
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」

考

而
旧

矛

田
　
　
秀
　
　
雄

は
じ
め
に

　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
は
、
夷
と
毘
沙
門
が
人
問
の
娘
の
知
耳
を
望
ん
で
争
う
特

異
な
構
想
を
も
つ
曲
で
あ
る
。

　
有
徳
人
が
娘
の
た
め
に
よ
い
知
耳
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
西
の
宮
の
夷
と
鞍
馬
の

毘
沙
門
天
に
祈
り
、
示
現
に
ま
か
せ
て
高
札
を
立
て
る
。
す
る
と
、
鞍
馬
の
毘

沙
門
と
西
の
宮
の
夷
が
自
身
知
耳
に
な
ろ
う
と
や
っ
て
来
て
、
自
ら
の
由
緒
を
語

り
、
ま
た
相
手
の
悪
口
を
述
べ
立
て
た
後
、
有
徳
人
の
求
め
に
応
じ
て
宝
を
与

え
、
と
も
に
所
の
福
神
と
し
て
お
さ
ま
る
、
と
い
う
の
が
近
世
以
降
の
諸
流
台

本
の
粗
筋
で
あ
る
。

　
こ
の
些
言
は
、
和
泉
流
で
は
、
神
物
と
し
て
脇
狂
言
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、

大
蔵
流
で
は
、
近
世
初
期
の
虎
明
本
に
お
い
て
「
知
耳
類
」
の
筆
頭
に
収
め
ら
れ

て
以
来
（
虎
寛
本
で
も
「
知
耳
女
之
類
」
に
収
め
ら
れ
る
）
、
知
耳
狂
言
に
分
類
さ

　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

　
　
　
¢

れ
て
い
る
。
粗
筋
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
こ
れ
は
福
神
狂
言
と
知
耳
狂
言
の
両
方

の
性
格
を
兼
ね
備
え
た
墾
言
な
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
こ
の
曲
に
つ
い
て
は
、
「
知
耳
入
狂
言
に
毘
沙
門
と
恵
比
須
を
登
場
さ

　
　
　
　
　
　
　
　

せ
た
着
想
が
面
白
い
」
と
い
う
評
価
や
、
福
神
狂
言
の
「
変
形
」
で
あ
り
、

「
福
神
が
影
向
し
宝
を
与
え
る
と
い
う
基
本
的
内
容
に
お
い
て
福
神
荏
言
と
一

致
し
、
や
は
り
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
設
定
が
知
耳
取
り
型
の
知
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狂
言
の
類
型
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
」
も
の
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
、
本
曲
を
福
神
廷
言
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

福
神
が
宝
を
与
え
る
と
い
う
福
神
狂
言
と
し
て
の
内
容
を
重
視
さ
れ
、
知
耳
取
り

の
筋
書
や
設
定
は
後
か
ら
付
け
た
し
、
あ
て
は
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
夷
・
毘
沙
門
双
方
が
宝
を
与
え
た
後
め
で
た
く
所
に
お
さ
ま
り
、
知
耳

争
い
の
件
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
結
末
か
ら
す
れ
ば
、
知
耳
取
り
の
筋
立
て
よ
り

も
、
裡
言
性
（
福
神
の
影
向
と
宝
の
授
与
）
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

で
、
こ
れ
を
福
神
廷
言
の
一
変
種
と
み
る
こ
と
に
大
筋
で
異
論
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
福
神
の
知
耳
取
り
と
い
う
奇
抜
な
発
想
を
め

ぐ
っ
て
は
、
今
少
し
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
「
夷
毘
沙
門
」
を
知
耳
取
り
物
の
廷
言
の
一
つ
と
し
て
考

え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
中
世
の
説
話
世
界
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
こ
の
曲
の

基
底
に
存
す
る
発
想
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
問
題
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
知
耳
取
り
物
と
は
「
知
耳
入
り
志
願
者
の
滑
稽
や
失
敗
を
描
い
た
も
の
」
で
、

「
夷
毘
沙
門
」
の
他
に
は
、
「
八
幡
前
」
「
寮
の
目
」
「
角
水
」
が
あ
り
、
番
外
曲

の
「
眉
目
吉
」
「
水
練
知
耳
」
も
含
め
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
も
、
発
端
は
、
有
徳

人
が
高
札
を
打
っ
て
知
耳
を
募
集
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
高
札
に
は
何

ら
か
の
知
耳
の
条
件
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
叶
う
べ
く
知
耳
侯
補
（
「
八
幡
前
」

「
眉
目
吉
」
以
外
は
複
数
）
が
登
場
す
る
展
開
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
知
耳
取
り
物
の
中
で
、
近
世
以
前
の
形
態
を
知
り
得
る
の
は
、

天
正
狂
一
言
本
（
以
下
、
天
正
本
）
に
記
載
の
あ
る
「
八
幡
前
」
と
、
こ
の
「
夷

毘
沙
門
」
の
二
曲
だ
け
で
あ
る
。
「
寮
の
目
」
「
角
水
」
は
近
世
以
前
の
上
演
記

録
は
な
く
、
伝
本
の
上
で
は
、
江
戸
初
期
と
推
定
さ
れ
る
祝
本
（
「
餐
の
目
」
）

及
び
大
蔵
虎
明
本
、
和
泉
流
・
天
理
本
を
も
っ
て
初
見
と
す
る
。
「
眉
目
吉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八

は
、
虎
明
本
に
「
作
狂
言
」
と
あ
る
通
り
、
当
時
の
新
作
と
考
え
ら
れ
（
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
巻
九
－
八
「
博
打
知
耳
入
の
事
」
に
よ
る
）
、
「
水
練
知
耳
」
は
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
期
の
鷺
流
・
宝
暦
名
女
川
本
以
前
に
は
伝
本
が
見
当
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
天
正
本
を
見
る
と
、
「
八
幡
前
」
（
「
八
幡
知
耳
」
と
題
す
る
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

そ
の
冒
頭
に
、
「
一
人
出
て
、
舅
入
せ
ん
と
て
色
々
膜
を
習
ふ
」
と
あ
る
通
り
、

知
耳
が
は
じ
め
て
舅
に
ま
み
え
る
「
知
耳
入
り
」
（
天
正
本
で
は
「
舅
入
」
の
語
を

用
い
る
）
の
場
で
起
こ
る
滑
稽
を
描
い
た
、
い
わ
ゆ
る
知
耳
入
物
の
体
裁
に
な
っ

て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
天
正
本
に
収
め
ら
れ
る
知
耳
取
り
物
の
狂
言
は
、
実
は

「
夷
毘
沙
門
」
（
「
高
札
知
耳
」
と
題
す
る
）
一
曲
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
曲
が
知
耳
取
り
物
の
狂
言
の
中
で
、
か
な
り
成
立
の
早
い
も
の
で

は
な
い
か
と
の
見
通
し
が
で
き
よ
う
。

　
以
下
、
「
夷
毘
沙
門
」
の
古
態
と
考
え
ら
れ
る
、
天
正
本
「
高
札
知
耳
」
の
内

容
を
、
近
世
諸
流
台
本
と
比
較
し
つ
つ
、
検
討
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
く
ら
ひ

