
方
に
対
し
、
現
在
で

情
を
説
く
伝
承
と
み

大
物
主
神
の
祭
祀
の

問
題
、
さ
ら
に
は
天

物
主
神
祭
祀
伝
承
の

は
じ

周
知
の
如
く
、『
古

崇
神
天
皇
の
治
世
に

か
し
、
神
の
求
め
で

て
こ
れ
を
鎮
め
る
伝

田
田
根
子
を
始
祖
と

輪
氏
が
一
度
は
失
っ

崇
神

は
三
輪
氏
が
大
物
主
神
の
祭
祀
権
を
新

る
見
方
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

み
な
ら
ず
、
天
照
大
神
の
祭
祀
と
倭
大

神
地
祇
の
祭
祀
に
も
言
及
し
て
い
る
。

役
割
は
、
氏
族
の
意
図
に
し
た
が
っ
て

め
に事

記
』（
以
下
、
記
）『
日
本
書
紀
』

流
行
っ
た
疫
病
の
原
因
が
大
物
主
神
の

大
田
田
根
子
命
（
記
・
意
富
多
々
泥
古

承
が
あ
る
。
こ
の
伝
承
へ
の
関
心
の
中

す
る
三
輪
氏
と
大
物
主
神
祭
祀
と
の
関

た
大
物
主
神
の
祭
祀
権
を
回
復
す
る
伝

天
皇
の
大
物
主
神
祭
祀

｜
｜
祭
主
（
神
主
）
の
登
場
｜

た
に
掌
握
し
た
事

し
、
崇
神
紀
で
は

国
魂
神
の
祭
祀
の

記
紀
に
お
け
る
大

氏
族
の
神
祇
祭
祀

制
の
始
ま
り

読
み
と
深
く

本
稿
で
は

神
紀
は
大
和

い
て
い
る
か

（
以
下
、
紀
）
に
は

祟
り
で
あ
る
と
明

）
を
祭
主
に
任
じ

心
は
、
従
来
、
大

わ
り
に
あ
る
。
三

承
で
あ
る
と
の
見

制
度
の
革
新

や
倭
大
国
魂

っ
て
い
る
。

も
に
、
天
神

る
。
た
だ
、

を
姫
彦
制
で

ら
に
よ
る
祭

｜

の
事
情
を
説

と
見
做
す
か
、
意
見
の
相
違
も
み
ら
れ

関
わ
っ
て
い
る
。

三
輪
氏
と
大
物
主
神
と
の
関
係
の
追
究

の
主
な
神
々
を
中
心
に
し
た
神
祇
祭
祀

、
文
脈
を
た
ど
り
つ
つ
考
え
て
み
た
い

を
語
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
崇

神
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
新
た
な
祭
祀

こ
の
祭
祀
記
事
の
テ
ー
マ
は
神
威
あ
る

地
祇
の
祭
祀
体
制
を
整
え
た
こ
と
を
説

こ
の
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ

あ
っ
た
と
見
、
そ
の
終
焉
を
説
い
て
い

政
一
致
体
制
か
ら
巫
女
的
皇
女
や
男
性

寺

川

明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
崇
神
天
皇
の

一
る
。
こ
の
理
解
は
本
文
の

を
手
懸
か
り
と
し
て
、
崇

制
度
の
変
化
を
如
何
に
説

。 神
紀
は
天
皇
が
大
物
主
神

体
制
を
作
っ
た
こ
と
を
語

神
々
を
祭
り
鎮
め
る
と
と

く
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ

以
前
の
天
皇
の
祭
祀
体
制

る
と
み
な
す
か
、
天
皇
自

神
官
に
祭
祀
を
任
せ
る
体

知
夫

治
績
と
し
て
の
神
祇
祭
祀



な
ど
の
祭
祀
要
求
の

満
表
明
の
シ
グ
ナ
ル

る
か
は
不
明
で
あ
っ

あ
っ
た
の
で
、
天
皇

確
か
め
よ
う
と
し
た

天
皇
は
自
ら
、
神
と

向
を
聞
こ
う
と
、
最

を
以
て
治
め
む
こ

神
祇
に
請
罪
る
。

こ
の
天
皇
の
御

と
説
く
。
周
知
の
ご

の
理
解
が
示
さ
れ
る

つ
は
神
や
御
霊
の
祭

崇
神
天
皇

（
一
）

紀
・
記
は
大
田
田

五
年
に
、
国
内

ぎ
な
む
と
す
。

六
年
に
、
百
姓

シ
グ
ナ
ル
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ

で
あ
っ
た
が
、
初
め
如
何
な
る
神
の
如

た
。
崇
神
紀
で
は
疫
病
の
他
に
、
人
々

は
神
の
祟
と
推
測
し
、
如
何
な
る
神
の

と
す
る
。
紀
記
の
語
る
対
策
と
手
順
と

人
間
の
交
信
の
回
路
の
一
つ
で
あ
る
夢

初
か
ら
神
牀
に
就
い
た
と
す
る
。
す
る

と
難
し
。
こ
こ
を
以
て
、
晨
に
興
き
夕

世
に
、

病
多
に
起
り
て
、
人
民
死
に

と
く
疫
病
の
流
行
は
古
代
に
お
い
て
は

。
一
つ
は
域
外
か
ら
疫
神
が
侵
入
し
て

祀
へ
の
不
満
表
明
、
も
し
く
は
祭
ら
れ

の
大
物
主
神
祭
祀

天
皇
に
よ
る
祭
政
一
致
体
制

根
子
が
大
物
主
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ

に
疾
疫
多
く
し
て
、
民
、
死
亡
れ
る
者

流
離
へ
ぬ
。
あ
る
い
は
背
叛
く
も
の
有

は
大
物
主
神
の
不

何
な
る
要
求
で
あ

の
流
離
や
背
叛
も

如
何
な
る
要
求
か

は
異
な
る
。
記
は
、

に
よ
っ
て
神
の
意

と
期
待
ど
お
り
天

十
万
の
神
を

神
亀
」
を
行

方
法
で
あ
る

天
皇
の
神
事

憑
り
、「
天
皇

祭
ら
ば
、
か

「
か
く
教
ふ
は

ま
で
に

り
て
、

（
崇
神
紀
）

て
尽
き
む
と
し
き
。

（
崇
神
記
）

少
な
く
と
も
二
つ

流
行
ら
せ
る
、
一

て
い
な
い
神
や
霊

す
る
。
す
な

昔
、
我

よ
い
よ
高

り
て
、
し

て
、
咎
を

め
ざ
ら
む

と
寡
徳
を
嘆

た
事
件
の
発
端
を
、

有
り
て
、
且
大
半

り
。
そ
の
勢
、
徳

皇
の
そ
の
夜

の
気
と
し
て

こ
こ
で
は

が
わ
か
る
。

を
介
し
て
神

は
異
な
ら
な

つ
ど
え
て
、
神
の
意
向
を
聞
く
回
路
の

っ
た
と
す
る
。
す
る
と
、
神
は
人
間
に

託
宣
に
よ
っ
て
意
向
を
伝
え
る
。
と
こ

に
は
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
関
わ
っ
て

、
何
ぞ
国
の
治
ら
ざ
る
こ
と
を
憂
ふ

な
ら
ず
ま
さ
に
自
平
ぎ
な
む
」
と
告

誰
の
神
ぞ
」
と
問
う
と
、
神
は
名
告

わ
ち
、
天
皇
は
七
年
の
春
二
月
に
、

が
皇
祖
、
大
き
に
鴻
基
を
啓
き
た
ま
ひ

く
、
王
風
う
た
た
盛
な
り
。
意
は
ざ
り

ば
し
ば
災
害
有
ら
む
こ
と
を
。
恐
る
ら

神
祇
に
取
ら
む
や
。
な
ん
ぞ
命
神
亀
へ

。

（

く
儒
教
的
発
言
を
し
た
あ
と
、
天
皇
自

の
夢
に
大
物
主
神
が
顕
れ
、
意
富
多
多

の
災
は
お
こ
ら
な
い
と
告
げ
た
と
い
う

、
天
皇
自
ら
が
神
を
祭
る
者
と
し
て
の

天
皇
は
神
と
直
接
対
応
し
て
お
り
、
制

の
意
向
を
聞
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
も
う
少
し

一
つ
で
あ
る
「
卜
問
・
命

意
向
を
伝
え
る
一
般
的
な

ろ
が
こ
の
神
浅
茅
原
で
の

い
る
。
神
は
こ
の
皇
女
に

る
。
も
し
能
く
我
を
敬
ひ

げ
た
と
い
う
。
天
皇
が
、

っ
て
「
我
は
こ
れ
倭
国
の

き
。
そ
の
後
に
、
聖
業
い

き
、
今
、
朕
が
世
に
あ
た

く
は
、
朝
に
善
政
無
く
し

て
、
災
を
致
す
所
由
を
極

崇
神
紀
七
年
二
月
辛
卯
条
）

ら
神
浅
茅
原
に
幸
し
、
八

二
泥
古
に
祭
ら
せ
れ
ば
、
神

。行
動
を
取
っ
て
い
る
こ
と

度
化
さ
れ
た
神
官
や
巫
女

。
こ
の
点
、
紀
も
大
き
く

手
続
き
を
踏
ん
だ
と
記
述



崇
神
天
皇

年
齢
的
に
は
最
低
で

た
り
で
あ
る
が
、
崇

考
慮
す
る
と
問
題
は

慮
に
入
れ
て
も
、
大

と
も
あ
れ
、
倭
迹

命
」
