
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

日
子
国
夫
玖
の

出
陣

黒
　
　
沢

幸
　
　
三

古
事
記
の
「
崇
神
記
」
に
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
歌
謡
を
合
ん
だ
物
語
が
あ
る
。

蜘
又
此
の
御
世
に
、
犬
毘
古
命
を
ぱ
高
志
道
に
遣
は
し
、
其
の
子
建
沼
河
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ま

　
命
を
ば
、
東
の
方
十
二
道
に
遣
は
し
て
、
共
の
麻
都
漏
波
奴
人
等
を
和
平

　
さ
し
め
た
ま
ひ
き
。
又
日
子
坐
王
を
ば
、
旦
波
国
に
遣
は
し
て
、
玖
賀
耳

　
之
御
笠
を
殺
さ
し
め
た
ま
ひ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

回
故
、
大
毘
古
命
、
高
志
国
に
罷
り
往
ぎ
し
時
、
腰
裳
服
た
る
少
女
、
山
代

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
た

　
の
幣
羅
坂
に
立
ち
て
歌
日
ひ
け
ら
く
、

　
　
御
真
木
入
日
子
は
や
御
真
木
入
日
子
は
や

　
　
　
　
を

　
　
己
が
命
を
盗
み
死
せ
む
と

　
し
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
』
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
＾
ユ
刀

　
　
後
つ
戸
よ
い
行
き
違
ひ

　
　
前
っ
戸
よ
い
行
ぎ
違
ひ

　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

　
窺
は
く
知
ら
に
と
御
真
木
入
日
子
は
や

是
に
大
毘
古
命
、
佐
し
と
思
ひ
て
馬
を
返
し
て
、
其
の
少
女
に
間
ひ
て
日

し
く
、
「
汝
が
謂
ひ
し
言
は
何
の
言
ぞ
。
」
と
い
ひ
ぎ
。
爾
に
少
女
答
へ
て

　
　
　
　
　
　
　
も
の
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

日
ひ
し
く
、
「
吾
は
言
は
ず
。
唯
歌
を
詠
み
っ
る
に
こ
そ
。
」
と
い
ひ
て
、

　
　
　
　
ゆ
く
へ

即
ち
其
の
所
如
も
見
え
ず
忽
ち
失
せ
に
き
。
故
、
大
昆
古
命
、
更
に
還
り

参
上
り
て
天
皇
に
請
す
時
、
天
皇
答
へ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
は
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

ふ
に
、
山
代
国
に
存
る
我
が
庶
兄
建
波
麺
安
王
、
邪
き
心
を
起
せ
し
表
に

こ
そ
あ
ら
め
。
伯
父
、
軍
を
興
し
て
行
で
ま
す
べ
し
。
」
と
の
り
た
ま
ひ

て
、
即
ち
丸
趨
臣
の
祖
、
日
子
国
夫
玖
命
を
副
へ
て
遣
は
し
し
時
、
即
ち

わ
に
さ
か
い
は
ひ
ぺ
す

丸
適
坂
に
忌
董
を
居
ゑ
て
罷
り
往
き
き
。
是
に
山
代
の
和
詞
羅
河
に
到
り

し
時
、
其
の
建
波
遜
安
王
、
軍
を
興
し
て
待
乞
麟
き
り
、
各
河
を
中
に
撚
み

　
　
む
か
　
　
　
　
あ
ひ
い
ど
　
　
　
　
　
そ
こ
　
な
づ

て
、
対
ひ
立
ち
て
相
挑
み
き
。
故
、
其
地
を
号
け
て
伊
秤
美
と
謂
ふ
・

今
は
伊
豆
美
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な
た

と
謂
ふ
な
り
　
爾
に
日
子
国
夫
玖
命
、
乞
ひ
て
云
ひ
し
く
、
「
共
施
の
人
、



　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

　
　
　
　
　
は
な

　
先
づ
忌
矢
弾
っ
べ
し
。
」
と
い
ひ
ぎ
。
爾
に
其
の
建
波
爾
安
王
、
射
つ
れ

　
　
　
　
え
　
あ

　
　
ど
も
得
中
て
ざ
り
き
。
是
に
国
夫
玖
命
の
弾
て
る
矢
は
、
即
ち
建
波
遡
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

　
　
王
を
射
て
死
に
き
。
故
、
其
の
軍
悉
に
破
れ
て
逃
げ
散
け
ぬ
。
爾
に
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
た
し
な

　
　
逃
ぐ
る
軍
を
追
ひ
迫
め
て
、
久
須
婆
の
度
に
到
り
し
時
、
皆
迫
め
碧
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ま

　
　
え
て
、
尿
出
で
て
揮
に
懸
り
き
。
故
＾
其
地
を
号
け
て
尿
揮
と
謂
ふ
。

　
　
齢
甘
瓢
期
。
又
其
の
逃
ぐ
る
軍
を
遮
り
て
斬
れ
ば
、
鵜
の
如
く
河
に
浮
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
ぴ
と

　
　
き
。
故
、
其
の
河
を
号
け
て
鵜
河
と
謂
ふ
な
り
。
亦
其
の
軍
士
を
斬
り
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
こ
と
む
　
　
を

　
　
布
理
き
。
故
、
其
地
を
号
け
て
波
布
理
曽
能
と
謂
ふ
。
如
此
平
け
詑
へ

　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
ご
と
ま
を

　
　
て
、
参
上
り
て
覆
　
奏
し
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
に
ま

　
○
故
、
大
昆
古
命
は
、
先
の
命
の
随
に
、
高
志
国
に
罷
り
行
き
き
。
爾
に
東

　
　
の
方
よ
り
遣
は
さ
え
し
建
沼
河
別
と
、
其
の
父
大
毘
古
と
共
に
、
相
淳
に

　
　
往
き
遇
ひ
き
。
故
、
其
地
を
相
津
と
謂
ふ
な
り
。
是
を
以
ち
て
各
遣
は
さ

　
　
　
　
　
ま
つ
り
ご
と
　
　
や
　
は

　
　
え
し
国
の
政
を
和
平
し
て
覆
奏
し
ぎ
。

　
凶
は
諸
道
へ
大
毘
古
等
を
派
遣
す
る
記
事
で
あ
り
、
倒
は
建
波
趣
安
の
謀

反
、
ｏ
は
呵
部
氏
の
始
祖
大
毘
古
・
建
沼
河
別
父
子
が
相
津
（
会
津
）
に
て
出

会
っ
た
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
回
は
大
毘
古
が
「
高
志
道
」
へ
行
く
途
上
の
出