　
…
一
人
出
て
、
よ
き
娘
を
も
つ
た
と
言
ふ
、
氏
位
高
き
人
を
知
耳
に
せ
ん
と

　
　
て
高
札
立
つ
る
、

　
仰
西
の
宮
の
夷
来
て
、
知
耳
に
な
ら
ん
と
言
ふ
、
床
几
へ
直
す
、

　
　
又
、
鞍
馬
の
毘
沙
門
来
て
、
知
耳
に
な
ら
ん
と
言
ふ
、
も
つ
と
も
と
て
床
几

　
　
に
直
す
、

　
側
へ
三
人
せ
れ
ふ
、

岬
い
か
に
や
く
、
聞
た
ま
へ
、
ま
こ
と
婁
に
な
り
た
く
は
、
宝
を
舅
に



　
　
た
ひ
た
ま
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
マ
一

引
笛
へ
い
て
く
さ
ら
は
と
ら
せ
ん
と
て
、
悪
魔
降
伏
を
ぶ
く
を
打
払
ふ
鉾

　
　
を
汝
に
と
ら
す
る
そ
、

　
　
へ
夷
も
毘
沙
に
劣
ら
ち
と
、
く
、
千
代
に
や
く
を
さ
え
石
の
命
長

　
　
竿
に
釣
針
添
へ
て
舅
に
こ
れ
を
と
ら
せ
け
る
、

　
　
へ
兜
を
脱
ひ
て
舅
に
と
ら
す
る
、

　
　
へ
烏
帽
子
を
脱
ひ
て
舅
に
と
ら
す
る
、

引
い
っ
れ
も
く
劣
ら
ぬ
宝
、
く
、
此
所
に
こ
そ
お
さ
ま
り
け
れ
、
舅
先

　
　
に
舞
入
、

　
天
正
本
で
は
、
舅
は
神
仏
に
祈
誓
し
た
こ
と
を
言
わ
な
い
ら
し
い
（
山
）
。

む
ろ
ん
、
天
正
本
の
記
述
態
度
か
ら
し
て
、
す
べ
て
の
セ
リ
フ
が
克
明
に
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
氏
位
高
き
人
を
知
耳
に
せ
ん
と
て
高
札

立
つ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
高
札
を
立
て
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
舅
の
自
発

的
行
為
で
、
近
世
諸
流
台
本
の
よ
う
に
、
神
仏
（
夷
と
毘
沙
門
）
の
示
現
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
岐
阜
の
能
郷
猿
楽
の
狂
言
に
「
恵

　
　
　
　
○

比
須
毘
沙
門
」
が
あ
る
。
こ
の
廷
言
で
は
、
舅
の
名
乗
り
に
、

　
　
こ
れ
は
こ
の
あ
た
り
に
か
く
れ
も
な
い
有
徳
人
で
ご
ざ
る
　
そ
う
ご
ざ
れ

　
　
ば
己
は
娘
の
子
を
一
人
持
ち
ま
し
て
ご
ざ
る
　
今
だ
に
婿
を
と
ら
ぬ
が

　
　
此
の
度
は
婿
を
と
ろ
う
と
存
じ
ま
す
　
己
の
婿
に
な
る
も
の
は
何
物
に
は

　
　
よ
る
ま
い
　
十
能
に
余
り
万
能
に
す
ぐ
れ
　
足
も
と
位
の
え
・
者
を
　
婿

　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

　
　
に
と
ろ
う
と
存
じ
ま
す
　
先
づ
ど
う
ご
ざ
ろ
う
と
こ
の
所
に
立
札
を
立
て

　
　
ま
し
よ
・
つ

と
あ
っ
て
、
夷
や
毘
沙
門
に
祈
誓
し
た
こ
と
を
言
わ
な
い
。
民
俗
芸
能
化
し
た

廷
言
で
あ
り
、
台
本
の
扱
い
も
慎
重
を
要
す
る
が
、
こ
の
能
郷
猿
楽
墾
言
「
恵

比
須
毘
沙
門
」
は
、
夷
が
先
に
登
場
す
る
こ
と
や
、
語
り
の
か
わ
り
に
海
・
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
幸
を
裂
亥
こ
と
、
末
尾
の
謡
が
「
い
ず
れ
も
く
お
と
ら
ぬ
宝
こ
れ

を
こ
の
所
に
お
さ
め
け
り
」
と
、
天
正
本
に
き
わ
め
て
近
い
詞
章
を
も
っ
こ
と

な
ど
、
注
目
す
べ
き
点
が
い
く
っ
か
あ
る
。
天
正
本
が
固
定
し
か
け
て
い
た
必

要
最
低
限
の
セ
リ
フ
を
記
し
た
と
す
れ
ば
、
能
郷
猿
楽
狂
言
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
神
仏
へ
の
祈
誓
と
高
札
を
打
て
と
の
示
現
は
、
本
来
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
福
神
出
現
の
伏
線
的
設
定
は
な
く
、
他
の
知
耳
取
り
物

一
「
寮
の
目
」
「
角
水
」
等
一
と
同
じ
よ
う
に
、
高
札
に
よ
っ
て
知
耳
の
条
件
が
示

さ
れ
、
そ
れ
に
応
募
す
る
か
た
ち
で
、
夷
や
毘
沙
門
が
登
場
し
た
の
で
は
な
い

か
。
近
世
諸
流
台
本
よ
り
も
、
よ
り
人
間
的
な
扱
い
を
さ
れ
た
夷
・
毘
沙
門
の

イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
に
は
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
舅
が
「
よ
き
娘
」
を
も
っ
こ
と
は
、
近
世
諸
流
台
本
に
も
ほ
ぼ
継
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

さ
れ
て
い
る
。
和
泉
流
・
天
理
本
は
、
「
美
し
き
姫
」
と
し
、
特
に
説
話
的
イ

メ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
和
泉
家
古
本
で
は
「
美
人
の
一
人
娘
」
と
い
う
表

現
に
な
り
、
古
典
文
庫
本
や
三
宅
派
の
廷
言
集
成
本
に
継
承
さ
れ
る
。
大
蔵
流

・
虎
明
本
で
は
、
舅
の
名
乗
り
に
「
美
人
」
の
こ
と
は
見
え
な
い
が
、
毘
沙
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
　
　
墾
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
夷
の
名
乗
り
の
中
に
、
「
承
れ
ば
、
美
人
に
て
あ
る
と
申
程
に
、
某
が
知
耳
に

な
ら
ふ
と
存
じ
て
、
ま
づ
高
札
を
打
て
と
示
現
を
お
ろ
ひ
て
ご
ざ
る
」
と
あ
り
、

こ
こ
で
は
娘
の
美
人
た
る
こ
と
が
知
耳
志
願
の
主
た
る
動
機
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
セ
リ
フ
は
虎
寛
本
に
も
継
承
さ
れ
、
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
伊
藤
源
之
丞
本