と
語
る
こ
と
も

っ
て
は
大
叔
母
よ
り

い
う
と
崇
神
天
皇
の

皇
の
時
代
（
六
十
年

百
十
七
歳
以
上
の
老

き
は
百
二
十
歳
を
越

で
あ
ろ
う
か
。
孝
元

百
襲
姫
命
の
存
在
は

の
役
割
を
認
め
る
説

そ
こ
で
、
こ
こ
で

て
お
く
と
、
比
定
対

襲
姫
命
」、
孝
元
紀
七

女
の
名
は
と
も
に
「

皇
女
と
な
る
が
、
箸

域
の
内
に
所
居
る
神

の
大
物
主
神
祭
祀

も
六
〇
歳
以
上
に
な
り
、
孝
霊
天
皇
皇

神
朝
に
兄
大
彦
命
が
四
道
将
軍
と
し
て

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
武
尊
に
対

叔
母
を
姫
彦
制
の
姫
と
い
い
う
る
か
疑

迹
日
百
襲
姫
命
の
担
う
役
は
神
懸
り
す

あ
り
、
宣
長
は
同
一
人
と
み
た
。
前
者

一
代
前
の
世
代
と
な
る
。
紀
の
時
間
設

時
代
ま
で
は
孝
元
天
皇
の
時
代
（
五

）
を
経
て
お
り
、
神
淺
茅
原
で
神
が
憑

女
、
崇
神
天
皇
十
年
以
後
に
大
物
主
神

え
て
い
た
こ
と
な
る
。
神
の
妻
と
な
る

天
皇
皇
女
の
倭
迹
迹
姫
命
も
、
天
皇
の

如
何
に
理
解
す
べ
き
か
と
問
え
ば
、
こ

も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

は
回
り
道
に
な
る
が
、
い
さ
さ
か
こ
の

象
に
二
人
、
す
な
わ
ち
孝
霊
紀
二
年
条

年
条
の
「
倭
迹
迹
姫
命
」
が
あ
げ
ら

倭
迹
迹
」
を
含
む
。
フ
ル
ネ
ー
ム
と
な

墓
伝
承
で
は
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

、
名
を
大
物
主
神
と
い
ふ
」
と
答
え
た

女
と
似
た
り
寄
っ

出
陣
す
る
設
定
を

す
る
倭
姫
命
を
考

問
な
し
と
し
な
い
。

る
巫
女
と
も
尸
童

に
平
ぎ
な

と
告
げ
る
。

は
神
自
ら
の

せ
る
。
紀
記

は
崇
神
天
皇
に
と

定
に
し
た
が
っ
て

十
七
年
）、
開
化
天

っ
た
と
き
す
で
に

の
妻
と
な
っ
た
と

人
物
と
し
て
適
切

大
叔
母
に
あ
た
り
、

の
甚
し
き

と
、
夢
で
意

の
天
皇
の
夢

大
物
主
神
と

天
皇
、

し
吾
が
児

こ
に
姫
彦
制
の
姫

女
性
に
つ
い
て
見

の
「
倭
迹
迹
日
百

れ
る
。
二
人
の
皇

る
と
孝
霊
天
皇
の

」
を
「
倭
迹
迹
姫

は
皇
女
が
し

天
皇
は
神

な
い
。
神
の

る
。
と
も
あ

崇
神
紀
で
は

ら
沐
浴
斎
戒

朕
、
神
を

の
で
あ
る
。
こ
の

と
も
い
え
る

む
。
ま
た
海
外
の
国
有
り
て
、
自
づ
か（

こ
う
し
て
天
皇
は
大
物
主
神
に
夢
で

子
、
大
田
田
根
子
に
祭
り
を
司
ら
せ
る

と
も
に
崇
神
天
皇
の
時
代
に
お
い
て
は

。
冀
は
く
は
ま
た
夢
の
裏
に
教
へ
て
、（

向
を
明
確
に
告
げ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た

の
な
か
に
、
一
人
の
貴
人
が
現
れ
、
殿

名
乗
り
、

ま
た
な
愁
へ
ま
し
そ
。
国
の
治
ら
ざ
る

、
大
田
田
根
子
を
以
て
、
吾
を
令
祭
り

て
も
、
神
祭
の
主
体
は
天
皇
に
あ
る
。

淺
茅
原
で
の
大
物
主
神
の
託
宣
に
基
づ

い
う
「
能
く
」
の
意
味
が
十
分
汲
み
き

れ
、
崇
神
天
皇
は
自
ら
神
を
祭
る
者
と

、
さ
ら
に
天
皇
は
祭
祀
に
効
果
が
な
い

し
て
殿
の
内
を
潔
め
て
祈
り
、

礼
ふ
こ
と
な
ほ
い
ま
だ
尽
な
ら
ず
や
。

。
神
の
意
向
は
天
皇
が
自
ら
聴
く
の
で

三
ら
に
帰
伏
ひ
な
む
。

崇
神
紀
七
年
二
月
辛
卯
条
）

「
能
く
我
を
敬
ひ
祭
」
る
と

こ
と
で
あ
る
と
明
か
に
さ

、
天
皇
自
ら
が
神
祭
り
の

神
恩
を
畢
し
た
ま
へ
。

崇
神
紀
七
年
二
月
辛
卯
条
）

と
い
う
。
す
る
と
こ
の
夜

の
戸
に
対
ひ
立
っ
て
自
ら

は
、
こ
れ
吾
が
意
ぞ
。
も

た
ま
は
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ

い
て
祭
る
が
何
の
効
果
も

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

し
て
行
動
し
て
い
た
と
し
、

理
由
を
聞
く
た
め
に
、
自

何
ぞ
享
け
た
ま
は
ぬ
こ
と

あ
る
。
神
の
意
向
の
伝
達



神
倭
伊
波
礼
毘
古
命

い
を
前
に
し
て
自
ら

伊
波
礼
毘
古
命
は
自

上
で
自
ら
祭
を
行
う

補
助
さ
せ
て
自
ら
が

に
は
女
性
が
関
わ
る

女
や
神
官
が
関
わ
っ

に
司
ら
せ
る
よ
う
定

言
及
や
後
世
に
は
朝

に
触
れ
ず
に
、
崇
神

っ
て
い
た
と
し
た
の

天
皇
に
よ
る
神
祇

わ
ゆ
る
欠
史
八
代
の

か
し
、
先
立
つ
神
武

崇
神
天
皇

中
心
的
存
在
と
し
て

こ
の
と
き
大
物
主

皇
も
祟
を
起
こ
し
て

て
い
た
の
で
あ
る
が

言
及
し
な
い
も
の
の

が
三
穂
津
姫
を
大
物

は
宇
陀
か
ら
大
和
平
野
に
入
る
直
前
に

天
神
地
祇
を
祭
っ
た
と
い
う
。
緊
急
時

ら
「
祈
ひ
て
寝
て
」、
夢
で
天
神
の
訓

。
さ
ら
に
高
皇
産
霊
尊
の
祭
り
も
大
伴

行
う
。
こ
の
時
、
道
臣
命
を
厳
姫
と
呼

も
の
と
の
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

た
と
い
わ
な
い
。
こ
れ
ら
崇
神
紀
と
神

め
た
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
崇
神

廷
の
中
心
的
司
祭
者
と
な
っ
た
中
臣
氏

天
皇
自
ら
が
神
祇
ひ
い
て
は
大
物
主
神

で
あ
る
。

祭
祀
は
崇
神
天
皇
以
前
に
は
触
れ
る
と

間
は
一
切
こ
う
し
た
記
述
を
も
た
な
い

天
皇
の
即
位
以
前
に
溯
る
と
、
東
征
時

の
大
物
主
神
祭
祀

す
べ
て
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
と
語
る
点

神
を
祭
る
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
に
は
言

い
る
の
が
大
物
主
神
で
あ
る
と
は
知
ら

、
大
物
主
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
い
え
ば

、
第
九
段
一
書
第
二
に
は
、
神
代
に
お

主
神
の
妻
に
配
し
、
太
玉
命
等
忌
部
一

、
兄
磯
城
と
の
戦

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

を
得
、
丹
生
の
川

氏
の
祖
道
臣
命
に

ぶ
の
は
こ
の
祭
祀

せ
る
が
、
紀
は
巫

武
紀
の
神
祇
祭
祀

水
口
宿
禰
・

の
夢
で
は
大

と
す
る
。
が

間
違
い
な
い

が
崇
神
天
皇

を
大
田
田
根

る
ま
で
行
動

紀
は
一
書
第
二
の

や
忌
部
氏
の
関
与

祭
祀
の
差
配
を
行

こ
ろ
は
な
い
。
い

か
ら
で
あ
る
。
し

の
こ
と
と
し
て
、

目
妙
姫
・
穂

昨
夜
夢

子
命
を
以

倭
大
国
魂

と
、
天
皇
の

倭
迹
迹
日
百

で
異
な
ら
な
い
。

及
し
な
い
し
、
天

ず
に
神
事
を
行
っ

、
神
代
紀
本
文
は

い
て
高
皇
産
霊
尊

族
と
天
児
屋
命
と

記
事
は
、
天

と
い
う
の
で

と
は
無
縁
の

疫
病
が
流

ー
テ
ン
ポ
で

神
の
教
え
を

伊
勢
麻
績
君
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