来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
側
回
ｏ
は
一
応
順
を
追
っ
た
話
の
展
開
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
に
さ
か

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
回
に
は
問
題
が
あ
る
。
文
脈
か
ら
み
て
、
「
即
ち
丸
遡
坂

　
い
は
ひ
ぺ
　
　
す

に
忌
公
瓦
を
居
ゑ
て
罷
り
往
き
き
」
の
主
語
は
大
毘
古
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と

こ
ろ
が
「
丸
遜
坂
に
忌
公
瓦
を
居
ゑ
て
」
出
発
す
る
の
は
ワ
ニ
氏
の
日
子
国
夫
玖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

と
す
べ
き
で
、
阿
倍
氏
の
大
毘
古
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ
の
上
物
語
の
中
心

で
あ
る
戦
闘
の
場
面
に
大
毘
古
は
姿
を
現
わ
さ
な
い
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
な
矛

盾
で
、
回
本
来
の
物
語
に
は
大
毘
古
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

回
に
お
い
て
大
毘
古
に
ま
つ
わ
る
部
分
を
取
り
除
く
と
、
こ
の
物
語
は
本
来
ワ

ニ
氏
に
由
来
す
る
伝
承
と
な
ろ
う
。

　
す
る
と
見
逃
し
え
な
い
の
は
少
女
が
歌
を
歌
う
場
所
で
あ
る
。
書
紀
（
「
崇
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
に

紀
」
）
に
よ
る
と
そ
の
場
所
は
「
和
珂
坂
の
上
」
と
あ
り
、
一
異
伝
と
し
て
細

　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
さ
か

注
の
形
で
「
山
背
の
平
坂
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
和
耳
坂
」
と

す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
っ
ま
り
少
女
が
歌
っ
た
所
と
日
子
国
夫
玖
が
「
忌
餐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
居
ゑ
」
た
所
は
同
じ
で
、
そ
れ
は
す
で
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ワ
ニ
氏
に

と
っ
て
は
聖
な
る
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
丸
遍
坂
」
を
否
定
し
て
「
幣

羅
坂
」
（
へ
と
ヒ
は
通
音
で
あ
る
か
ら
「
幣
羅
坂
」
と
「
平
坂
」
は
同
じ
で
あ

ろ
う
）
と
し
、
さ
ら
に
大
毘
古
を
将
帥
と
し
て
登
場
さ
せ
た
意
図
は
明
ら
か

で
、
古
事
記
に
始
祖
の
功
業
を
残
し
た
い
と
い
う
阿
部
氏
の
作
為
に
よ
る
と
云

え
よ
う
。
そ
の
作
為
に
よ
る
付
加
の
部
分
を
取
り
除
く
と
、
ム
亡
の
伝
承
は
躍

如
と
姿
を
現
わ
す
は
ず
で
あ
る
。
か
く
て
、
丸
遜
坂
で
の
予
告
的
な
歌
、
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ

坂
で
の
日
子
国
夫
玖
の
軍
だ
ち
、
並
び
に
山
代
川
（
木
津
川
）
に
お
け
る
建
波

遜
安
の
壊
滅
は
一
連
の
物
語
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
「
崇
神
記
紀
」
の
物
語
は
一
朝
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
成
立
事
情
の
一
端
は
今
、
垣
間
み
た
と
お
り
だ
が
、
実
は
歌
謡
自



体
も
そ
の
成
立
の
段
階
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
「
崇
神
紀
」
の
歌
謡
は

　
ｍ
御
間
城
入
彦
は
や

　
　
　
　
を

　
　
己
が
命
を
死
せ
む
と

　
　
盗
ま
く
知
ら
に
姫
遊
び
す
も

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
づ
い
て
細
注
で
「
一
に
云
は
く
、
大
き
戸
よ
り
窺
ひ
て

殺
さ
む
と
す
ら
く
を
知
ら
に
姫
遊
ぴ
す
も
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
歌
詞
が
…

の
何
句
目
に
っ
づ
く
か
は
微
妙
な
問
題
だ
が
、
二
句
目
に
っ
ら
な
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
っ
ぎ
の
よ
う
な
歌
に
な
る
。

　
四
御
間
城
入
彦
は
や

　
　
　
　
を

　
　
己
が
命
を
死
せ
む
と

　
　
犬
き
戸
よ
り
窺
ひ
て

　
　
殺
さ
む
と
す
ら
く
を
知
ら
に
姫
遊
び
す
も

　
ｏ
Ｕ
と
似
並
び
に
固
に
合
ま
れ
て
い
る
歌
を
並
列
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
謡
の

合
み
持
っ
問
題
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
解
釈
か
ら
始
め
よ
う
。
「
己
が

を
命
を
死
せ
む
と
」
は
「
自
分
の
命
を
狙
い
、
殺
そ
う
と
し
て
」
、
「
盗
ま
く
知
ら

に
」
は
「
ひ
そ
か
に
盗
み
見
て
い
る
こ
と
も
知
ら
な
い
で
」
で
あ
る
。
「
姫
遊

び
」
は
『
釈
日
本
紀
』
が
「
私
日
記
、
言
不
レ
知
二
殺
逆
之
謀
一
為
二
児
女
之
遊
刊

今
案
。
此
々
奈
遊
也
」
と
し
、
橘
守
部
の
『
稜
威
言
別
』
が
「
此
時
武
勇
の
将

軍
等
を
四
方
の
国
々
へ
遣
は
し
て
、
宮
中
に
禦
ぎ
無
き
を
諭
し
給
ふ
な
り
」
と

す
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
際
参
考
に
な
る
の
は
「
仁
徳
記
」
の
「
天
皇

　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
津

　
　
こ
の
ご
ろ

は
、
比
日
八
田
若
部
女
と
婚
ひ
し
た
ま
ひ
て
、
昼
夜
戯
れ
遊
び
ま
す
を
云
々
」

の
語
句
で
あ
る
。
っ
ま
り
「
姫
遊
ぴ
」
と
は
美
女
等
を
集
め
て
、
女
遊
び
に
ふ

け
る
こ
と
で
、
ｍ
は
そ
の
よ
う
な
行
為
に
に
対
す
る
警
告
の
歌
と
と
れ
よ
う
。

　
四
に
は
「
オ
ホ
キ
ト
よ
り
窺
ひ
て
」
の
歌
詞
が
加
わ
っ
て
い
る
。
「
オ
ホ
キ

ト
」
を
契
沖
の
『
厚
顔
抄
』
は
「
大
域
門
」
、
相
磯
貞
三
氏
の
『
記
紀
歌
謡
全

註
解
』
は
「
大
域
戸
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
キ
（
誉
）
は
甲
類
で
「
城
」

