味
す
る
と
と
と
も
に
、
い
の
ち
を
奪
う
力
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
古
代
中
国
に
溯
っ
て
認
め
ら
れ
る
発
想
で
あ
り
ま
す
が
、
古
代
日
本

や
沖
縄
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
す
（
拙
論
「
風
の
宇
宙
―
琉
球
文
学
の
地
平
」

『
沖
縄
研
究
ノ
ー
ト
』
13
）。
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れ
、
月
か
ら
も
離
れ
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

�

と
う
た
う
歌
も
あ
り
ま
す
。
挽
歌
で
す
。
こ
れ
も
具
体
的
な
星
が
う
た

わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

�　

具
体
的
な
星
を
う
た
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。

「
あ
か
星
の　

明
く
る
朝あ
し
たは
」（
５
九
〇
四
）
な
ど
と
み
ら
れ
ま
す
。「
あ

か
星
」
は
明
け
の
明
星
つ
ま
り
金
星
の
こ
と
で
す
。

　

�　

ま
た
「
夕ゆ
ふ

星つ
づ

」
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
夕
星
の　

か

行
き
か
く
行
き
」（
２
一
九
六
）「
夕
星
の　

夕ゆ
ふ
へに
な
れ
ば
」（
５
九
〇
四
）

「
夕
星
も
通
ふ
天あ
ま

道ぢ

を
」（
10
二
〇
一
〇
）
な
ど
と
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
宵
の
明
星
。
こ
れ
ま
た
、
金
星
で
す
。

　

�　

万
葉
歌
に
お
い
て
具
体
的
に
う
た
わ
れ
る
星
は
そ
の
程
度
で
、
き
わ

め
て
限
定
的
で
す
。
そ
の
傾
向
は
『
古
今
集
』
以
降
に
お
い
て
も
さ
し

て
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
日
本
人
は
具
体
的
な
星
を
対
象
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
に
乏
し
か
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

�　

も
ち
ろ
ん
奈
良
時
代
人
も
そ
れ
な
り
に
星
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
た
と
え
ば
一
九
七
二
年
に
発
見
さ
れ
て
大
き
な
話

題
と
な
っ
た
高
松
塚
古
墳
の
天
井
壁
に
は
星
宿
図
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
年
）
に
日
本
で
は
じ
め
て
占
星

台
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
�　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
星
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
に

も
乏
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
平
安
時
代
の
『
枕
草
子
』
は

自
然
に
対
し
て
豊
か
な
感
性
を
持
ち
あ
わ
せ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
清
少
納
言
は
風
（「
風
は
」
一
八
五
段
）
日
（「
日
は
」

二
二
七
段
）
月
（「
月
は
」
二
二
八
段
）
雲
（「
雲
は
」
二
三
〇
段
）
と
と
も

話
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
�　

し
か
も
カ
カ
セ
ヲ
は
服
従
し
な
い
鬼
神
（
順ま
つ
ろ
は
ぬ
鬼か

み神
、
不う
へ
な服
は
ぬ

者
）
で
あ
り
（
神
代
下
・
正
文
）、
ま
た
「
天
に
悪
し
き
神
有
り
。
名
を

天あ
ま

津つ

甕み
か

星ほ
し

と
曰い

ふ
。
亦
の
名
は
天あ
ま
の

香か

香か

背せ

を男
」（
同
一
書
・
第
二
）
と
い

う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
悪
神
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ま
さ

し
く
「
負
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
う
神
な
の
で
す
。

　

�　

ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
し
ば
し
ば
彗
星
（
は
は
き
ほ
し
、
な
が
き
ほ

し
）
つ
ま
り
流
れ
星
の
出
現
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
占

星
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
不
吉
、
禍
事
の
前
兆
を
い
う
の
で
す
。

　

�　

古
代
和
歌
に
目
を
向
け
る
と
万
葉
歌
に
は
星
に
か
か
わ
る
歌
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
七
夕
歌
で
す
。
も
と
よ