姫

物
主
神
の
他
に
倭
大
国
魂
神
の
祭
祀
に

、
大
物
主
神
の
意
向
は
他
の
者
に
よ
っ

こ
と
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
次
の
手
が

は
自
ら
夢
で
の
神
の
お
告
げ
を
求
め
、

子
に
司
ら
せ
た
が
っ
て
い
る
と
聞
き
な

し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
腑
に
落
ち
な

積
臣
の
遠
祖
大
水
口
宿
禰
・
伊
勢
麻
績

み
ら
く
、
一
の
貴
人
有
り
て
、
誨
へ
て

て
、
大
物
主
大
神
を
祭
る
主
と
し
、
ま

神
を
祭
る
主
と
せ
ば
、
か
な
ら
ず
天
下（

夢
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
夢
を
み
た
と
し

襲
姫
命
か
と
さ
れ
る
倭
迹
速
神
浅
茅
原

皇
自
ら
が
神
を
祭
る
の
が
崇
神
朝
ま
で

あ
ろ
う
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
姫
彦
制

い
わ
ば
土
俗
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ

行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
物

、
時
間
的
に
は
や
や
間
が
開
き
す
ぎ
て

得
て
か
ら
半
年
余
り
後
の
秋
八
月
に
な

彦
制
的
で
は
な
い
。
彼
等

つ
い
て
も
言
及
が
あ
っ
た

て
も
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
、

打
た
れ
る
。
し
か
し
、
紀

大
物
主
神
が
自
分
の
祭
祀

が
ら
、
他
の
者
が
確
認
す

い
。
夢
に
お
け
る
神
の
お

君
の
三
人
が
共
に
、

曰
へ
ら
く
、「
大
田
田
根

た
、
市
磯
長
尾
市
を
以
て
、

太
平
ぎ
な
む
」
と
い
へ
り
。

崇
神
紀
七
年
八
月
己
酉
条
）

て
報
告
す
る
。
こ
こ
で
も

目
妙
姫
だ
け
で
な
く
、
大

四
の
朝
廷
の
伝
統
で
あ
っ
た

的
な
祭
政
は
天
皇
の
祭
祀

け
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

主
神
祭
祀
の
展
開
は
ス
ロ

い
る
が
、
天
皇
が
大
物
主

っ
て
、
倭
迹
速
神
浅
茅
原



崇
神
天
皇

ぞ
」
と
白
し
き
。

平
ら
ぎ
、
人
民
栄

以
ち
て
神
主
と
し

ひ
き
。

ま
た
伊
迦
賀
色

邑
、
も
し
く
は
河
内

も
紀
は
記
ほ
ど
単
純

こ
こ
を
以
ち
て

め
た
ま
ひ
し
時
、

皇
、「
汝
は
誰
が
子

主
の
大
神
、
陶
津

御
方
命
の
子
、
飯

思
わ
せ
る
叙
述
と
い

皇
自
ら
の
祭
祀
の
限

大
物
主
神
の
要
求
に

（
二
）

自
ら
の
夢
と
他
の

皇
は
、
神
の
望
む
祭

告
げ
へ
の
信
頼
度
の

の
大
物
主
神
祭
祀

是
に
天
皇
い
た
く
歓
び
て
詔
り
た
ま

え
な
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
意

て
、
御
諸
山
に
意
富
美
和
の
大
神
の
前

許
男
命
に
仰
せ
て
天
の
八
十
毘
羅
訶
を

の
美
努
村
で
見
つ
け
え
て
実
行
す
る
。

に
神
の
祟
り
が
鎮
ま
っ
た
と
い
わ
な
い

駅
使
を
四
方
に
班
ち
て
、
意
富
多
多
泥

河
内
の
美
努
村
に
そ
の
人
を
見
得
て
貢

ぞ
」
と
問
ひ
賜
へ
ば
、
答
へ
て
曰
し

耳
命
の
女
、
活
玉
依
毘
売
を
娶
し
て
生

肩
巣
見
命
の
子
、
建
甕
槌
命
の
子
、

う
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

界
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

応
え
て
神
祇
祭
祀
の
体
制
を
変
え
る
の

大
田
田
根
子
の
祭
主
任
命

三
人
の
夢
に
よ
っ
て
大
物
主
神
の
意
向

祀
を
を
行
う
た
め
に
大
田
田
根
子
を
探

軽
さ
と
天
皇
の
人
民
に
寄
せ
る
思
い
のひ

し
く
、「
天
の
下

富
多
多
泥
古
命
を

を
拝
き
祭
り
た
ま

作
り
、
天
神
地
祇

天
皇
の
曰

ち
物
部
連

ま
た
、
便

十
一
月

を
以
て
、

し
か
し
、
こ
こ
で

。
記
は
、

古
と
謂
ふ
人
を
求

進
り
き
。
爾
に
天

し
く
、「
僕
は
大
物

め
る
子
、
名
は
櫛

僕
意
富
多
多
泥
古

（
七
年
秋

あ
ま
ね
く

陶
邑
に
大

し
て
、
諸

く
、「
汝
は

物
主
大
神

を
す
。
ま

な
と
こ
ろ
に
、
天

の
あ
と
、
天
皇
は

で
あ
る
。

を
確
認
し
え
た
天

し
、
茅
渟
県
の
陶

り
、
ま
た

の
瀬
の
神

に
よ
り
て

と
単
線
的
に

た
と
す
る
ほ

尾
の
神
、
河

意
識
も
働
い

緊
迫
感
の
欠
如
を

の
社
を
定

は
く
、「
朕
、
栄
楽
え
む
と
す
る
か
な

の
祖
、
伊
香
色
雄
を
し
て
、
神
班
物
者

に
他
神
を
祭
ら
む
と
卜
ふ
に
、
吉
か
ら

の
丁
卯
の
朔
己
卯
に
、
伊
香
色
雄
に
命

祭
神
之
物
と
作
さ
し
む
。
す
な
は
ち
大

八
月
）
天
皇
、
夢
の
辞
を
得
て
、
ま

天
下
に
告
ひ
て
、
大
田
田
根
子
を
求
ぐ

田
田
根
子
を
得
て
貢
る
。
天
皇
、
す
な

王
卿
お
よ
び
八
十
諸
部
を
会
へ
て
、
大

そ
れ
誰
が
子
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対

と
曰
す
。
母
を
ば
活
玉
依
媛
と
曰
す
。

た
云
は
く
、「
奇
日
方
天
日
方
武
茅
渟

大
坂
の
神
に
墨
色
の
楯
矛
を
祭
り
、
ま

に
、
悉
に
遺
し
忘
る
る
こ
と
無
く
幣
帛

疫
の
気
悉
に
息
み
て
、
国
家
安
ら
か
に

疫
病
の
沈
静
化
を
説
く
。
ま
た
並
列
的

か
、
宇
陀
の
宇
陀
の
墨
坂
の
神
、
大
坂

の
瀬
の
神
を
も
祭
っ
た
と
い
う
か
ら
、

て
い
た
よ
う
に
描
く
。
し
か
し
、
紀
に

め
奉
り
た
ま
ひ
き
。
ま
た
宇
陀
の
墨
坂

五
」
と
の
た
ま
ふ
。
す
な
は

と
せ
む
と
卜
ふ
に
、
吉
し
。

ず
。

せ
て
、
物
部
の
八
十
平
瓮

田
田
根
子
を
以
て
、
大
物

す
ま
す
心
に
歓
び
た
ま
ふ
。

に
、
す
な
は
ち
茅
渟
県
の

は
ち
親
ら
神
浅
茅
原
に
臨

田
田
根
子
に
問
ひ
て
曰
は

へ
て
曰
さ
く
、「
父
を
ば
大

陶
津
耳
の
女
な
り
」
と
ま

神
祇
の
女
な
り
」
と
い
ふ
。

た
坂
の
御
尾
の
神
ま
た
河

を
奉
り
た
ま
ひ
き
。
こ
れ

平
ら
ぎ
き
。
（
崇
神
記
）

に
天
神
地
祇
の
社
を
定
め

の
神
、
す
べ
て
の
坂
の
御

疫
神
を
防
護
す
る
と
い
う

は
こ
う
し
た
表
現
は
な
く
、

の
神
に
赤
色
の
楯
矛
を
祭



に
従
う
も
の
と
な
っ

主
導
す
る
と
こ
ろ
で

倭
大
国
魂
神
に
つ

こ
れ
よ
り
先
に

内
に
並
に
祭
る
。

ふ
に
安
か
ら
ず
。

り
て
、
倭
の
笠
縫

の
指
示
通
り
、
大
田

を
祭
ら
せ
た
う
え
で

こ
と
で
神
の
祟
り
と

意
す
べ
き
は
、
大
物

神
地
祇
を
祭
る
と
い

が
関
与
す
る
よ
う
に

祀
が
男
性
祭
主
に
委

崇
神
天
皇

主
大
神
を
祭
る
主

と
す
。
し
か
う
し

別
に
八
十
万
の
群

を
定
む
。

と
い
う
。
紀
は
、
こ

最
初
に
天
神
地
祇
を

た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
天
神
祭
祀
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