（
乙
類
）
に
は
な
ら
ず
、
「
大
き
戸
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
歌
詞
の
付
加

　
　
　
　
　
　
を

に
よ
り
「
己
が
命
を
死
せ
む
と
」
の
様
相
が
一
段
と
具
体
的
に
な
っ
た
が
、

ｍ
、
例
の
間
に
さ
し
た
る
違
い
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
冒
頭
一
句
の
歌
い
出

し
や
、
直
裁
な
表
現
な
ど
、
…
と
閉
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
歌
と
み
な
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
、
回
の
歌
に
は
や
や
違
っ
た
性
格
が
み
ら
れ
る
。
冒
頭
に
「
御

真
木
入
日
子
は
や
」
が
二
度
繰
返
さ
れ
、
さ
ら
に
歌
の
と
じ
め
に
も
ま
た
繰
返

さ
れ
る
。
そ
れ
に
「
後
っ
戸
よ
」
、
「
前
っ
戸
よ
」
の
句
が
は
い
り
、
ｍ
が
五
句

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
倒
は
十
一
句
に
な
っ
て
い
る
。

　
土
橋
寛
氏
の
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
編
に
よ
れ
ば
、
歌
謡
と
し
て
歌

わ
れ
る
独
立
歌
謡
で
は
短
長
、
短
長
…
…
の
形
式
で
例
外
が
な
い
の
に
、
物
語

歌
で
あ
る
こ
の
…
の
歌
の
冒
頭
と
「
い
ざ
吾
君
」
（
記
３
８
番
）
が
第
一
行
一
句

で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
す
る
と
倒
に
お
い
て
第
一
行
が
二
句
に
な
っ
た

の
は
、
誤
写
説
も
あ
る
が
、
よ
む
歌
で
あ
る
物
語
歌
が
歌
う
歌
へ
と
い
う
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
げ
る
ワ
ご
氏
の
伝
承

に
改
変
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詞
形
の
増
大
も
そ
れ
に
伴
な
っ
て
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
「
後
つ
死
よ
　
い
行
き
違
い
　
前
つ
戸
よ
　
い
行
き
違
ひ
」
の
詞
句
に

も
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
諸
注
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
仁
徳
記
」
の
石
之
日

売
皇
后
の
歌
物
語
に
あ
る

　
　
故
、
是
の
口
子
臣
、
此
の
御
歌
を
白
す
時
、
犬
く
雨
ふ
り
き
。
爾
に
其
の

　
　
　
　
よ

　
　
雨
を
避
け
ず
、
前
っ
殿
戸
に
参
伏
せ
ば
、
違
ひ
て
後
っ
戸
に
出
で
た
ま

　
　
ひ
、
後
つ
殿
戸
に
参
伏
せ
ぱ
、
違
ひ
て
前
つ
戸
に
出
で
た
ま
ひ
き
。

の
章
句
と
類
似
し
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
予
知
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
場
面
で
活
躍
す
る
の
は
丸
適
臣
口
子
・
口
日
売
兄
妹
で
、
こ
の
歌
物
語
も

ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
み
ら
れ
る
（
こ
の
問
題
は
続
稿
で
触
れ
る
）
。
す
る
と
回
の

歌
の
制
作
者
は
ワ
ニ
氏
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
少
女
の
歌
う
場
所
か
ら

云
っ
て
も
、
本
文
と
の
関
係
か
ら
み
て
も
、
…
閉
回
の
歌
は
ワ
ニ
氏
の
手
に
な

る
と
推
定
さ
れ
る
。
武
田
祐
吉
氏
の
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
は
「
大
毘
古
の
命

は
、
阿
倍
氏
膳
氏
等
の
祖
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
氏
族
の
あ
い
だ
こ
の
に

物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
い
て
い
る
が
、
歌
も
物
語
も
や
は

り
ワ
ニ
氏
と
み
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
こ
の
歌
は
「
腰
裳
服
た
る
少
女
」
に
歌
わ
れ
る
が
「
腰
裳
」
と
は
『
古
事
記

伝
』
に
あ
る
よ
う
に
「
尋
常
の
よ
そ
ひ
に
非
る
」
も
の
で
、
お
そ
ら
く
現
今
の

短
い
ス
カ
ー
ト
の
ご
と
く
露
出
を
意
図
し
た
服
装
と
思
わ
れ
る
。
天
宇
受
売
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

っ
い
て
の
記
載
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
巫
女
の
服
装
に
は
特
別
の
も
の

が
あ
っ
た
が
、
歌
の
予
告
的
な
性
格
、
出
現
や
隠
れ
方
に
み
ら
れ
る
神
異
性
か

ら
考
え
て
も
、
こ
の
少
女
は
丸
遜
坂
に
は
ワ
ニ
氏
の
神
を
察
っ
て
い
た
巫
女
で

あ
ろ
う
。
い
わ
ば
三
首
は
そ
の
よ
う
な
巫
女
に
神
が
糧
依
し
て
謀
反
者
の
存
在

を
予
告
し
た
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
歌
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
歌
は

物
語
の
で
き
た
当
初
か
ら
物
語
に
随
伴
し
て
制
作
さ
れ
、
し
か
も
同
じ
ワ
ニ
氏

の
伝
承
の
影
響
を
受
け
て
、
よ
む
歌
か
ら
歌
う
歌
の
方
向
へ
改
変
さ
れ
て
行
っ

た
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
歌
物
語
が
儀
礼
の
場
で
、
ワ
ニ
氏
の
語
部
に
語
り
つ

が
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ワ
ニ
坂
と
は
そ
の
儀
礼
の
場
で
あ
り
、
こ
の
歌
物

語
は
遠
い
日
の
語
り
の
息
吹
を
残
し
て
い
る
古
い
伝
承
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
物
語
の
由
来
の
古
さ
は
「
姫
遊
ぴ
す
も
」
と
あ
る
歌
詞
に
も
指
摘
で
き

る
。
神
に
よ
る
警
告
と
い
う
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
大
化
改
新
以
降
で
は
天
皇

の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
は
歌
わ
な
い
。
こ
れ
は
仁
徳
天
皇
に
ま
つ
わ
る
歌
物
語

と
と
も
に
あ
る
素
朴
な
古
さ
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
石
之
日
売
皇
后
が
「
足