り
こ
れ
は
中
国
の
七
夕
（
乞
巧
奠
）
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
七
夕
歌
を
除
く
と
、
星
の
歌
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
た
と
え

ば
、

　
　
　

�

天あ
め

の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
舟
星
の
林
に
漕こ

ぎ
か
く
る
見
ゆ

（
７
一
〇
六
八
）

　
　
　
　

�

天
上
の
海
に
雲
の
波
が
立
ち
、
月
の
舟
が
星
の
林
に
漕
ぎ
隠
れ

て
い
く
の
が
み
え
る
。

　

�

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
中
国
文
学
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ

ま
す
が
、
こ
の
「
星
の
林
」
と
は
天
に
群
れ
る
星
を
い
う
の
で
あ
り
、

具
体
的
な
星
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

　
　
　

�

北
山
に
た
な
び
く
雲
の
青
雲
の
星
離
れ
ゆ
き
月
を
離
れ
て

（
２
一
六
一
）

　
　
　
　

�

北
山
に
た
な
び
い
て
い
る
雲
は
、
青
雲
の
な
か
の
星
か
ら
も
離
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の
人
々
の
意
識
と
の
違
い
に
触
れ
て
み
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
問
題
意
識
が
こ
れ
か
ら
の
討
論
の
な
か
に
加
え
ら
れ
、
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
幸
い
で
す
。（
以
上
）

に
星
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
（「
星
は
」
二
二
九
段
）。

　
　
　

�

星
は
、
す
ば
る
。
彦
星
。
み
や
う
星じ
ゃ
う。
夕
づ
つ
。
よ
ば
ひ
星
を
だ

に
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
ま
し
て
。

　
　
　
　

�
星
は
昴
が
い
い
。
彦
星
。
明
け
の
明
星
。
宵
の
明
星
。
よ
ば
い

星
は
尾
さ
え
な
か
っ
た
ら
、
い
っ
そ
う
す
ば
ら
し
い
の
に
。

　

清
少
納
言
が
星
に
関
心
を
よ
せ
、
そ
の
美
を
う
け
と
め
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
星
は
「
す
ば
る
」（
昴
）

に
せ
よ
、「
彦
星
」
に
せ
よ
、「
み
や
う
星
」「
夕
づ
つ
」（
つ
ま
り
金
星
）

に
せ
よ
あ
る
い
は
「
よ
ば
ひ
星
」（
彗
星
・
流
れ
星
・
ほ
う
き
ぼ
し
）
に
し

て
も
、
奈
良
時
代
人
が
と
り
あ
げ
た
星
の
範
囲
を
越
え
て
い
ま
せ
ん
。

　
『
枕
草
子
』
に
し
て
そ
う
な
の
で
す
。
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
具
体
的

な
星
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
の
的
に
な
っ
て
い
な
い
、
な
い
し
は
き

わ
め
て
限
定
的
で
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
沖
縄

の
人
々
は
星
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

　

も
ち
ろ
ん
山
里
先
生
や
宮
城
先
生
が
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
事
例
は
民
間

を
ベ
ー
ス
に
今
も
語
ら
れ
て
い
る
伝
承
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
古
代
日
本

と
比
較
す
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
き
わ
だ
っ
た
違
い

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
い
い
の
か
。
そ
れ
は
時
代
的
な
変
遷
な
の

か
、
地
域
的
な
違
い
な
の
か
。
そ
う
し
た
人
々
の
意
識
の
違
い
は
「
天
空

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
を
と
ら
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
天
空
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
か
か
わ
る
問
題
は
尽
き
ま
せ
ん
。
私
は

思
い
つ
く
ま
ま
に
古
代
日
本
人
が
う
け
と
め
た
宇
宙
観
を
と
ら
え
、
太
陽

（
日
）
と
月
と
風
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
星
に
つ
い
て
沖
縄
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