・
虎
光
本
に
も
見
え
る
。
鷺
流
で
は
、
延
宝
忠
政
本
以
下
の
仁
右
衛
門
派
諸
本

（
寛
政
有
江
本
・
賢
通
本
・
賢
茂
小
杉
本
等
）
で
は
、
舅
及
び
二
神
の
名
乗
り

に
も
、
美
人
で
あ
る
こ
と
は
言
わ
な
い
が
、
享
保
保
教
本
・
野
中
本
（
実
践
女

子
大
本
）
と
い
っ
た
伝
右
衛
門
派
の
台
本
に
は
、
大
蔵
流
と
同
じ
く
、
娘
が
美

人
な
の
で
知
耳
に
な
ろ
う
と
の
セ
リ
フ
が
あ
る
。

　
ま
た
、
舅
の
示
す
「
氏
位
高
き
人
」
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
も
、
天
理
本
に

　
　
し
ゆ
じ
や
う

「
足
本
素
姓
の
気
高
う
し
て
、
有
徳
に
あ
ら
ふ
ず
る
人
」
と
あ
る
他
、
虎
明
本

に
も
同
様
の
表
現
が
二
神
の
名
乗
り
に
見
え
、
延
宝
忠
政
本
以
下
の
鷺
流
諸
本

に
お
い
て
も
、
仁
右
衛
門
派
、
伝
右
衛
門
派
を
問
わ
ず
、
管
見
の
範
囲
の
諸
台

本
に
一
貫
し
て
見
え
て
い
る
。

　
天
正
本
で
は
夷
が
先
に
登
場
す
る
（
閉
）
。
諸
流
で
は
、
夷
を
シ
テ
、
毘
沙

門
を
ア
ド
と
し
て
お
り
、
ア
ド
で
あ
る
毘
沙
門
が
先
に
登
場
す
る
。
た
だ
し
、

後
で
舅
に
宝
を
与
え
る
時
に
は
、
毘
沙
門
↓
夷
の
順
に
な
っ
て
お
り
（
旧
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
先
に
登
場
し
た
者
が
〔
仕
事
〕
も
先
に
勤
め
る
」
と
い
う
方
式
は
、
こ
こ
に

は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
鷺
流
・
享
保
保
教
本
の
末
尾
の
注
記
に
「
ケ
様
ノ
類
ハ

上
手
ノ
立
合
二
両
シ
テ
ニ
モ
ス
ル
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
れ
ば
、
本
来
、
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

と
毘
沙
門
は
同
等
の
知
耳
侯
補
と
し
て
、
両
ジ
テ
的
な
扱
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
天
正
本
段
階
で
は
諸
流
の
よ
う
に
、
夷
を
シ
テ
、
毘
沙
門
を
ア

ド
と
す
る
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
シ
テ
・
ア
ド
の
名
称
も
天
正
本

段
階
で
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
）
と
見
て
お
き
た
い
。

　
知
耳
侯
補
た
る
夷
と
毘
沙
門
の
言
い
争
い
（
閉
）
。
天
正
本
で
は
「
三
人
せ
れ

ふ
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
諸
流
台
本
で
は
、
夷
・
毘
沙
門
が
お
互
い
を
「
び
し

ゃ
」
「
さ
ぶ
」
と
呼
び
合
い
、
毘
沙
門
が
夷
に
「
生
魚
を
売
り
に
来
た
か
」
と

言
え
ば
、
夷
は
毘
沙
門
に
対
し
「
山
楓
の
皮
（
鞍
馬
の
名
産
）
を
売
り
に
来
た

か
」
と
応
酬
す
る
↓
舅
の
と
り
な
し
で
夷
・
毘
沙
門
が
各
々
の
身
の
上
（
由

来
）
を
語
る
（
自
ら
の
身
の
上
を
語
る
前
半
部
と
、
相
手
の
悪
口
室
言
う
後
半

部
か
ら
な
る
）
↓
夷
の
椰
楡
に
怒
っ
た
毘
沙
門
が
鉾
を
か
ま
え
、
夷
も
釣
竿
を

か
ま
え
て
張
り
合
う
、
と
い
う
展
開
に
な
る
。
天
正
本
の
「
せ
れ
ふ
」
は
「
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
あ
ふ
」
意
味
を
残
し
、
葛
藤
の
動
作
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
も

何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
夷
と
毘
沙
門
が
言
い
合
う
場
面
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

後
の
謡
に
「
夷
も
毘
沙
に
劣
ら
ち
と
」
と
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
、
「
び
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

や
」
「
さ
ぶ
」
と
呼
び
合
っ
て
相
手
を
椰
楡
す
る
セ
リ
フ
、
そ
し
て
「
三
人
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、
舅
が
と
り
な
す
セ
リ
フ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
知
耳
争
い
の
決
着
が
つ
か
な
い
の
で
、
舅
は
あ
ら
た
な
条
件
を
示
す
（
岬
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
条
件
は
宝
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
問
が
神
に
対
し
て
宝
を
催
促
す
る

こ
と
は
、
天
正
本
の
他
の
福
神
狂
言
に
も
、



い
か
に
や
く
聞
き
た
ま
一
我
に
も
御
福
を
た
ひ
給
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
竹
生
嶋
詣
」
）

　
　
い
か
に
や
く
聞
き
給
一
、
我
ら
に
御
福
を
た
ま
わ
る
ま
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
大
黒
」
一

と
あ
り
、
こ
こ
は
そ
の
変
型
と
い
え
る
が
、
「
ま
こ
と
の
知
耳
に
な
り
た
く
は
」

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
く
ま
で
も
知
耳
取
り
の
構
想
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
の
謡

は
近
世
諸
流
台
本
に
も
ほ
ぽ
同
じ
詞
章
で
受
け
継
が
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
…

宝
が
所
に
納
ま
る
と
い
う
結
末
一
旧
）
。
近
世
諸
流
台
本
は
、
福
神
自
身
が

「
こ
の
所
」
に
お
さ
ま
る
。
天
正
本
の
他
の
福
神
狂
言
で
は
、

　
　
こ
れ
ま
て
な
れ
と
て
弁
才
天
は
、
く
、
本
の
社
に
帰
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
竹
生
嶋
詣
」
）

　
　
こ
れ
ま
て
な
れ
と
て
大
黒
は
、
く
、
本
の
社
へ
帰
り
け
れ
一
「
大
黒
一
一

　
　
懐
紙
の
う
ち
曇
し
て
神
隠
れ
失
せ
に
け
り
、
あ
と
神
隠
れ
失
せ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
連
歌
の
十
徳
」
）

の
よ
う
な
末
尾
に
な
っ
て
お
り
、
宝
が
「
こ
の
所
」
に
お
さ
ま
る
結
末
は
、
天

正
本
の
福
神
の
登
場
す
る
廷
言
で
は
「
高
札
知
耳
」
の
み
に
見
ら
れ
る
。
｝
－
旧

の
展
開
は
、
登
場
し
た
福
神
が
人
問
に
宝
を
授
け
る
と
い
う
福
神
廷
言
の
定
型

が
表
面
に
出
て
き
て
、
知
耳
取
り
の
構
想
が
消
失
す
る
（
夷
と
毘
沙
門
の
ど
ち
ら

が
知
耳
に
叶
っ
た
の
か
不
明
な
ま
ま
に
終
わ
る
）
過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、