も
　
あ
　
が
　
か
　
に
　
ね
　
た

母
阿
賀
迦
遜
嫉
妬
」
ん
だ
と
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
歌
詞
も
天
皇
と
し
て
の
ヴ
ェ

ー
ル
を
は
ぎ
と
っ
た
裸
の
人
問
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
相
磯
氏
は
前
著
に
て
…

働
倒
を
比
較
し
て
「
書
紀
の
方
は
二
首
と
も
劣
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、

私
が
興
味
を
感
じ
る
の
は
む
し
ろ
書
紀
の
二
首
で
あ
る
。

　
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
旬
で
あ
る
が
「
欽
明
紀
」
二
年
三
月
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら
ぴ
さ
だ

　
　
帝
王
本
紀
、
多
に
古
き
字
ど
も
有
り
て
、
撰
集
む
る
人
、
屋
遷
り
易
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
づ

　
　
る
こ
と
を
経
た
り
。
後
人
習
ひ
読
む
と
ぎ
意
を
以
て
刊
り
改
む
云
々

と
あ
る
。
こ
れ
は
帝
紀
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
は
旧
辞
に
も
歌
謡

に
も
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ワ
ニ
坂
で
の
歌
三
首
は
そ
の
具
体
的
な
例

で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
は
物
語
の
内
部
を
検
討
し
よ
う
。
少
女
の
予
告
を
受
け
た
日
子
国
夫
玖

は
謀
反
者
調
伏
の
呪
術
を
行
な
い
、
泉
河
（
木
津
川
）
へ
と
進
出
す
る
。
つ
づ

く
敵
軍
と
の
対
戦
は
伊
豆
美
と
い
う
地
名
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
い
る
。
か
く

て
敵
将
と
の
一
発
勝
負
で
日
子
国
夫
玖
は
見
事
建
波
適
安
を
射
殺
す
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
戦
闘
場
面
は
問
髪
を
入
れ
ぬ
す
ぐ
れ
た
描
ヰ
と
な
っ
て
い
る
。
一
方

書
紀
は
戦
の
前
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
冗
長
な
問
答
が
入
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
く
さ

　
　
埴
安
彦
望
み
て
、
彦
国
葺
に
間
ひ
て
日
は
く
、
「
何
に
由
り
て
、
汝
は
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ

　
　
を
興
し
て
来
る
や
」
と
い
ふ
。
対
へ
て
日
は
く
、
「
汝
、
天
に
逆
ひ
て
無

　
　
き
な
　
　
　
　
み
か
ど

　
　
道
し
。
王
室
を
傾
け
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
。
故
、
義
兵
を
挙
げ
て
、
汝
が

　
　
逆
ふ
る
を
討
た
む
と
す
。
是
、
天
皇
の
命
な
り
」
と
い
ふ
。

古
事
記
の
方
に
は
理
屈
ぼ
い
問
答
も
、
味
方
を
「
義
兵
」
と
み
る
観
念
的
な
表

　
　
　
　
　
そ
な
た

現
も
な
い
。
「
其
廟
の
人
、
先
づ
忌
矢
弾
っ
べ
し
」
と
云
い
放
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
敵
将
を
一
武
将
と
し
て
認
め
た
上
で
の
言
葉
で
あ
り
、
書
紀
と
は
対
照

的
な
こ
の
場
面
の
性
格
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ｏ
じ
四
の
歌
と
並
ん
で
こ

の
部
分
の
伝
承
は
古
態
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
主
将
を
失
な
っ
た
建
波
適
安
側
は
足
な
み
を
乱
し
て
後
退
す
る
。
こ
こ
は
攻

　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
兵
の
伝
承

め
る
方
、
逃
げ
る
側
、
両
軍
入
れ
乱
れ
て
の
戚
声
や
、
も
の
も
の
し
い
集
団
の

動
き
が
描
写
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
わ
ず
か
に
「
故
、
其

の
軍
悉
に
破
れ
て
逃
げ
散
け
ぬ
。
爾
に
其
の
逃
ぐ
る
軍
を
追
ひ
迫
め
て
…
…
」

と
戦
闘
場
面
の
表
現
が
あ
る
程
度
で
、
あ
と
は
地
名
の
起
源
を
述
べ
る
話
型
で

戦
い
の
様
相
が
叙
述
さ
れ
る
。
つ
ま
り
叙
事
詩
的
表
現
が
期
待
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
方
法
を
異
に
す
る
起
源
説
話
で
も
っ
て
事
件
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
地
名
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
の
叙
述
に
は
朗
ら
か
な
連
想
と
機

知
が
漂
っ
て
い
て
、
本
物
語
を
明
る
く
面
白
く
し
て
い
る
。

　
伊
豆
美
（
泉
）
で
敵
と
あ
い
挑
み
、
久
須
婆
（
楠
葉
）
に
て
「
尿
出
で
て
揮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

に
懸
」
る
状
態
（
尿
揮
）
に
な
り
、
波
布
理
曽
能
（
祝
園
）
で
相
手
を
は
ふ
っ

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
な
ま
ぐ
さ

た
と
い
う
語
り
方
に
は
、
戦
に
伴
な
う
血
躍
い
匂
い
は
な
く
、
む
し
ろ
の
ん

ぴ
り
と
お
お
ら
か
で
あ
る
。
特
に
「
鵜
の
如
く
河
に
浮
き
き
。
故
、
其
の
河
を

号
け
て
鵜
河
を
謂
ふ
な
り
」
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
ギ
リ
シ
ヤ
の
叙
事
詩
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
崇
高
な
表
現
と
は
違
っ
て
、
可
憐
な
感
じ
さ
え
あ
る
。
戦
闘
の

描
写
を
狙
い
と
し
な
が
ら
も
こ
の
場
面
の
叙
述
態
度
は
物
語
的
方
法
に
近
い
の

で
あ
る
。

　
っ
ぎ
に
今
列
挙
し
た
地
名
が
い
ず
れ
も
ワ
ニ
氏
の
勢
力
圏
・
活
動
圏
内
の
も

の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
と
す
る
と
語
り
手
・
聞
き
手
に
と
っ
て
こ

れ
ら
は
周
知
の
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
別
言
す
れ
ば
日
子
国
夫
玖
出
陣

の
伝
承
が
創
作
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
地
名
が
物
語
の
叙
述
を
誘
発
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