い
て
は
、
最
初
に
触
れ
た
崇
神
紀
六
年

、
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
、
二
の
神
を

し
か
う
し
て
そ
の
神
の
勢
を
畏
り
て
、

か
れ
、
天
照
大
神
を
以
て
は
、
豊
鍬
入

邑
に
祭
る
。
仍
り
て
磯
堅
城
の
神
籬
を

田
根
子
に
大
物
主
神
を
祭
ら
せ
、
長
尾

、
後
に
八
十
万
の
群
神
を
祭
り
、
天
社

し
て
の
疫
病
は
治
ま
っ
た
と
い
う
の
で

主
神
と
倭
大
国
魂
神
の
祭
祀
を
最
初
と

う
制
度
の
確
立
と
倭
大
国
魂
神
の
祭
祀

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
祇
の

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、

の
大
物
主
神
祭
祀

と
す
。
ま
た
、
長
尾
市
を
以
て
、
倭
大

て
後
に
、
他
神
を
祭
ら
む
と
卜
ふ
に
、

神
を
祭
る
。
よ
り
て
天
社
・
国
社
、
お

の
時
は
天
皇
が
神
々
を
祭
る
に
つ
い
て

祭
ろ
う
と
す
る
と
旨
く
行
か
な
い
と
わ

つ
い
て
は
天
皇
の

条
に
、

、
天
皇
の
大
殿
の

と
も
に
住
み
た
ま

姫
命
に
託
け
ま
つ

立
つ
。
ま
た
、
日

を
あ
げ
る
の

田
根
子
発
見

記
は
「
河
内

と
し
、
記
は

大
物
主
神
が

毘
売
」
と
す

主
神
を
祭
る

市
に
倭
大
国
魂
神

・
国
社
を
定
め
た

あ
る
。
こ
こ
で
注

し
、
そ
の
後
に
天

に
も
男
性
長
尾
市

代
表
的
二
神
の
祭

他
の
地
祇
も
こ
れ

た
と
こ
こ
で

で
あ
っ
た
の

こ
こ
で
は

を
作
る
者
と

ら
ば
忌
部
氏

の
説
く
と
こ

こ
の
部
分

国
魂
神
を
祭
る
主

吉
し
。
す
な
は
ち

よ
び
神
地
・
神
戸

（
崇
神
紀
）

も
順
序
が
あ
り
、

か
り
、
ま
ず
神
々

本
大
国
魂

渟
名
城
入

と
天
照
大
神

祭
ら
せ
た
が

と
異
な
り
、

拒
否
し
て
い

に
対
し
、
紀
は
倭
大
国
魂
神
を
あ
げ
る

の
場
所
が
、
記
紀
で
大
き
く
異
な
る
。

の
美
努
村
」
と
す
る
。
ま
た
紀
は
大
田

間
に
三
代
の
人
物
を
入
れ
る
。
た
だ
表

通
っ
た
女
性
、
す
な
わ
ち
妻
は
共
に

る
。
崇
神
天
皇
は
大
田
田
根
子
の
名
乗

主
に
任
命
す
る
。

は
語
っ
て
い
る
。
同
じ
く
倭
を
含
む
姓

で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
天
神
地
祇
の
祭
具
で
あ
る
「
物

し
て
物
部
連
の
祖
伊
香
色
雄
が
神
の
心

が
担
う
役
割
で
あ
る
が
、
先
に
触
れ
た

ろ
と
は
異
な
る
形
で
こ
う
し
た
制
度
の

で
は
、
祭
祀
対
象
と
し
て
の
神
と
し
て

神
を
以
て
は
、
渟
名
城
入
姫
命
に
託
け

姫
、
髮
落
ち
体

み
て
祭
る
こ
と
能
は

と
と
も
に
天
皇
と
同
殿
に
祭
ら
れ
て
い

、
こ
の
皇
女
は
祭
り
得
な
か
っ
た
と
い

大
国
魂
神
は
天
皇
の
祭
祀
か
ら
皇
女
の

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
長
尾
市
と
い

点
な
ど
の
他
、
特
に
大
田

紀
は
「
茅
渟
県
の
陶
邑
」、

田
根
子
は
大
物
主
神
の
子

現
や
表
記
は
異
に
す
る
が
、

「
陶
津
耳
命
の
女
、
活
玉
依

り
を
受
け
い
れ
て
、
大
物

名
を
も
つ
倭
直
な
る
が
故

部
（
天
）
の
八
十
平
瓮
」

に
叶
っ
た
と
い
う
。
後
な

神
代
紀
第
九
段
一
書
第
二

始
ま
り
が
説
か
れ
る
。

記
は
大
和
の
境
に
い
る
神

六
て
祭
ら
し
む
。
し
か
る
に

ず
。

（
崇
神
紀
）

た
の
を
、
渟
名
城
入
姫
に

う
の
で
あ
る
。
天
照
大
神

祭
祀
に
移
さ
れ
る
こ
と
を

う
男
性
祭
主
を
受
け
い
れ



崇
神
天
皇

在
者
（
事
業
者
・
販

が
陶
邑
地
域
の
陶
器

の
も
の
の
長
な
の
か

販
売
業
者
で
あ
る
の

直
が
お
り
、
神
魂
命

し
か
し
な
が
ら
、

問
題
も
あ
り
、
す
ぐ

純
に
結
論
は
導
け
な

陶
荒
田
神
社
の
近
く

を
想
定
す
れ
ば
宣
長

輪
の
神
に
酒
造
り
の

も
の
で
あ
っ
た
の
か

神
が
通
っ
た
女
の
父

の
父
が
建
甕
槌
命
で

と
す
る
こ
と
を
も
っ

器
の
生
産
技
術
は
朝

伝
承
は
、
朝
鮮
系
陶

王
朝
と
河
内
王
朝
の

よ
う
と
し
て
形
成
し

こ
の
大
田
田
根
子

の
大
物
主
神
祭
祀

売
業
者
・
運
送
業
者
）
で
あ
っ
た
の
か

生
産
の
支
配
者
で
あ
っ
た
と
し
て
、
彼

、
生
産
者
を
配
下
に
抱
え
込
ん
だ
事
業

か
な
ど
も
、
な
お
検
討
す
べ
き
で
あ
る

系
を
名
乗
っ
て
い
る
（『
新
撰
姓
氏
録

陶
津
耳
命
は
茅
渟
県
の
豪
族
と
し
て
も

さ
ま
朝
鮮
系
の
作
陶
者
と
す
べ
き
か
ど

い
。
記
の
い
う
美
努
村
が
中
村
浩
氏
の

に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
陶

の
い
う
八
尾
市
も
否
定
し
切
れ
な
い
。

た
め
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
奉

、
奉
納
者
は
陶
器
生
産
者
そ
の
も
の