こ
の
天
正
本
の
末
尾
は
諸
流
の
二
神
と
も
に
所
に
お
さ
ま
る
結
末
と
は
や
や
二

　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

ユ
ア
ン
ス
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
舅
の
要
求
に
応
じ
て
二
神
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

い
ず
れ
も
劣
ら
ぬ
宝
が
与
え
ら
れ
、
舅
自
身
が
思
い
が
け
な
い
幸
福
を
得
た
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
「
舅
先
に
舞
入
」
と
い
う

記
述
も
気
に
な
る
。
舅
が
先
に
舞
い
入
る
の
は
、
近
世
諸
流
台
本
に
は
（
管
見

の
限
り
で
は
）
見
当
ら
な
い
演
出
で
あ
る
。
天
正
本
「
連
歌
の
十
徳
」
な
ど
は
、

二
人
の
参
詣
人
は
「
天
神
の
後
に
っ
い
て
入
」
と
記
す
。
特
に
「
高
札
知
耳
」
に

お
い
て
、
宝
を
得
た
舅
が
二
神
よ
り
も
先
に
舞
い
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
記
す

の
は
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
演
出
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
は
し
ま
い
か
。

例
え
ば
、
舅
が
思
い
が
け
な
い
福
神
の
来
訪
を
好
機
と
し
て
宝
を
乞
い
、
存
分

に
そ
れ
を
得
た
結
果
、
知
耳
の
こ
と
な
ど
忘
れ
果
て
て
先
に
退
場
し
、
福
神
だ
け

が
舞
台
に
残
っ
て
終
わ
る
、
と
い
う
よ
う
な
展
開
で
あ
っ
た
か
と
の
想
像
も
で

　
　
　
○

き
よ
・
つ

二

　
以
上
の
よ
う
に
、
天
正
本
「
高
札
知
耳
」
に
は
、
近
世
諸
流
台
本
の
「
夷
毘
沙

門
」
と
の
間
に
少
な
か
ら
ぬ
相
違
点
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
古
態
の
演
出
を
も

い
さ
さ
か
推
定
し
て
み
た
。
「
よ
き
（
美
し
き
）
娘
」
を
も
っ
た
舅
が
「
氏
位

高
き
」
者
を
知
耳
に
望
み
、
夷
と
毘
沙
門
が
そ
れ
に
応
じ
て
押
し
か
け
る
。
互
い

に
言
い
争
う
が
結
着
が
っ
か
ず
、
舅
の
あ
ら
た
な
提
案
に
よ
っ
て
、
競
っ
て
宝

を
与
え
る
が
、
舅
は
そ
れ
に
満
足
し
て
知
耳
の
件
は
結
局
棚
上
げ
に
さ
れ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一



　
　
　
　
　
廷
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

う
、
と
い
う
よ
う
な
筋
立
て
が
想
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
知
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
祈
誓
す
る
対
象
で
も
な
く
、
由
緒
語
り
も
必
要
と
し
な
い
、
よ
り
人
間
的
な

夷
と
毘
沙
門
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
天
正
本
「
高
札
知
耳
」
に
は
、
近

世
以
降
の
「
夷
毘
沙
門
」
に
比
し
て
、
（
相
対
的
に
）
福
神
狂
言
と
し
て
の
色

彩
が
稀
薄
で
あ
っ
た
段
階
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
狂
言
の
主
眼
を
な
す
の
は
、
何
よ
り
も
福
神
の
知
耳
取
り
と
い
う

構
想
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
人
の
美
女
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
知
耳
侯
補
が
争
う

と
い
う
設
定
白
体
、
非
常
に
説
話
的
な
発
想
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

以
下
、
こ
の
蛋
言
の
眼
目
と
い
う
べ
き
知
耳
取
り
の
構
想
、
特
に
福
神
狂
言
と
知
耳

取
り
の
構
想
と
の
結
び
っ
き
に
っ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
美
女
を
得
よ
う
と
、
高
貴
な
知
耳
志
願
者
が
多
数
押
し
か
け
る
の
は
、
古
く

『
竹
取
物
語
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
中

世
－
特
に
室
町
期
の
、
次
の
よ
う
な
説
話
に
注
目
し
た
い
。

　
栄
心
撰
の
法
華
経
談
義
書
た
る
『
法
華
経
直
談
抄
』
の
巻
二
本
　
三
十
二

「
四
天
因
果
事
」
に
は
、
四
天
王
の
知
耳
取
り
説
話
と
い
う
べ
き
も
の
が
見
え
る
。

そ
の
冒
頭
部
分
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
過
去
遠
遠
ノ
昔
、
門
前
長
者
ト
云
フ
長
者
ア
リ
。
彼
長
者
二
一
人
ノ
娘
メ

　
　
ア
リ
。
其
ノ
名
ヲ
極
好
女
ト
云
也
。
雪
ノ
膚
ヘ
ナ
メ
ラ
カ
ニ
、
花
ノ
顔
鮮

　
　
二
、
端
厳
美
麗
ノ
女
人
也
。
而
二
、
四
天
王
共
二
此
ノ
由
ヲ
聞
テ
、
何
モ

　
　
皆
是
ヲ
所
望
シ
下
フ
也
。
娘
ハ
一
人
也
。
所
望
ノ
人
四
人
也
。
長
者
思
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
ニ

　
　
ニ
煩
也
。
其
後
、
長
者
申
様
ハ
、
四
天
ハ
共
二
何
モ
偏
頗
元
（
シ
）
。
去

　
　
ハ
能
ノ
勝
タ
ラ
ン
天
二
付
ク
可
（
シ
）
。
各
ノ
何
ナ
ル
不
思
議
ノ
能
ヲ
持

　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
給
ソ
ト
問
ヘ
ハ
…
…

い
う
ま
で
も
な
く
、
四
天
王
の
筆
頭
は
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
説
話
は
毘
沙
門
の
知
耳
取
り
説
話
と
し
て
も
読
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
右
の
説
話
に
お
い
て
、
門
前
長
者
の
家
に
美
人
の
一
人
娘
が
い
る
と
聞
き
、

知
耳
に
な
ら
ん
と
四
天
王
（
複
数
の
知
耳
侯
補
）
が
押
し
か
け
る
さ
ま
は
、
狂
言
の

発
端
と
近
似
す
る
。
そ
し
て
、
右
の
引
用
の
後
、
四
天
王
が
各
々
の
持
て
る
能

力
を
述
べ
、
「
何
モ
不
レ
劣
能
也
」
と
し
て
長
者
が
知
耳
を
決
定
で
き
ず
に
い
る

う
ち
に
、
娘
が
行
方
不
明
（
竜
神
に
さ
ら
わ
れ
る
）
に
な
り
、
捜
し
出
し
た
者

に
娘
を
与
え
よ
う
と
の
長
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
四
天
王
が
各
自
の
能
力
を
発