で
あ
る
。
ワ
ニ
氏
所
属
の
語
部
た
ち
は
長
大
な
叙
事
詩
を
構
想
す
る
こ
と
は
で

　
　
　
た
ゆ
だ
〃

き
ず
、
高
高
地
名
の
意
味
や
ひ
び
き
に
触
発
さ
れ
て
機
知
的
な
描
写
を
生
み
だ

し
た
と
云
え
よ
う
。
例
え
ば
「
久
須
婆
」
か
ら
音
の
類
似
し
た
「
尿
揮
」
を
引

き
だ
し
、
そ
の
語
か
ら
逃
げ
苦
し
む
敵
が
「
尿
出
で
て
樟
に
懸
」
る
と
い
う
状

態
を
想
像
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
創
作
の
方
法
は
む
し
ろ
詩
的
で
あ
る
。
ワ

ニ
氏
の
伝
承
が
み
な
歌
謡
を
伴
な
っ
て
い
る
の
は
、
創
作
の
方
法
が
多
分
に
主

情
的
・
詩
的
で
、
歌
と
の
結
び
っ
き
を
許
容
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
「
崇
神
記
」
が
以
上
の
地
名
を
あ
げ
て
叙
述
を
進
め
て
い
る
の
に
対
し
、

「
崇
神
紀
」
の
方
に
は
さ
ら
に
那
羅
山
・
伽
和
羅
・
我
君
が
あ
る
。
っ
ま
り
回

の
戦
闘
の
場
面
と
て
旧
辞
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
多
少
の
取
捨
選
択
を
経
て
い

る
ら
し
い
。
し
か
し
回
の
出
陣
や
戦
闘
の
部
分
が
お
お
む
ね
旧
辞
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
地
名
が
伝
承
者
の
間
に
お
い
て
周
知
の
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
物
語
の
聞
き
手
は
始
め
に
お
い
て
は
ワ
ニ
一
族
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
と
倒
の
物
語
に
お
い
て
、
ワ
ニ
坂
を

舞
台
に
歌
が
歌
わ
れ
た
り
、
忌
公
瓦
が
据
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
と
は
一
致
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

．
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
地
名
説
話
の
部
分
が
律
動
性
に
富
ん
だ
表
現
体
で
あ
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
接
続
詞
の
反
覆
と
い
う
こ
と
か
ら
も
云
え
る

が
、
そ
の
中
心
は
地
名
説
話
の
繰
返
し
に
あ
る
と
云
え
よ
う
。
「
故
、
號
二
其
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

（
又
は
河
）
謂
二
〇
〇
一
」
と
い
う
形
式
が
四
度
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
聴
衆
は
か

か
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
語
り
に
は
酔
い
し
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
方

こ
そ
語
部
の
専
門
的
技
量
に
属
す
る
も
の
で
、
倒
の
物
語
の
背
後
に
は
か
っ
て

の
口
調
の
息
吹
き
が
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
似
や
ｏ
に
は
口
謂
性
に
由
来
す
る
律
動
的
な
表
現
や
文
体
が

あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
ｏ
に
は
地
名
起
源
説
話
が
合
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

「
故
、
其
地
謂
二
相
津
一
」
と
い
う
形
式
で
、
倒
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い

る
。
こ
の
相
津
（
会
津
）
方
面
の
経
略
と
は
朝
廷
の
東
国
開
発
の
歴
史
に
お
い

て
は
新
し
き
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
ｏ
は
新
し
い
段
階
に
阿
倍
氏
に
よ
っ
て
古

事
記
に
定
着
さ
れ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
ま
た
蜘
に
お
い
て
、
日
子
坐
王
は
「
開

化
記
」
記
載
の
系
譜
か
ら
判
断
し
て
も
多
分
に
ワ
ニ
氏
的
存
在
と
み
ら
れ
る

が
、
大
毘
古
父
子
の
派
遣
は
ｏ
と
結
び
っ
け
て
み
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

則
に
あ
る
「
麻
都
漏
波
奴
」
と
い
う
書
き
方
は
私
見
に
よ
れ
ば
古
事
記
の
中
で

は
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
多
く
は
マ
ツ
ロ
ハ
ヌ
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

「
不
ン
伏
」
と
表
記
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
大
毘
古
父
子
に
ま
つ
わ
る
記
述
は
新
し
い
時
期
の
も
の

と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
大
毘
古
に
関
す
る
部
分
を
取
り
除
い
た
回
の
箇

所
は
多
分
に
古
伝
承
に
由
来
す
る
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
は
ワ
ニ
氏
の
氏
族
伝

承
と
し
て
創
作
さ
れ
た
公
算
が
強
い
。
そ
し
て
私
は
こ
の
氏
族
伝
承
は
帝
紀
・

旧
辞
の
編
纂
に
際
し
て
、
旧
辞
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
者
で
あ



る
。
以
上
の
た
ど
た
ど
し
い
考
察
は
べ
っ
な
角
度
か
ら
論
証
で
き
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
。

二

「
孝
元
記
」
に
は
っ
ぎ
の
ご
と
き
阿
倍
氏
の
始
祖
系
譜
が
あ
る
。

こ
の
系
譜
に
多
少
の
照
応
を
み
せ
る
の
が
レ
り
固
ｏ
の
物
語
で
あ
る
。
一
方
、
書

紀
に
は
阿
倍
氏
に
か
か
わ
る
伝
承
は
か
な
り
多
い
。
特
に
「
斉
明
紀
」
に
七
か

所
出
て
く
る
対
蝦
夷
関
係
の
記
事
の
中
に
は
阿
倍
氏
の
家
記
に
由
来
す
る
も
の

も
多
い
で
あ
ろ
う
。
今
、
問
題
を
古
事
記
の
み
に
し
ぼ
れ
ば
記
中
の
阿
倍
氏
の

系
譜
と
物
語
は
何
時
、
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。　

そ
れ
は
朝
廷
に
お
け
る
阿
倍
氏
の
地
位
と
も
関
連
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
誰
も
が
想
起
す
る
の
は
阿
倍
倉
梯
麻
呂
と
阿
倍
御
主
人
の
存
在
で
あ
ろ