で

が
陶
津
耳
命
で
あ
り
、
記
の
い
う
意
富

あ
る
こ
と
、
ま
た
紀
は
発
見
場
所
を

て
、
河
内
の
陶
器
生
産
者
の
関
与
を
認

鮮
系
渡
来
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
か

工
集
団
の
長
が
、
朝
鮮
系
の
蛇
婿
入
譚

交
代
期
の
狭
間
で
衰
微
し
た
大
物
主
神

た
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

の
出
自
伝
承
を
形
成
に
つ
い
て
は
、
記

、
ま
た
陶
津
耳
命

は
陶
器
生
産
者
そ

者
な
の
か
、
運
送

。
和
泉
国
に
は
神

』）
が
も
と
も
と
三

握
し
た
こ
と

は
握
ら
れ
た

て
綏
靖
天
皇

入
っ
た
こ
と

こ
れ
に
よ
る

、
土
地
所
有
権
の

う
か
ど
う
か
、
単

い
わ
れ
る
よ
う
に

器
の
輸
送
ル
ー
ト

ま
た
、
陶
器
が
三

納
先
は
神
社
そ
の

あ
っ
た
の
か
、
介

こ
れ
を
祖
と

記
は
こ
れ
を

つ
る
か
む
ぬ

ろ
う
。
崇
神

紀
は
神
倭
磐

巫
女
伊
須
気

神
倭
伊
波
礼

多
々
泥
古
の
直
接

「
茅
渟
県
の
陶
邑
」

め
る
。
さ
ら
に
陶

ら
、
記
の
三
輪
山

を
利
用
し
、
磯
城

の
祭
祀
を
掌
握
し

る
三
輪
氏
や

と
、
し
か
も

名
と
は
あ
ま

と
も
あ
れ

要
求
に
よ
っ

点
で
あ
る
。

た
の
か
に
つ

紀
と
も
に
大
物
主

輪
系
の
人
物

に
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
来

こ
と
に
な
る
が
、
伊
須
気
余
理
比
売
は

を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
天
皇
家

を
語
る
。
天
皇
家
に
も
大
物
主
神
の
血

か
ぎ
り
、
天
皇
や
皇
女
が
大
物
主
神
を

す
る
男
性
祭
主
に
変
更
し
て
委
ね
ら
れ

神
主
と
し
て
い
る
。
紀
で
は
「
祭
主
」

し
）」
と
読
ん
で
い
る
が
、
語
義
は
「

紀
を
み
る
と
大
物
主
神
は
三
輪
氏
の
祖

余
毘
古
命
が
大
和
に
入
っ
た
と
き
に
は

余
理
比
売
が
祭
祀
に
当
た
っ
て
い
た
よ

毘
古
命
が
妻
に
し
た
と
き
、
天
皇
家
が

賀
茂
氏
は
君
姓
を
も
つ
よ
う
に
、
大
和

賀
茂
・
三
輪
の
地
名
は
陶
の
地
名
よ
り

り
重
な
ら
ず
に
広
く
分
布
す
る
こ
と
へ

、
こ
の
伝
承
で
注
目
し
た
い
の
は
、
大

て
、
従
来
の
司
祭
者
に
代
わ
っ
て
「
祭

従
来
の
司
祭
者
が
天
皇
で
あ
っ
た
の
か

い
て
紀
は
明
確
に
は
触
れ
な
い
。
し
か

で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。

七
者
に
よ
っ
て
神
の
祭
祀
権

神
武
天
皇
の
皇
后
と
な
っ

の
中
に
大
物
主
神
の
血
が

が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

祭
る
こ
と
は
不
自
然
で
は

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

を
「
祭
る
主
（
い
は
ひ
ま

神
主
」
と
重
な
る
の
で
あ

先
神
で
あ
る
が
、
神
武
記

、
や
は
り
神
の
子
で
あ
る

う
に
説
く
。
そ
の
女
性
を

大
物
主
神
の
祭
祀
権
を
掌

で
は
古
い
氏
族
で
あ
る
こ

は
古
く
、
両
者
は
陶
の
地

の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。

田
田
根
子
は
大
物
主
神
の

る
主
」
と
な
っ
た
と
す
る

、
そ
れ
と
も
皇
女
で
あ
っ

し
、
大
物
主
神
の
祭
祀
が

大
田
田
根
子
を
始
祖
と
す



祭
祀
は
再
び
天
皇
家

な
っ
た
と
語
る
わ
け

女
が
か
か
わ
ら
な
く

物
主
神
祭
祀
に
か
か

氏
の
一
族
の
者
と
み

を
担
う
存
在
で
も
な

こ
の
よ
う
に
倭
迹

す
で
に
大
物
主
神
を

い
て
は
三
輪
氏
・
賀

新
し
い
と
し
て
い
る

者
天
皇
に
奪
わ
れ
た

家
の
代
表
と
し
て
大

朝
に
神
の
妻
と
な
り

に
関
わ
る
こ
と
は
絶

崇
神
天
皇

な
い
。

し
た
が
っ
て
、
倭

大
物
主
神
祭
祀
に
か

で
は
な
い
。
た
だ
、

皇
家
に
よ
っ
て
そ
の

城
・
弟
磯
城
と
大
物

の
手
を
離
れ
、
神
の
直
系
の
子
、
大
田

で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
に
よ
り
大

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
雄
略
朝
に
引

わ
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
し
か

ら
れ
、
も
は
や
天
皇
の
皇
女
は
関
与
せ

く
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

迹
日
百
襲
姫
命
が
神
に
よ
っ
て
忌
避
さ

祭
る
者
は
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い

茂
氏
の
系
譜
は
天
皇
家
の
大
物
主
神
祭

が
、
大
物
主
神
の
祭
祀
権
は
外
部
か
ら

と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
主
神
の
祭
祀
に
か
か
わ
た
倭
迹
迹
日