揮
し
て
、
っ
い
に
竜
宮
か
ら
娘
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の

展
開
も
、
知
耳
侯
補
の
能
力
比
べ
で
は
優
劣
が
つ
か
ず
、
あ
ら
た
な
条
件
を
出
す

点
に
お
い
て
、
廷
言
に
通
じ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
説
話
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
室
町
期
物
語
に
『
金
剛
女
の
草
子
』
（
慶
応
大

学
斯
道
文
庫
蔵
、
江
戸
初
期
写
本
）
が
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
四
天
王
の
前

生
た
る
四
天
竺
の
王
が
「
り
ん
た
大
王
」
の
娘
を
望
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
れ
が
本
来
の
か
た
ち
で
あ
ろ
う
。
四
天
王
が
門
前
長
者
の
娘
を
望
む
『
直
談

紗
』
の
か
た
ち
は
、
よ
り
狂
言
に
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
こ
の
説
話
は
四
天
王
（
及
び
吉
祥
天
女
）
の
本
地
謹
で
あ
る
。



右
以
外
に
も
『
弘
安
源
氏
論
義
』
『
花
鳥
余
情
』
の
よ
う
な
中
世
の
源
氏
注
や
、

『
大
日
経
疏
演
奥
抄
』
に
見
え
る
他
、
最
近
、
三
浦
俊
介
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ

　
＠

う
に
、
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
一
成
立
の
『
毘
沙
門
天
王
曼
茶
羅
私
記
』
に
も

見
え
て
お
り
、
そ
の
原
泉
は
未
詳
の
経
典
の
よ
う
で
あ
る
が
、
四
天
王
の
本
縁

　
　
　
　
＠

を
語
る
説
話
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
右
に
見
た
よ
う
に
知
耳
取

り
説
話
の
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
の
四
天
王
本
地
謂
　
　
特
に
『
直
談
抄
』
の
よ
う
な
か
た
ち
が
、
廷
言

「
夷
毘
沙
門
」
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
毘
沙
門
天
（
あ
る
い
は
そ
の
前
生
）
を
含
む
四
人
の
知
耳
候
補
が
美
女
を

得
ん
と
争
う
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
廷
言
以
前
（
古
く
十
一
世
紀
末
に
さ
か
の

ぼ
る
）
に
存
し
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
四
天
王
の
筆
頭
は
独
尊
と
し
て
も
信

仰
さ
れ
る
毘
沙
門
天
で
あ
り
、
室
町
期
に
鞍
馬
寺
の
毘
沙
門
天
の
信
仰
が
盛
ん

　
　
　
　
　
＠

で
あ
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
説
話
が
、
福
神
た
る
毘
沙
門
の

知
耳
取
り
と
い
う
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
毘
沙
門
が
四
天
王
の
一
員
た
る
こ
と
は
、
近
世
諸
流
台
本
に
あ
る
毘
沙
門
の

語
り
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
多
聞
と
い
つ
は
、
四
王
地
の
主
と
し
て
、
須
弥
の
衆
生
を
守
り
、
貧

　
　
な
る
者
に
福
を
与
へ
、
富
貴
栄
花
に
栄
へ
さ
す
る
は
、
偏
に
此
多
聞
が
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
寅
一

　
　
へ
な
り
、
さ
あ
る
に
よ
つ
て
、
年
の
始
め
の
初
虎
と
い
は
・
れ
威
光
を

　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

　
　
あ
ら
は
す
、
（
以
下
、
夷
の
悪
口
を
言
う
。
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
虎
明
本
。
天
理
本
も
ほ
ぼ
同
じ
一

、
　
　
、
　
　
、

鞍
馬
の
毘
沙
門
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
鞍
馬
寺
の
本
尊
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
寅
一

の
出
来
は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
一
「
初
虎
」
の
こ
と
が
わ
ず
か
に
鞍
馬
寺

と
結
び
つ
く
の
み
）
。
た
だ
四
王
地
（
四
天
王
の
住
む
地
－
須
弥
の
山
腹
）
の

主
、
す
な
わ
ち
四
天
王
の
筆
頭
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
夷
の

語
り
の
後
半
で
は
、

　
　
そ
の
上
毘
沙
に
は
主
が
有
ぞ
と
よ
、
（
略
一
、
増
長
広
目
、
多
聞
持
国
と
云

　
　
時
は
、
大
仏
は
汝
が
主
に
て
は
な
ひ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
虎
明
本
。
天
理
本
も
ほ
ぼ
同
じ
一

と
あ
り
、
四
天
王
の
一
員
た
る
こ
と
を
逆
に
夷
に
椰
楡
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
廷
言
「
夷
毘
沙
門
」
に
お
い
て
、
毘
沙
門
と
四
天
王
の
関
わ

り
を
強
調
す
る
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
暗
示
的
で
あ
る
。
ま
た
、
天
正
本
以
来
近
世

諸
流
台
本
に
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
た
「
氏
位
高
き
」
者
と
い
う
知
耳
の
条
件
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

毘
沙
門
の
前
生
が
天
竺
の
王
だ
っ
た
と
す
る
、
右
の
よ
う
な
本
地
謂
に
基
づ
く

理
解
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　
も
し
、
以
上
の
推
測
の
よ
う
に
、
四
天
王
の
本
地
謂
が
毘
沙
門
の
知
耳
取
り
と

い
う
発
想
の
母
胎
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
廷
言
独
自
の
構
想
は
、
毘
沙
門
の
競
争

相
手
と
し
て
夷
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
次
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
二



狂
言
「
夷
毘
沙
門
」

三

考

　
夷
と
毘
沙
門
が
取
り
合
わ
さ
れ
た
の
は
、
甲
冑
を
帯
し
た
い
か
め
し
い
神

　
　
　
　
　
　
　
（
唐
）

（
鷺
流
諸
本
に
は
「
か
ら
び
た
（
る
）
躰
」
と
あ
っ
て
、
異
国
風
も
強
調
さ
れ

て
い
る
）
と
、
俗
体
の
に
こ
や
か
な
神
と
い
う
、
剛
・
柔
の
対
比
的
効
果
を
ね

ら
っ
て
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
夷
と
毘
沙
門
と
の
間

に
は
深
い
結
び
っ
き
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
一
っ
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る

　
　
＠

よ
う
に
、
本
地
垂
迩
の
関
係
で
あ
る
。
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
（
十
巻
本
）
第
十
に

よ
れ
ば
、
広
田
社
の
末
社
で
あ
る
夷
の
本
地
は
毘
沙
門
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

理
解
に
立
て
ば
、
夷
と
毘
沙
門
は
一
体
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
狂
言
に
お
い
て

二
神
が
登
場
す
る
理
由
は
明
白
で
あ
る
か
に
見
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
中
世
の

説
話
世
界
に
測
鉛
を
降
ろ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
迂
遠
な
が
ら
、
毘
沙

門
の
競
争
相
手
と
し
て
夷
が
登
場
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
夷
と
毘
沙
門
の

あ
ら
た
な
結
び
っ
き
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
こ
　
　
　
ゆ

　
中
世
の
理
解
で
は
、
西
の
宮
の
夷
の
本
体
は
蛭
子
で
あ
る
。
狂
一
言
に
お
い
て

も
こ
の
理
解
は
基
本
的
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
近
世
諸
流
台
本
に
あ
る
夷
の