う
。
こ
の
な
か
で
私
は
後
者
に
着
目
し
た
い
。
後
者
の
御
主
人
は
阿
倍
氏
の
傍

　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

係
ら
し
く
、
始
め
布
勢
朝
臣
を
称
し
て
い
た
が
、
彼
の
強
味
は
壬
申
の
乱
の
功

臣
で
あ
る
こ
と
で
、
天
武
・
持
統
・
文
武
の
三
代
に
わ
た
っ
て
朝
廷
で
活
躍

し
、
最
後
に
は
右
大
臣
に
昇
っ
た
。
そ
の
彼
の
経
歴
で
注
目
さ
れ
る
の
は
持
統

天
皇
の
八
年
に
阿
倍
氏
の
氏
の
上
と
な
り
、
同
十
年
十
月
の
記
事
に
は
「
大
納

　
、
　
　
、

言
阿
倍
朝
臣
御
主
人
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
９
．

　
私
は
こ
の
持
統
八
年
の
慶
事
を
き
っ
か
け
に
阿
倍
氏
の
氏
族
伝
承
が
形
成
さ

れ
た
と
推
察
す
る
。
持
統
八
年
と
は
藤
原
宮
へ
遷
都
の
年
で
、
「
藤
原
宮
之
役

民
作
歌
」
や
「
藤
原
御
井
歌
」
が
公
表
さ
れ
、
政
治
上
に
も
、
文
学
や
美
術
の

文
野
に
も
創
造
の
気
分
が
横
溢
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
阿
倍
氏

は
「
孝
元
記
」
に
始
祖
系
譜
を
定
着
さ
せ
、
「
崇
神
記
」
に
物
語
を
記
載
さ
せ

た
。
と
こ
ろ
が
崇
神
天
皇
の
巻
に
は
呵
倍
氏
以
前
に
す
で
に
物
語
が
あ
っ
た
。

い
わ
ば
阿
倍
氏
は
そ
の
も
と
の
物
語
に
お
お
い
か
ぶ
さ
り
、
そ
の
主
人
公
を
す

り
か
え
る
と
い
う
形
で
、
古
事
記
の
中
に
自
家
の
伝
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
造
作
の
一
根
拠
と
し
て
は
っ
ぎ
の
「
崇
峻
紀
」
二
年
の
記
事

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
二
年
の
秋
七
月
の
壬
辰
の
朔
に
、
近
江
臣
満
を
東
山
道
の
使
に
遣
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
蝦
夷
の
国
の
境
を
観
し
む
。
宍
人
臣
臆
を
東
海
道
の
使
に
遣
し
て
、
東
の

　
　
　
　
　
　
そ

　
　
方
の
海
に
浜
へ
る
藷
国
の
境
を
観
し
む
。
阿
倍
臣
を
北
陸
道
の
使
に
遣
し

　
　
て
、
越
等
の
諸
国
の
境
を
観
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

　
　
　
　
　

坂
本
太
郎
氏
信
こ
の
記
事
を
ほ
ぼ
史
実
に
基
く
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と

蜘
と
の
関
連
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
斉
明
紀
」
に
は
阿
倍
氏
に
よ

る
北
陸
や
東
北
経
略
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
蹟
と
御
主
人
の
勢
力
が

相
侯
て
、
阿
倍
氏
は
古
事
記
の
中
に
進
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
少
女
の
歌
を

聞
い
た
大
毘
古
に
対
し
、
天
皇
は
「
伯
父
、
軍
を
興
し
て
行
で
ま
す
べ
し
」
と

云
う
が
、
開
化
天
皇
の
子
で
あ
る
崇
神
天
皇
か
ら
み
て
大
毘
古
は
ま
さ
に
「
伯

父
」
で
あ
り
、
「
孝
元
記
」
の
阿
倍
氏
系
譜
と
「
崇
神
記
」
の
物
語
は
無
関
係

で
は
な
い
。

　
新
し
い
伝
承
が
で
き
た
か
ら
と
て
も
と
の
系
譜
や
物
語
を
簡
単
に
切
り
捨
て

な
い
の
が
、
記
紀
に
み
ら
れ
る
一
っ
の
特
徴
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
文
字
な

き
時
代
か
ら
の
云
い
伝
え
に
対
す
る
畏
敬
、
古
き
記
録
の
尊
重
は
、
想
像
を
越

え
て
強
か
づ
た
こ
と
は
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ワ
ニ
氏
が
白
鳳
時
代

に
、
か
つ
て
の
系
譜
や
物
語
を
記
紀
の
中
で
守
り
抜
け
な
か
っ
た
の
も
事
実
で

あ
る
。
例
え
ば
「
仲
哀
記
」
の
建
振
態
伝
承
、
「
仁
徳
記
」
の
口
子
・
口
比
売
の

伝
承
が
、
書
紀
で
は
他
氏
に
蚕
食
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
記
紀
の

完
成
期
に
ワ
ニ
氏
が
往
時
の
勢
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
一
方
御
主
人
は
古
事
記
の
古
く
且
つ
弱
い
部
分
と
も
云
う
べ
き
ワ
ニ
氏

の
伝
承
に
目
を
つ
け
た
と
も
云
え
よ
う
。
だ
か
ら
裏
が
え
し
に
云
え
ぱ
阿
倍
氏

に
蚕
食
さ
れ
る
以
前
の
「
崇
神
記
」
は
ほ
ぼ
旧
辞
の
形
態
を
残
し
て
い
た
か
も

し
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
こ
こ
に
面
白
い
系
譜
が
あ
る
。
「
継
体
紀
」
元
年
三
月
の
条
に
よ
れ
ば
、
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
え
ひ
め

体
天
皇
は
ワ
ニ
臣
河
内
の
女
葵
媛
と
婚
し
て
一
男
二
女
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た

「
継
体
記
」
に
よ
れ
ば
阿
倍
之
波
延
比
売
と
婚
し
て
同
じ
く
一
男
二
女
を
生
ん

で
い
る
。
こ
れ
を
図
示
し
て
み
る
と
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

継

．
体

・
天
　
皇

ワ
ニ
臣
河
内
女
藁
媛

継

体

天
皇

稚
綾
姫
皇
女

厚
皇
子

阿
倍
之
波
延
比
売

若
屋
郎
女

都
夫
良
郎
女

阿
豆
王

１
継
体
紀
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
継
体
記
－

両
者
を
比
較
す
る
と
継
体
天
皇
の
皇
子
女
は
全
く
共
通
し
、
し
か
も
皇
妃
が

ハ
ェ
ヒ
メ
で
あ
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
異
な
る
の
は
ヒ
メ
が
ワ
ニ
氏
の



娘
で
あ
る
か
、
阿
倍
氏
の
出
自
で
あ
る
か
の
点
の
み
で
あ
る
。
今
や
詳
説
の
要

も
な
く
ワ
ニ
氏
の
ハ
エ
ヒ
メ
は
呵
倍
氏
に
す
り
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
継