な
が
ら
、
結
局
は
神
の
怒
り
に
触
れ
て

え
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ

の
大
物
主
神
祭
祀

迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
後
に
伝
統
を
引
き

か
わ
り
、
そ
の
妻
と
な
っ
た
こ
と
も
違

こ
の
時
大
物
主
神
の
祭
祀
は
大
和
の
外

祭
祀
権
が
掌
握
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

主
神
と
の
関
係
は
説
か
れ
て
い
な
い
が

田
根
子
の
専
属
と

物
主
神
祭
祀
に
巫

田
部
赤
猪
子
が
大

し
、
彼
女
は
三
輪

ず
、
祭
祀
の
中
核

れ
、
神
に
求
め
ら

始
ま
っ
た
と

天
照
大
神

入
姫
命
に
託

い
う
。
宮
中

制
的
な
体
制

が
問
題
に
な

っ
た
記
述
と

う
大
田
田
根
子
ひ

祀
へ
の
関
与
よ
り

移
り
住
ん
だ
支
配

と
も
あ
れ
、
天
皇

百
襲
姫
命
は
崇
神

死
に
皇
女
が
祭
祀

っ
て
大
物
主
神
の

照
大
神
の
祭

だ
け
は
皇
女

ら
外
に
出
さ

も
と
よ
り
、

伊
勢
へ
の
降

に
至
っ
て
倭

い
て
は
、
天

継
い
だ
も
の
か
、

和
感
の
あ
る
こ
と

部
か
ら
入
っ
た
天

も
あ
っ
た
。
兄
磯

、
磯
城
地
方
に
は

れ
た
大
田
田

に
な
っ
た
の

祭
る
主
と
な

の
で
あ
り
、

た
と
い
う
の

た
だ
、
こ

い
う
の
で
あ
る
。

は
崇
神
天
皇
六
年
に
天
皇
が
天
照
大
神

け
て
笠
縫
邑
に
移
す
ま
で
は
、
天
皇
と

に
お
い
て
も
豊
鍬
入
姫
命
が
天
照
大
神

を
と
っ
て
い
た
の
か
、
天
皇
が
直
接
祭

る
が
、
倭
大
国
魂
神
が
渟
名
城
入
姫
に

対
照
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
始
め
て
天

祀
は
や
や
様
子
が
異
な
る
。
天
皇
家
の

の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

れ
、
次
の
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
は
伊
勢

伊
勢
に
お
け
る
天
照
大
御
神
祭
祀
を
神

臨
を
説
く
記
に
お
い
て
は
こ
れ
に
触
れ

姫
命
が
御
杖
代
と
な
っ
て
大
神
を
伊
勢

照
大
神
の
祭
祀
に
お
い
て
も
明
確
な
か

根
子
だ
け
が
祭
主
と
な
っ
て
天
皇
の
為

が
崇
神
朝
で
あ
る
と
紀
は
い
う
。
し
か

っ
た
倭
大
国
魂
神
は
天
津
地
祇
に
先
立

こ
れ
ら
の
神
を
祭
り
鎮
め
た
後
に
天
神

で
あ
る
。

の
よ
う
に
大
和
の
神
が
男
性
の
祭
主
を

の
神
威
を
恐
れ
て
、
豊
鍬

同
殿
に
祭
ら
れ
て
い
た
と

の
祭
祀
に
奉
仕
し
、
姫
彦

祀
に
あ
た
っ
て
い
た
の
か

よ
る
祭
祀
を
受
容
し
な
か

皇
に
よ
る
祭
祀
か
ら
皇
女

始
祖
神
で
あ
る
天
照
大
神

か
し
、
こ
の
時
に
宮
中
か

に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

代
に
設
定
し
て
御
魂
代
の

な
い
。
し
か
し
、
垂
仁
朝

に
鎮
め
た
と
説
く
紀
に
お

た
ち
で
崇
神
朝
に
変
化
が

八
に
祭
祀
に
奉
仕
す
る
こ
と

も
、
こ
の
神
と
長
尾
市
が

っ
て
祭
る
こ
と
を
求
め
た

地
祇
の
祭
祀
が
整
え
ら
れ

求
め
た
の
に
対
し
て
、
天



崇
神
天
皇

よ
る
祭
政
一
致
が
行

的
な
も
の
と
し
て
展

御
神
に
奉
仕
す
る
た

政
治
に
影
響
を
及
ぼ

に
姫
彦
制
的
体
制
が

祭
祀
の
方
向
が
出
さ

る
の
で
あ
る
。
し
か

祀
に
従
う
皇
女
も
宮

け
で
は
な
い
。
垂
仁

大
和
か
ら
さ
ら
に
遠

だ
け
で
な
く
、
祭
祀

住
む
こ
と
に
な
っ
た

彦
制
的
祭
祀
が
お
こ

天
皇
に
よ
る
祭
政
一

祀
に
変
化
が
萌
し
、

の
司
祭
が
成
立
し
た

は
神
の
求
め
で
男
性

る
の
で
あ
る
。
天
神

向
が
出
さ
れ
た
の
は

に
よ
る
祭
祀
に
移
っ

の
大
物
主
神
祭
祀

わ
れ
、
姫
彦
制
的
祭
政
体
制
は
天
皇
と

開
し
た
と
語
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

め
に
伊
勢
に
移
っ
た
皇
女
は
、「
姫
」

す
存
在
に
は
育
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ

存
続
し
て
い
た
と
は
紀
は
語
ら
な
い
の

れ
、
こ
れ
を
確
定
し
た
の
が
垂
仁
朝
で

し
、
崇
神
紀
で
は
天
照
大
御
神
は
宮
中

中
の
外
に
い
た
の
で
あ
っ
て
決
し
て
姫

紀
で
は
天
照
大
神
に
奉
仕
し
た
倭
姫
命

い
伊
勢
に
移
す
役
割
を
担
う
。
天
照
大

に
あ
た
る
皇
女
も
さ
ら
に
遠
い
伊
勢
に

の
で
あ
る
。
形
式
は
と
も
か
く
朝
廷
に

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
は

致
の
体
制
が
神
々
の
不
満
か
ら
揺
ら
ぎ

男
性
司
祭
者
と
皇
女
の
司
祭
者
を
定
め

の
は
天
照
大
神
の
み
で
あ
り
、
大
物
主

司
祭
者
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な

地
祇
に
つ
い
て
も
男
性
司
祭
者
に
よ
る

崇
神
朝
で
あ
り
、
天
照
大
神
に
つ
い
て

た
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に

斎
宮
と
い
う
形
式

す
な
わ
ち
天
照
大

と
し
て
直
接
的
に

る
が
、
そ
れ
以
前

で
あ
る
。
斎
宮
の

付
随
す
る
箸

て
は
皇
女
が

祭
祀
を
司
る

神
自
ら
も
参

改
め
て
考

あ
る
と
語
っ
て
い

か
ら
出
さ
れ
、
祭

彦
制
を
と
っ
た
わ

が
御
杖
代
と
し
て

御
神
が
移
さ
れ
た

斎
宮
と
し
て
移
り

お
い
て
は
天
皇
に

を
補
助
し
た

に
ふ
れ
た
よ

神
の
禁
忌
を

を
買
い
、
死

い
。
こ
の
と

鬼
道
を
行
う

る
。
崇
神
紀

な
い
。
む
し
ろ
、

、
天
皇
の
直
接
祭

た
も
の
の
、
皇
女

神
と
倭
大
国
魂
神

っ
た
と
説
い
て
い

祭
祀
の
確
定
や
方

例
外
的
に
皇
女
の

の
中
心
を
占

き
く
変
わ
っ

し
た
制
度
の

映
さ
せ
た
神

述
と
齟
齬
す

こ
れ
に
対

後
も
、
皇
女

朝
廷
に
お
い
て
姫

成
立
が
歴
史

墓
の
物
語
は
、
天
皇
の
祭
祀
す
べ
き
神

巫
女
と
な
っ
て
祭
祀
に
か
か
わ
る
こ
と

と
い
う
時
代
の
始
ま
り
を
告
げ
る
記
念

加
し
て
営
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
。

え
て
み
る
と
、
大
物
主
神
の
男
性
に
よ

皇
女
が
大
物
主
神
の
祭
祀
に
関
わ
り
続

う
に
同
じ
崇
神
朝
に
彼
女
は
神
の
姿
を

守
れ
ず
、
蛇
の
姿
で
顕
れ
た
神
の
正
体

ぬ
。
こ
れ
以
後
皇
女
で
あ
る
巫
女
の
大

き
大
物
主
神
の
祭
祀
は
完
全
に
男
性
祭

巫
女
と
も
み
な
さ
れ
る
皇
女
の
祭
祀
は

は
こ
の
こ
と
を
説
き
明
か
し
て
い
る
。

め
る
よ
う
に
な
る
の
も
律
令
制
の
導
入

た
こ
と
と
対
応
し
て
い
た
と
し
て
も
、

変
化
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

代
巻
第
九
段
一
書
第
第
二
の
ご
と
き
は

る
内
容
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
て
、
大
物
主
神
祭
祀
の
場
合
、
大
田

倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
神
の
妻
と
な
っ

的
事
実
と
し
て
は
天
武
朝
の
こ
と
で
あ

九
天
照
大
神
の
場
合
を
除
い

は
終
わ
り
、
男
性
神
主
が

碑
と
し
て
の
巨
大
墳
墓
を

る
祭
祀
は
明
確
か
つ
一
気

け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
先

臨
み
見
る
こ
と
を
願
い
、

を
見
た
と
き
驚
い
て
怒
り

物
主
神
祭
祀
は
説
か
れ
な

主
に
よ
る
も
の
と
な
り
、

終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
に

に
よ
っ
て
政
治
体
制
が
大

紀
は
そ
れ
を
崇
神
朝
に
兆

律
令
制
以
後
の
体
制
を
反

そ
の
意
味
で
崇
神
朝
の
記

あ
ろ
う
。

田
根
子
が
祭
主
と
な
っ
た

た
よ
う
に
、
天
皇
の
祭
祀

り
、
男
性
の
神
官
が
祭
祀



地
方
首
長
に
見
ら
れ

自
ら
の
祭
政
一
致
の

し
て
そ
の
祭
祀
の
部

の
こ
と
は
地
方
の
神

て
い
る
で
あ
ろ
う
か

み
よ
う
。
そ
れ
ら
は

そ
の
年
の
冬
十

へ
の
中
央
集
権
的
な

る
と
の
認
識
が
示
さ

ど
の
よ
う
に
語
っ
て

は
ど
の
よ
う
に
記
さ

（
三
）

紀
が
姫
彦
制
的
な

崇
神
天
皇

に
展
開
し
た
わ
け
で

和
神
社
の
祭
祀
も
長

祭
祀
さ
れ
る
体
制
が

い
う
。
こ
の
こ
と
は

の
終
焉
を
も
語
っ
て

よ
る
祭
政
一
致
的
天

る
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
中
央

統
治
が
行
わ
れ
、
崇
神
朝
に
は
地
方
に

分
を
官
僚
的
男
性
祭
主
に
委
ね
た
と
い

祇
祭
祀
の
あ
り
よ
う
を
、
如
何
に
変
化

。
ま
ず
三
つ
（
も
し
く
は
四
つ
）
の
例

次
の
記
事
で
あ
る
。

月
の
丁
巳
の
朔
辛
酉
に
、（
中
略
）。
行

男
性
祭
主
に
よ
る
祭
祀
の
方
向
が
整
い

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
書

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
姫
彦
制
的
な
要
素

れ
て
い
る
か
を
み
て
お
き
た
い
。

祭
祀
制
度
の
変
化
の
叙
述

様
子
を
描
く
の
は
、
狭
穂
彦
・
狭
穂
姫

の
大
物
主
神
祭
祀

は
な
い
に
し
て
も
、
神
の
要
請
を
受
け

尾
市
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
や
は
り
男
性

始
ま
り
、
天
神
地
祇
を
組
織
的
に
祭
る

裏
を
返
せ
ば
、
地
方
に
お
け
る
巫
女
的

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
崇
神
紀
に
は
、
い

神
地
祇
へ
の
直
接
の
祭
祀
か
ら
、
天
照

に
お
い
て
は
天
皇

お
い
て
も
制
度
と

う
の
で
あ
る
。
こ

さ
せ
た
と
記
述
し

に
よ
っ
て
示
し
て

き
て
筑
紫
国
の
菟

八
年
の

祖
熊
鰐
、

九
尋
の
船

を
掛
け
、

塩
の
地
を

皇
の
行
す

始
め
た
時
代
で
あ

紀
は
他
の
部
分
で

に
つ
い
て
は
紀
に

の
物
語
を
除
く
と
、

木
・
国
前

し
め
た
ま

り
。
一
国

磯
津
山
の

を
掛
け
、

向
て
啓
し

き
た
て
ま

つ
つ
行
わ
れ
、
大

の
祭
主
に
よ
っ
て

体
制
も
整
っ
た
と

女
性
の
神

祭
祀

う
な
れ
ば
天
皇
に

大
神
を
除
く
神
々

狭
に
至
り

て
菟
狭
津

を
造
り
て

九
月
の

南
に
望
み

に
賊
在
ら

春
正
月
の
己
卯
の
朔
壬
午
に
、
筑
紫
に

天
皇
の
車
駕
を
聞
り
て
、
予
め
、
五
百

の
舳
に
立
て
て
、
上
枝
に
は
白
銅
鏡
を

下
枝
に
は
八
尺
瓊
を
掛
け
て
、
周
芳
の

献
る
。（
中
略
）
ま
た
、
筑
紫
の
伊
覩

を
聞
り
て
、
五
百
枝
の
賢
木
を
拔
じ
取

臣
の
祖
菟
名
手
・
物
部
君
の
祖
、
夏
花

ふ
。
こ
こ
に
女
人
有
り
。
神
夏
磯
媛
と

の
魁
帥
な
り
。
天
皇
の
使
者
の
至
る
こ

賢
木
を
拔
り
て
、
上
枝
に
は
八
握
剣
を

下
枝
に
は
八
尺
瓊
を
掛
け
、
ま
た
素
幡

て
曰
さ
く
、「
願
は
く
は
兵
を
な
下
し

つ
る
者
有
ら
じ
。
今
ま
さ
に
帰
徳
ひ
な

ま
す
。
菟
狭
は
地
の
名
な
り
。
時
に
菟

彦
・
菟
狭
津
媛
と
曰
ふ
。
乃
ち
菟
狭
の

饗
奉
る
。

甲
子
の
朔
戊
辰
に
、
周
芳
の
娑
麼
に
到

て
、
群
卿
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
南
の

む
」
と
の
た
ま
ふ
。
す
な
は
ち
留
り

（
景
行
紀
十
二
年
条
）

幸
す
。
時
に
、
岡
県
主
の

枝
の
賢
木
を
拔
じ
取
り
て
、

掛
け
、
中
枝
に
は
十
握
剣

沙
麼
の
浦
に
参
迎
ふ
。
魚

県
主
の
祖
五
十
迹
手
、
天

り
て
、
船
の
舳
艫
に
立
て

を
遣
し
て
、
そ
の
状
を
察

曰
ふ
。
そ
の
徒
衆
甚
多
な

と
を
聆
き
て
、
す
な
は
ち

掛
け
、
中
枝
に
は
八
咫
鏡

を
船
の
舳
に
樹
て
て
、
参

そ
。
我
が
属
類
、
必
に
違

む
。

一
〇

狭
国
造
の
祖
有
り
。
号
け

川
上
に
し
て
、
一
柱
騰
宮

（
神
武
東
征
出
発
）

り
た
ま
ふ
。
時
に
天
皇
、

方
に
烟
気
多
く
起
つ
。
必

て
、
ま
づ
多
臣
の
祖
武
諸



崇
神
天
皇

仲
哀
朝
に
お
い
て
も

彦
制
的
体
制
を
残
存

征
の
場
合
は
こ
う
し

た
っ
て
そ
れ
な
り
の

こ
う
し
た
視
点
か

は
姫
彦
制
的
体
制
を

て
も
景
行
天
皇
が
西

た
こ
と
を
語
る
が
、

い
、
倭
建
命
も
西
征

性
が
祭
祀
と
政
治
を

の
祭
祀
者
は
景
行

祭
祀
者

王
で
は
な

握
剣
を
掛
け
て
、

丙
申
に
転
り
ま

時
に
田
油
津
媛
が

さ
れ
た
る
こ
と
を

こ
れ
ら
の
記
事
を
順

て
は
古
く
姫
彦
制
的

い
て
い
る
と
い
う
こ

て
、
上
枝
に
は
八

の
大
物
主
神
祭
祀

未
だ
朝
廷
に
服
属
し
て
い
な
い
土
蜘
蛛

さ
せ
て
い
た
こ
と
を

は
示
し
て
い
る

た
こ
と
に
触
れ
な
い
が
、
紀
は
祭
祀
の

配
慮
を
み
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

ら
垂
仁
紀
の
狭
穂
彦
狭
穂
姫
の
叛
逆
伝

も
っ
て
い
た
こ
と
を
語
る
。
さ
ら
に

征
を
行
っ
た
時
点
で
、
九
州
に
は
な
お

姫
彦
制
の
首
長
は
登
場
し
な
い
。
景
行

を
行
っ
た
後
の
九
州
に
お
い
て
は

の

行
う
体
制
を
整
え
た
国
に
変
わ
っ
て
い

天
皇
の
時
代
に
一
度
は
服
従
し
た
者
の

く
、
県
主
と
い
う
姓
を
も
つ
存
在
と
な

穴
門
の
引
嶋
に
参
迎
へ
て
献
る
。

し
て
山
門
県
に
至
り
て
、
即
ち
土
蜘
蛛

兄
夏
羽
、
軍
を
興
し
て
迎
へ
来
く
。