語
り
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
み
の
尊
、
あ
ま
の
い
は
く
ら
の
こ
け
の
む
し
ろ
に
て
、

　
　
男
女
の
か
た
ら
ひ
を
な
し
、
日
神
月
神
蛭
子
そ
さ
の
お
の
尊
を
ま
ふ
け
給

　
　
ふ
、
蛭
子
と
は
某
が
事
、
天
照
大
神
よ
り
、
三
番
目
の
弟
な
れ
ば
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

　
　
西
の
宮
の
夷
三
郎
殿
と
い
は
・
れ
、
氏
素
姓
、
誰
に
か
劣
り
給
ふ
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
。
天
理
本
も
ほ
ぼ
同
じ
）

こ
の
蛭
子
が
親
神
に
放
ち
捨
て
ら
れ
て
竜
宮
に
流
れ
着
き
、
竜
神
が
取
り
上
げ

　
　
　
　
　
　
ゆ

て
養
育
し
た
こ
と
は
、
書
陵
部
本
『
和
歌
知
顕
集
』
の
よ
う
な
伊
勢
注
、
『
古

今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
『
尊
円
序
注
』
『
古
今
集
註
』
（
為
相
註
）
『
古
今
和

歌
集
見
聞
』
の
よ
う
な
古
今
注
、
春
琉
本
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』
『
日
本
記
一

神
代
巻
取
意
文
』
『
神
祇
陰
陽
秘
書
抄
』
の
よ
う
な
中
世
日
本
紀
、
『
神
道
集
』

『
霞
源
紗
』
『
神
道
由
来
の
事
』
『
雀
さ
う
し
』
『
隠
れ
里
』
（
『
ゑ
び
す
大
こ
く
か

つ
せ
ん
』
）
『
琉
球
神
道
記
』
等
の
諸
書
に
見
え
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
『
古

今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
を
次
に
引
く
。

　
　
蛭
子
ト
申
ハ
、
二
神
ノ
三
男
也
。
（
略
）
今
、
是
ノ
蛭
子
生
レ
テ
骨
無
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ａ

　
　
テ
練
絹
ノ
如
シ
。
二
神
是
ヲ
海
二
打
入
玉
フ
。
龍
神
是
ヲ
取
奉
テ
天
神
ノ

　
　
御
子
ナ
レ
バ
ト
テ
養
子
ト
ス
。
（
略
）
其
後
、
蛭
子
兄
ノ
天
照
太
神
ノ
御

　
　
前
二
参
リ
タ
リ
。
大
神
ノ
「
親
二
捨
ラ
レ
玉
テ
下
位
ノ
龍
神
ガ
子
ト
ナ
レ

　
　
リ
。
サ
レ
バ
、
汝
ハ
下
主
ヲ
守
ル
神
ト
ナ
レ
」
ト
テ
、
今
、
津
ノ
国
西
ノ

　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｂ

　
　
宮
二
類
セ
ラ
レ
テ
夷
三
郎
殿
ト
云
ハ
ル
。
是
ハ
ニ
神
ノ
次
三
郎
ナ
ル
問
、

　
　
　
　
　
　
＠

　
　
三
郎
ト
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

傍
線
ａ
の
よ
う
に
、
竜
神
が
蛭
子
を
養
子
に
し
た
と
い
う
記
述
は
、
『
三
流
抄
』

の
他
、
『
髄
源
抄
』
巻
十
ノ
中
に
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
と
、
夷

（
１
１
蛭
子
）
も
知
耳
入
り
に
無
縁
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。



　
ま
た
、
こ
こ
に
は
傍
線
ｂ
の
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の
子
た

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
に
よ
り
、
夷
三
郎
と
す
る
説
が
す
で
に
見
え
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
夷
の
語
り
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
毘
沙
門
か
ら
「
さ
ぶ
」
（
こ
の
呼

び
方
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
天
正
本
段
階
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
と
呼
ば

れ
て
い
る
よ
う
に
、
狂
言
の
夷
は
「
夷
三
郎
殿
」
な
の
で
あ
る
。
毘
沙
門
と
と

も
に
、
夷
も
ま
た
「
氏
位
高
き
」
者
で
あ
っ
た
。
中
世
の
説
話
世
界
を
視
野
に

入
れ
て
み
れ
ば
、
夷
三
郎
の
名
の
背
後
に
は
貴
種
た
る
誇
り
が
隠
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
に
見
た
四
天
王
本
地
謂
を
想
起
し
た
い
。
四
天
王
本
地
謂
で
は
、

毘
沙
門
（
あ
る
い
は
そ
の
前
生
）
は
、
竜
宮
に
拉
致
さ
れ
た
姫
君
を
救
い
出
す
。

つ
ま
り
、
蛭
子
Ｈ
夷
と
毘
沙
門
は
、
中
世
の
説
話
的
理
解
の
中
で
は
、
竜
神

（
竜
宮
）
を
媒
介
と
し
て
、
互
い
に
対
蹄
的
な
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
。
蛭
子
１
１
夷
は
海
神
と
し
て
竜
神
と
親
密
な
関
係
を
も
ち
、
毘
沙
門
は
山

神
と
し
て
（
四
天
王
は
、
元
来
須
弥
山
の
山
腹
に
住
み
、
四
州
を
守
る
神
で
あ

る
）
竜
神
に
敵
対
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
毘
沙
門
と
夷
が
知
耳

を
争
う
狂
一
言
の
構
想
は
ま
こ
と
に
奥
深
い
背
景
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
四
天
王

本
地
謂
は
毘
沙
門
の
知
耳
取
り
と
い
う
発
想
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
毘
沙
門

と
夷
を
取
り
合
わ
せ
る
媒
介
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
世
の
説
話
世
界
と
の
関
連
か
ら
、
福
神
の
知
耳
取
り
と
い
う
構
想
に

つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
。
四
天
王
本
地
謂
、
中
で
も
『
法
華
経
直
談
抄
』

　
　
　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

の
よ
う
に
、
前
生
で
は
な
く
四
天
王
自
身
が
長
者
の
娘
を
望
ん
で
争
う
パ
タ
ー

ン
の
説
話
が
「
夷
毘
沙
門
」
の
成
立
に
影
響
し
た
と
す
れ
ば
、
福
神
の
知
耳
取
り

の
構
想
は
、
福
神
荏
言
に
既
存
の
知
耳
取
り
物
の
狂
言
（
「
賓
の
目
」
「
角
水
」

等
）
の
趣
向
が
取
り
込
ま
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
四
天
王
の
知
耳

取
り
↓
毘
沙
門
の
知
耳
取
り
と
い
う
発
想
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
知
耳
取
り
物
の
廷
言
で
、
唯
一
天
正
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し

か
も
「
高
札
知
耳
」
と
い
う
意
表
を
つ
い
た
曲
名
（
「
夷
毘
沙
門
」
と
称
す
る
方

が
は
る
か
に
素
朴
で
自
然
で
あ
る
は
ず
）
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
曲
は
、