体
紀
」
が
ハ
ェ
ヒ
メ
を
ワ
ニ
臣
と
し
て
い
る
の
は
、
「
崇
神
紀
」
に
て
少
女
の

歌
う
場
所
が
「
和
耳
坂
」
と
な
っ
て
い
る
の
と
照
応
し
て
い
る
。
阿
倍
氏
の
蚕

食
は
古
事
記
に
お
い
て
一
層
ど
き
っ
く
、
書
紀
に
お
い
て
は
手
ぬ
る
か
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
系
譜
上
の
問
題
か
ら
み
て
も
、
「
崇
神
記
」
の
回

が
本
来
ワ
ニ
氏
の
伝
で
、
そ
れ
が
持
統
朝
頃
呵
倍
氏
に
半
ば
の
り
と
ら
れ
た
経

過
は
判
明
し
た
と
思
う
。
し
か
ら
ぱ
日
子
国
夫
玖
出
陣
伝
承
は
何
時
い
か
な
る

事
情
の
も
と
に
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
ハ
ェ

ヒ
メ
の
存
在
で
あ
る
。
「
継
体
紀
」
に
一
度
だ
け
名
を
と
ど
め
て
い
る
こ
の
女

性
は
い
か
な
る
者
か
。
そ
れ
は
記
紀
の
系
譜
に
よ
く
み
ら
れ
る
化
石
化
し
た
一

名
辞
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
継
体
天
皇
の
皇
妃
記
事
は
信
糧
性
あ
り
と
さ
れ
て

い
る
。
今
ハ
エ
ヒ
メ
に
つ
い
て
の
記
載
上
の
批
判
が
完
了
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
女
性
の
実
在
性
は
色
濃
い
。
私
は
こ
の
ハ
エ
ヒ
メ
を
私
の
ワ
ニ
氏
研

究
の
導
火
線
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
思
う
に
ワ
ニ
氏
と
は
不
思
議
な
氏
族
で
あ
る
。
津
俊
男
氏
が
あ
の
手
堅
い
研

究
に
よ
り
そ
の
全
容
の
解
明
を
迫
っ
て
い
る
が
、
不
明
な
点
も
多
い
。
角
川
源

　
　
◎

義
氏
が
「
ま
ぼ
ろ
し
の
豪
族
」
と
命
名
し
て
い
る
の
も
う
な
ず
か
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
よ
う
な
「
ま
ぼ
ろ
し
の
豪
族
」
が
何
故
に
古
事
記
の
中

　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

に
多
く
の
伝
承
を
残
し
え
た
の
か
。

　
わ
れ
わ
れ
が
ハ
ェ
ヒ
メ
と
「
応
神
記
」
の
「
丸
適
之
比
布
礼
能
意
富
美
の

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

女
」
宮
主
ヤ
カ
ハ
ェ
ヒ
メ
と
の
名
辞
上
の
類
似
に
気
づ
く
と
、
こ
の
化
石
化
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ん
と
し
て
い
る
名
に
突
如
生
命
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
ハ
ェ
ヒ
メ
の
延
、
ヤ

　
　
、

カ
ハ
ェ
ヒ
メ
の
枝
が
と
も
に
乙
類
仮
名
で
あ
る
こ
と
は
心
強
い
。
私
は
ハ
ェ
ヒ

メ
こ
そ
紛
れ
も
な
い
実
在
者
で
、
し
か
も
ワ
ニ
氏
に
と
っ
て
は
記
念
碑
的
女
性

で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
根
拠
は
続
稿
の
課
題
で
あ
る
が
、
応
神
天
皇
と
ヤ
カ

ハ
ェ
ヒ
メ
の
聖
婚
を
称
え
る
歌
に
お
い
て
、
ヒ
メ
が
ワ
ニ
坂
の
土
で
層
画
を
す

る
箇
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
記
紀
は
ハ
ェ
ヒ
メ
に
っ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い

が
、
ヒ
メ
に
基
づ
い
て
造
作
さ
れ
て
い
る
ヤ
カ
ハ
ェ
ヒ
メ
を
通
し
て
彼
女
の
姿

を
再
現
で
き
ょ
う
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
継
体
天
皇
と
ハ
ェ
ヒ
メ
の
婚
姻
は
史
実
と
な
る
。
そ
れ

は
ま
た
ワ
ニ
氏
も
継
体
天
皇
の
擁
立
を
め
ぐ
る
内
乱
に
参
画
し
た
こ
と
を
一
小
し

て
い
よ
う
。
ワ
ニ
氏
に
よ
る
継
体
天
皇
の
擁
立
は
す
で
に
岸
俊
男
氏
の
触
れ
て

　
　
　
　
　
　
＠

い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
継
体
天
皇
は
近
江
三
尾
、
河
内
樟
葉
、
山
背

綴
喜
．
乙
訓
を
転
々
と
し
て
大
和
に
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
コ
ー
ス
は
ワ
ニ
氏

同
族
や
ワ
ニ
部
の
分
布
、
あ
る
い
は
伝
承
の
舞
台
と
一
致
す
る
点
が
多
い
と
あ

る
。　

こ
こ
に
お
い
て
岸
氏
の
見
解
と
私
見
と
は
一
致
し
て
い
る
。
ワ
ニ
氏
に
よ
る

継
体
天
皇
の
擁
立
は
動
か
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
回
の
物
語
に
継
体
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

皇
の
宮
（
継
体
紀
元
年
正
月
の
条
）
の
あ
っ
た
「
久
須
婆
」
の
で
て
く
る
理
由

が
説
明
で
き
よ
う
。
物
語
で
あ
れ
説
話
で
あ
れ
プ
リ
、
・
・
チ
ブ
な
も
の
ほ
ど
伝
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
と
こ
か
に
事
実
を
語
ろ
う
と
す
る
性
格
が
強
い
。
「
久
須
婆
の
度
」
と
は
河
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ら
の
わ
た
り

の
淀
川
に
位
置
し
、
「
宇
治
の
渡
」
（
応
神
記
）
や
「
考
羅
済
」
（
仁
徳
即
位
前

紀
）
と
一
連
の
渡
し
場
で
ワ
ニ
氏
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
も
継
体

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

天
皇
は
ワ
ニ
臣
河
内
の
女
と
婚
し
て
い
る
。
継
体
天
皇
と
ワ
ニ
氏
の
結
合
が
倒

の
物
語
を
生
む
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
長
期
に
わ
た
る
戦
乱
が
お
さ
ま
り
、
且
っ
内
政
が
整
っ
て
く
る
と
、
か
つ
て

の
遷
都
の
地
や
戦
の
場
所
は
懐
し
い
回
顧
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
回
顧
が
伝
説

や
物
語
を
生
む
わ
け
で
あ
る
。
継
体
天
皇
の
宮
と
は
樟
葉
・
筒
城
（
継
体
紀

五
年
十
月
の
条
）
・
弟
国
（
継
体
紀
十
二
年
三
月
の
条
）
．
磐
余
（
継
体
紀
二

十
年
九
月
の
条
）
で
あ
る
が
、
さ
き
の
三
っ
は
古
事
記
の
物
語
の
舞
台
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
事
実
は
古
事
記
の
考
察
に
光
を
投
じ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
帝

紀
・
旧
辞
の
編
纂
が
継
体
朝
を
起
点
に
据
え
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。　

問
題
を
回
に
も
ど
せ
ば
、
久
須
婆
は
継
体
の
王
朝
を
支
え
た
者
た
ち
の
胸
に

壊
し
く
焼
き
つ
い
て
い
た
地
で
、
そ
れ
故
に
当
地
に
因
ん
だ
戦
乱
伝
承
が
生
れ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ワ
ニ
氏
は
継
体
以
降
の
あ
る
期
間
に
朝
廷
内
で
特
別
な

位
置
に
あ
っ
て
、
帝
紀
・
旧
辞
の
編
纂
に
関
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
家
を

除
外
し
て
云
え
ば
記
中
に
ワ
ニ
氏
の
伝
承
は
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
理
由
は
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

上
の
見
解
以
外
で
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
て
私
は
回
の
古
伝
の
部
分
は

お
お
む
ね
旧
辞
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。
そ
し
て
そ
の
見
解
の

も
と
に
、
旧
辞
と
古
事
記
を
比
較
し
て
両
者
の
文
学
性
を
論
じ
た
い
。

　
結
論
的
な
こ
と
を
さ
き
に
云
え
ば
旧
辞
の
方
が
豊
か
な
文
学
性
に
富
ん
で
い

る
。
そ
こ
に
は
天
皇
神
聖
視
の
観
念
は
う
す
く
、
裸
の
人
間
が
い
き
い
き
と
し

て
登
場
し
て
く
る
。
第
一
天
皇
自
体
が
「
姫
遊
び
」
を
し
、
敵
将
た
り
と
も
卑

　
や
つ
こ

し
き
奴
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
赤
裸
々
な
人
間
ど
も
の
乱
舞
。
こ
れ
が
旧
辞

の
一
っ
の
特
長
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
で
は
天
皇
と
臣
下
、
族
長
と
氏
人
と
の

間
に
さ
し
た
る
隔
絶
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
古
事
記
は
旧
辞
を
含
み

な
が
ら
も
、
律
令
的
統
制
が
内
容
に
も
叙
述
形
態
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
人
間
的
天
皇
は
律
令
的
天
皇
に
変
容
せ
ん
と
し
、
牧
歌
的
登
場
者
は

忠
良
な
臣
下
に
書
き
か
え
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
旧
辞
と
は
文
学
史
の
第

一
頁
を
い
ろ
ど
る
バ
ラ
色
の
世
界
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
日
子
国
夫
玖
の
出
陣
伝
承
と
は
継
体
天
皇
擁
立
の
た
め
の
出
陣
が

核
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
の
は
六
世
紀
の
帝
紀
・
旧
辞

の
編
纂
の
頃
で
、
制
作
者
は
ワ
ニ
氏
の
語
部
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
伝
承
は
定

着
以
前
に
口
謂
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
き
わ
め
て
律
動
的
で
背
後
に
一
定
の
語

り
口
が
予
想
さ
れ
る
。
筋
は
出
陣
と
戦
闘
の
描
写
を
狙
い
と
し
な
が
ら
も
予
告

的
な
歌
が
あ
っ
た
り
、
起
源
説
話
が
含
ま
れ
て
い
た
り
し
て
、
制
作
の
方
法
は

神
話
や
物
語
に
近
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
継
体
天
皇
の
事
蹟
に
関
係
の
あ
る
古



伝
が
、
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
シ
メ
ス
天
皇
で
あ
る
崇
神
の
巻
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
に

は
一
定
の
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
継
体
の
王
統
を
新
王
朝
と
み
る

編
纂
意
識
と
係
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
の
ご
と
く
日
子
国
夫

玖
の
出
陣
伝
承
は
古
事
記
の
中
で
ユ
ニ
ー
ク
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ

る
。　

　
註

　
¢
　
拙
稿
「
ワ
ニ
氏
の
伝
承
－
氏
名
の
由
来
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
奈
良

　
　
大
学
紀
要
』
第
一
号
所
収
）
。

　
◎
　
　
『
古
事
記
伝
』
は
「
不
伏
」
を
マ
ツ
ロ
ハ
ヌ
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
マ

　
　
ツ
ロ
ハ
ヌ
（
又
は
マ
ツ
ロ
ハ
ズ
）
　
の
例
は
「
景
行
記
」
に
四
例
、
「
神
武

　
　
記
」
に
一
例
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
仮
名
書
ぎ
例
と
し
て
、
こ
の
「
崇
神

　
　
記
」
の
一
例
と
「
景
行
記
」
の
摩
都
楼
波
奴
一
例
が
あ
る
。
「
景
行
記
」
の

　
　
一
例
は
、
吉
備
臣
等
の
祖
、
御
鉗
友
耳
建
日
子
に
連
な
っ
て
い
る
が
、
こ

　
　
の
箇
所
の
吉
備
氏
の
伝
は
新
し
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿

　
　
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
文
学
』
昭
和
四
十
二
年
四
月

　
　
号
所
収
）
参
照
。

　
＠
　
坂
本
太
郎
氏
「
目
本
書
紀
と
蝦
夷
」
（
伺
低
著
『
日
本
古
代
史
の
基
礎

　
　
的
研
究
』
上
所
収
）
。

　
＠
　
岸
俊
男
氏
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代

　
　
政
治
史
研
究
』
所
収
）
。

　
　
　
　
　
　
古
事
記
に
お
け
る
ワ
ニ
氏
の
伝
承

　

角
川
源
義
氏
「
ま
ぼ
ろ
し
の
豪
族
和
週
氏
」

一
巻
所
収
）
。

註
　
に
同
じ
。

（
『
日
本
文
学
の
歴
史
』
第
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