複
数
の
知
耳
候
補
が
競
い
合
う
知
耳
取
り
説
話
の
パ
タ
ー
ン
を
（
毘
沙
門
の
知
耳
取
り

と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
介
し
て
）
は
じ
め
て
廷
言
に
応
用
し
た
、
知
耳
取
り
物
の

狂
言
の
嗜
矢
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
美
女
の
知
耳
に
な
ら
ん
と
押
し
か
け
る
夷
・
毘
沙
門
の
姿
の
背
後
に
は
、
中
世

の
説
話
世
界
が
拡
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
世
界
を
視
野
に
入
れ
る
時
、
婆
言

「
夷
毘
沙
門
」
に
お
け
る
知
耳
取
り
の
筋
立
て
は
、
必
ず
し
も
付
け
た
し
で
は
な

く
、
特
に
毘
沙
門
と
結
び
つ
い
た
必
然
の
構
想
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

〔
補
説
〕

　
廷
言
「
夷
毘
沙
門
」
に
お
け
る
夷
の
造
型
に
つ
い
て
、
少
し
付
言
し
て
お
く
。

　
夷
を
夷
三
郎
と
称
す
る
こ
と
は
、
先
に
引
い
た
『
古
今
集
序
聞
書
三
流
抄
』

を
は
じ
め
、
書
陵
部
本
『
和
歌
知
顕
集
』
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五



　
　
　
　
　
墾
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

鎌
倉
期
成
立
と
考
え
得
る
資
料
の
中
に
す
で
に
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、

書
陵
部
本
『
和
歌
知
顕
集
』
巻
三
、
十
五
段
「
ゑ
び
す
心
」
注
の
記
述
は
示
唆

に
富
む
。

　
　
ゑ
び
す
と
申
か
み
は
、
い
ざ
な
ぎ
・
い
ざ
な
み
の
御
こ
と
の
第
三
の
蛭
子

　
　
と
申
し
神
也
。
一
略
一
や
う
く
お
と
な
し
く
な
る
ま
・
に
、
人
た
ち
い

　
　
で
た
り
し
を
、
ゑ
び
す
三
郎
と
は
申
、
い
ま
の
に
し
の
宮
こ
れ
な
り
。
こ

　
　
の
か
み
は
ゆ
こ
く
、
い
ろ
く
し
き
神
に
て
、
み
る
も
の
、
き
く
も
の

　
　
に
心
う
っ
し
け
れ
ば
、
い
ろ
く
し
き
こ
・
ろ
を
ば
、
ゑ
び
す
心
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
也
。
い
ま
も
み
こ
な
ど
に
っ
き
た
る
に
も
、
ゑ
び
す
の
っ
き
た
る
と
い
ふ

　
　
は
、
い
ろ
く
し
く
て
、
よ
ろ
づ
の
も
の
を
、
こ
ひ
も
と
め
て
、
い
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
く
し
け
れ
ば
、
よ
に
心
と
り
よ
き
神
と
申
也
。

夷
と
は
、
見
る
物
・
聞
く
物
に
心
を
移
す
「
い
ろ
く
し
き
一
一
好
色
の
意
も

あ
る
）
神
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
美
女
の
知
耳
に
な
ら
ん
と
押
し
か
け
る
夷
の

造
型
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
毘
沙
門
の
語
り
の
後
半
部
、
夷
の
身
の
上
を
椰
楡
す
る
部
分
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り

　
　
神
と
い
は
・
れ
候
は
・
、
い
か
に
も
奇
麗
な
る
、
森
林
に
も
住
み
は
せ
で
、

　
　
あ
の
市
の
中
に
不
断
住
ん
で
、
わ
ら
ん
ず
は
き
も
の
に
踏
み
越
へ
ら
れ
、

　
　
た
ま
く
思
ひ
出
せ
ん
と
て
は
、
小
舟
に
と
り
乗
り
、
沖
の
方
へ
出
で
、

　
　
か
ん
じ
や
う
な
ま
す
受
け
食
ふ
て
、
絹
の
裁
ち
は
づ
れ
、
布
の
裁
ち
は
づ

　
　
れ
な
ど
を
着
て
、
衆
生
済
度
は
な
る
ま
ひ
ぞ
と
よ
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
、
夷
が
市
の
中
に
住
ん
で
「
わ
ら
ん
ず
は
き
も
の
」
に
踏
み
越
え
ら
れ
、
巷

塵
に
ま
み
れ
る
姿
が
描
か
れ
る
。
「
西
宮
大
明
神
ハ
商
人
下
郎
ノ
主
ト
ナ
リ
」

（
『
塵
滴
問
答
』
）
、
「
（
夷
は
）
西
の
宮
に
坐
し
、
諸
国
の
商
人
の
上
米
を
貰
う
て
、

月
日
を
送
り
給
ふ
な
り
」
（
『
隠
れ
里
』
）
の
よ
う
な
市
神
１
－
商
業
神
の
イ
メ
ー

ジ
が
こ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
関
連
し
て
『
庭
訓
往
来
抄
』
四
月
状

往
「
市
町
之
興
行
」
注
の
記
述
は
注
目
さ
れ
る
。

　
　
テ
　
　
ニ

　
山
就
レ
中
市
場
二
夷
ヲ
イ
ハ
フ
事
子
細
ア
リ
。
聖
徳
太
子
ト
西
ノ
宮
ノ
御
神

　
　
ト
御
約
束
也
。
（
略
）
市
ノ
中
二
跡
ヲ
垂
テ
横
難
ヲ
払
ヒ
、
商
人
ヲ
済
ヒ

　
　
給
ヘ
ト
宣
ヘ
バ
、
三
郎
殿
御
領
掌
有
テ
、
卑
キ
商
人
二
面
ヲ
曝
ノ
手
諺
ミ

　
　
ニ
成
給
テ
、
衆
生
ヲ
助
ケ
御
座
ス
。

　
似
恭
モ
夷
三
郎
殿
ト
申
奉
ハ
、
伊
弊
諾
ノ
御
子
也
。
惣
ノ
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
尊
ニ

　
　
ハ
一
女
三
男
ト
申
奉
テ
、
四
人
ノ
御
子
御
座
ス
。
日
神
月
神
素
蓋
烏
蛭
子

　
　
是
ナ
リ
。
天
照
太
神
ヨ
リ
三
番
二
当
ラ
セ
給
フ
御
弟
ナ
リ
。
御
名
ヲ
バ
三

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
郎
殿
ト
申
奉
ル
也
。
（
下
略
）

市
神
と
し
て
の
夷
の
姿
と
と
も
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
三
男
で
あ
る
こ

と
を
示
す
系
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
狂
一
言
の
語
り
と
の
関
連
を
思
わ
せ

ゆ
る
。
ち
な
み
に
、
右
の
引
用
の
似
の
部
分
は
、
以
下
に
、
阿
弥
陀
を
本
地
と
す

る
ゆ
え
に
「
西
ノ
宮
」
と
称
す
る
説
を
述
べ
る
が
（
引
用
は
省
略
）
、
そ
の
記

述
を
も
含
め
て
、
虎
明
本
「
夷
大
黒
」
（
「
夷
毘
沙
門
」
と
同
じ
夷
の
語
り
が
あ

る
。
た
だ
し
、
後
半
の
悪
口
の
部
分
は
な
し
）
の
末
尾
の
「
夷
三
郎
殿
ト
申
奉



ハ
注¢¢９¢¢　¢　＠＠

：
神
道
ノ
大
事
也
Ｌ
の
注
記
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。

　
虎
明
本
「
夷
毘
沙
門
」
の
冒
頭
の
注
記
に
「
御
前
に
て
は
、
何
も
わ
き
狂
言
は
、

っ
く
ば
ひ
て
名
乗
」
と
あ
り
、
実
際
の
上
演
の
際
に
は
脇
狂
言
と
し
て
初
番
に
置
か

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
鷺
流
で
は
、
享
保
保
教
本
で
「
仏
神
・
脇
」
の
冊
に

収
め
ら
れ
る
な
ど
、
特
に
鐸
廷
言
と
し
て
の
扱
い
は
受
け
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
金
井
清
光
氏
「
福
神
墾
言
の
形
成
」
一
『
能
と
狂
言
』
所
収
）
。

　
橋
本
朝
生
氏
「
福
神
狂
言
の
形
成
と
展
開
」
一
『
葵
能
史
研
究
』
４
６
、
昭
４
９
・
７
一
。

　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
所
収
「
解
説
」
一
北
川
忠
彦
氏
一
。

　
田
中
貢
氏
『
因
州
藩
の
能
楽
』
所
収
「
（
別
表
）
因
州
藩
の
演
能
曲
目
」
に
よ

れ
ば
、
正
徳
三
年
十
二
月
三
日
に
鳥
取
池
田
藩
に
お
い
て
「
水
練
知
耳
」
が
上
演
さ
れ

て
い
る
。

　
天
正
本
以
下
の
廷
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
宜
上
、
適
宜
表
記
を

改
め
、
句
読
点
を
付
す
な
ど
し
た
。

　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
　
第
四
巻
　
狂
言
』
所
収
。

　
北
川
忠
彦
氏
「
『
昆
布
柿
』
の
変
遷
」
（
『
塾
能
史
研
究
』
９
６
、
昭
６
２
・
１
一
。
た
だ

し
、
こ
の
方
式
は
特
に
百
姓
廷
言
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
田
口
和
夫
氏
「
廷
言
の
鬼
の
遡
源
」
一
『
狂
言
論
考
－
説
話
か
ら
の
形
成
と
展
開
』

所
収
）
。

　
「
千
秋
万
歳
の
宝
の
玉
は
、
合
浦
の
浦
に
ぞ
を
さ
ま
り
け
る
」
一
能
「
合
浦
」
一
と

同
じ
発
想
で
あ
ろ
う
。

臨
川
書
店
版
『
法
華
経
直
談
抄
』
Ｈ
一
寛
永
刊
本
）
に
よ
る
。
な
お
引
用
に
際
し

て
若
干
表
記
を
改
め
た
。

　
三
浦
俊
介
氏
「
民
間
説
話
と
お
伽
草
子
－
『
金
剛
女
の
草
子
』
を
め
ぐ
っ
て
－
」

＠＠＠＠＠ゆ＠＠
一
『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
６
・
１
一
。

　
『
塵
剤
妙
』
巻
九
「
刀
剣
甲
冑
井
弓
矢
等
之
事
」
に
、
鋸
鍛
那
王
の
四
人
の
太
子

を
各
々
四
天
王
に
対
応
さ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
も
四
天
王
本
地
講
の
断
片
で
あ

ろ
う
か
。

　
注
¢
論
文
参
照
。

　
『
毘
沙
門
の
本
地
』
で
も
、
毘
沙
門
の
前
牛
は
維
綬
国
の
主
、
金
色
太
子
で
あ
る
。

　
池
田
廣
司
氏
・
北
原
保
雄
氏
『
大
蔵
虎
明
本
廷
言
集
の
研
究
　
本
文
篇
』
山
「
ゑ

び
す
毘
沙
門
」
の
頭
注
一
一
参
照
。

　
中
世
の
蛭
児
説
話
を
広
く
検
討
さ
れ
た
論
考
に
、
大
埜
二
千
代
氏
「
中
世
に
お
け

る
蛭
児
説
話
の
伝
承
…
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
九
に
お
け
る
硫
黄
島
の
夷
三
郎
殿
を
め

ぐ
っ
て
－
」
一
『
林
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
９
、
昭
５
５
・
３
一
が
あ
る
。

　
注
ｏ
大
林
氏
論
文
に
も
、
竜
神
養
育
説
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
片
桐
洋
一
氏
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
口
に
よ
る
。

　
夷
が
巫
女
に
愚
く
こ
と
は
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
一
末
「
康
頼
油
黄
嶋
二
熊

野
ヲ
祝
奉
事
」
に
も
、
「
エ
ビ
ス
三
郎
殿
ト
申
ハ
、
巫
女
二
付
タ
ル
有
サ
マ
云
甲
斐

ナ
キ
者
ト
コ
ソ
ミ
ヘ
テ
候
へ
」
と
見
え
る
。

　
片
桐
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
』
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
コ

　
鷺
流
諸
本
は
、
こ
の
箇
所
が
「
わ
ら
ん
ず
い
け
ん
げ
」
一
延
宝
忠
政
本
・
寛
政
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ラ
ン
ツ

江
本
・
賢
通
本
・
賢
茂
小
杉
本
）
、
「
イ
ゲ
ン
ゲ
軽
」
一
享
保
保
教
本
）
、
「
い
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
げ
一

く
わ
ら
ん
ず
一
一
野
中
本
一
等
の
特
徴
的
な
表
現
に
な
一
て
い
る
。
「
い
け
ん
げ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
一

一
「
い
げ
く
一
一
は
、
「
い
け
げ
一
一
藺
で
作
一
た
女
性
用
の
草
履
一
の
一
一
と
で
あ
ろ

う
。　

古
典
資
料
１
２
『
庭
訓
抄
』
一
寛
永
八
年
刊
本
一
に
よ
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て
適

宜
句
読
点
を
施
し
た
。

　
自
ら
の
由
来
一
系
図
一
と
相
手
へ
の
悪
口
が
一
体
と
な
っ
た
本
曲
の
夷
・
毘
沙
門

の
語
り
の
形
態
は
、
『
隠
れ
里
』
一
『
ゑ
び
す
大
こ
く
か
つ
せ
ん
』
一
に
お
い
て
、
夷
・

狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

二
二
七



　
　
　
狂
言
「
夷
毘
沙
門
」
考

大
黒
が
や
り
と
り
す
る
文
（
や
は
り
自
ら
の
系
図
と
相
手
の
悪
口
か
ら
成
る
）
の
構

成
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
夷
の
系
図
に
関
し
て
は
、
「
隠
れ
里
』
で
は
「
伊
弊

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

諾
、
伊
弊
冊
の
尊
に
は
第
四
の
御
子
な
り
」
と
す
る
な
ど
、
墾
言
と
は
異
な
っ
て
い

る
。

一
三
八
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