然

聞
き
て
逃
げ
ぬ
。

（
神

に
並
べ
て
み
る
と
、
見
え
て
く
る
の
は

な
体
制
が
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
変
化

と
で
あ
る
。

は
、
神
武
東
征
段
階
の

尺
瓊
を
掛
け
、
中
枝
に
は
白
銅
鏡
を
掛

に
お
い
て
は
、
姫

。
日
本
武
尊
の
東

流
れ
を
描
く
に
あ

承
を
み
る
と
き
、

謂
り
て
曰

以
後
は
、

弱
女
人
な

曰
は
く
、

に
登
る
に

は
崇
神
朝
を
下
っ

女
酋
の
国
の
あ
っ

天
皇
が
西
征
を
行

例
の
ご
と
く
、
男

た
と
語
っ
て
い
る
。

末
で
あ
る
わ
け
で
、

っ
て
い
る
。
但
し
、

が
存
在
し
て

に
触
れ
、

三
十
九

し
て
、
剣

亦
の
名
は

命
せ
て
、

八
十
七

（
仲
哀
紀
）

田
油
津
媛
を
誅
ふ
。

る
に
其
の
妹
の
誅

功
皇
后
摂
政
前
紀
）

九
州
地
方
に
お
い

の
あ
り
さ
ま
を
説

宇
佐
の
地
方
豪
族

を
中
央
に
お

と
を
語
っ
て

地
方
に
存
在

祀
を
推
し
進

の
で
あ
る
。

指
す
こ
と
を

あ
ろ
う
。
狭

け
、
下
枝
に
は
十

話
中
で
狭
穂

は
く
、「
我
は
老
い
た
り
。
神
宝
を
掌

必
ず
汝
主
れ
」
と
い
ふ
。
大
中
姫
命
辞

り
。
何
ぞ
能
く
天
神
庫
に
登
ら
む
」
と

「
神
庫
高
し
と
雖
も
、
我
能
く
神
庫
の

煩
は
む
や
」
と
い
ふ
。
故
、
諺
に
曰
は

い
た
の
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。

年
の
冬
十
月
に
、
五
十
瓊
敷
命
、
茅
渟

一
千
口
を
作
る
。
因
り
て
其
の
剣
を
名

裸
伴
と
曰
ふ
。
石
上
神
宮
に
蔵
む
。
是

石
上
神
宮
の
神
宝
を
主
ら
し
む
。

年
の
春
二
月
の
丁
亥
の
朔
辛
卯
に
、
五

い
て
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼

い
る
と
い
え
よ
う
。
垂
仁
天
皇
は
崇
神

す
る
姫
彦
制
的
体
制
の
解
体
と
男
性
祭

め
、
自
ら
は
政
治
に
専
念
す
る
体
制
の

こ
れ
に
対
し
て
狭
穂
彦
は
地
方
性
を
強

口
実
に
天
皇
位
を
奪
お
う
と
し
て
い
た

穂
姫
も
結
局
天
皇
の
元
を
去
る
が
、
彼

彦
が
説
く
と
こ
ろ
は
、
地
方
に
お
い
て

一
一

る
こ
と
能
は
ず
。
今
よ
り

び
て
曰
さ
く
、「
吾
は
手

ま
う
す
。
五
十
瓊
敷
命
の

為
に
梯
を
造
て
む
。
豈
庫

く
、「
天
の
神
庫
も
樹
梯

垂
仁
紀
に
は
石
上
の
祭
祀

の
菟
砥
川
上
宮
に
居
し
ま

け
て
、
川
上
部
と
謂
ふ
。

の
後
に
、
五
十
瓊
敷
命
に

（
垂
仁
紀
）

十
瓊
敷
命
、
妹
大
中
姫
に

等
の
意
図
は
挫
折
し
た
こ

天
皇
の
方
針
を
踏
襲
し
、

主
に
委
任
し
て
の
神
祇
祭

確
立
と
維
持
を
目
指
し
た

く
反
映
し
た
姫
彦
制
を
目

と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で

女
に
も
姫
彦
制
へ
の
志
向

存
在
し
た
姫
彦
制
的
体
制



識
し
、
鬼
道
を
行
う

は
大
和
朝
廷
の
歴
史

た
と
い
え
る
か
も
知

も
と
よ
り
、
神
功

に
神
功
皇
后
紀
に
は

三
月
の
壬
申
の

神
主
と
為
り
た
ま

た
大
筋
の
方
向
へ
向

こ
の
よ
う
な
と
こ

存
在
し
た
に
も
か
か

体
制
を
堅
持
し
、
天

る
祭
祀
の
中
心
部
分

に
よ
っ
て
男
性
に
よ

気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

崇
神
天
皇

の
随
に
」
と
い
ふ

千
根
大
連
に
授
け

上
の
神
宝
を
治
む

と
説
く
。
垂
仁
朝
に

敷
命
の
意
識
に
み
る

あ
る
が
、
し
か
し
、

女
酋
と
男
弟
王
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
姫

に
は
無
か
っ
た
こ
と
を
記
述
し
よ
う
と

れ
な
い
。

皇
后
紀
に
は
、
皇
后
の
巫
女
的
行
動
が

、朔
に
、
皇
后
、
吉
日
を
選
び
て
、
斎
宮

ふ
。
則
ち
武
内
宿
禰
に
命
し
て
琴
撫
か

か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ろ
を
概
観
し
て
み
て
も
、
事
実
と
し
て

わ
ら
ず
、
天
皇
家
の
伝
統
と
し
て
の
男

皇
は
そ
の
権
限
か
ら
祭
祀
権
を
分
離
す

へ
の
関
与
は
天
照
大
神
を
除
い
て
は
失

る
祭
祀
制
度
を
確
立
し
た
と
語
ろ
う
と

こ
れ
は
、
あ
る
い
は
魏
志
倭
人
伝
の
記

の
大
物
主
神
祭
祀

は
、
此
其
の
縁
な
り
。
然
し
て
遂
に
大

て
治
め
し
む
。
故
、
物
部
連
等
、
今
に

る
は
、
是
そ
の
縁
な
り
。

お
け
る
石
上
神
宮
の
祭
祀
の
伝
承
に
お

よ
う
に
、
男
性
祭
祀
へ
の
志
向
の
徹
底

結
果
的
に
は
物
部
氏
が
祭
祀
を
司
り
、

彦
制
的
政
治
体
制

し
た
も
の
で
あ
っ

語
ら
れ
る
。
確
か

に
入
り
て
、
親
ら

し
む
。
中
臣
烏
賊

か
む
」
と

網
吾
彦
男

是
に
、

誨
へ
て
曰

の
た
ま
ふ

啓
し
て
曰

奉
る
べ
し

は
女
性
の
天
皇
も

性
中
心
の
祭
政
の

る
が
、
女
性
に
よ

敗
し
、
神
の
要
請

し
て
い
る
こ
と
に

述
を
編
纂
者
が
意

神
功
皇
后
が

る
も
の
で
は

る
存
在
と
し

の
神
倭
伊
波

者
自
ら
が
神

（
新
羅

「
和
魂
は
王

中
姫
命
、
物
部
十

至
る
ま
で
に
、
石

（
垂
仁
紀
）

い
て
も
、
五
十
瓊

し
な
い
と
こ
ろ
も

崇
神
朝
に
確
立
し

津
使
王
を

と
い
う
。
こ

の
拆
鈴
五
十

「
日
向
国
の
橘

筒
男
・
中
筒

の
ま
ま
に
祭

の
た
ま
ふ
。
即
ち
神
の
教
を
得
て
、
拝

垂
見
を
以
て
祭
の
神
主
と
す
。
（
神

軍
に
従
ひ
し
神
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底

は
く
、「
我
が
荒
魂
を
ば
、
穴
門
の
山

。
時
に
穴
門
直
の
祖
踐
立
・
津
守
連
の

さ
く
、「
神
の
居
し
ま
さ
欲
し
く
し
た

」
と
ま
う
す
。
則
ち
踐
立
を
以
て
、
荒

古
い
巫
女
も
し
く
は
女
酋
的
天
皇
と
し

な
い
。
神
功
皇
后
は
こ
の
時
、
非
常
時

て
行
動
し
て
い
る
か
ら
、
古
い
伝
統
に

礼
毘
古
命
が
高
皇
産
霊
尊
に
な
っ
た
の

主
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か

派
兵
に
あ
た
っ
て
）
既
に
し
て
神
の
誨

身
に
服
ひ
て
壽
命
を
守
ら
む
。
荒
魂

喚
し
て
、
審
神
者
に
す
。

（
神

う
し
て
七
日
七
夜
か
か
っ
て
「
神
風
の

鈴
宮
に
所
居
す
神
、
名
は
撞
賢
木
厳
之

小
門
の
水
底
に
所
居
て
、
水
葉
も
稚

男
・
底
筒
男
の
神
有
す
」
と
い
う
神
の

り
、
熊
襲
国
を
撃
つ
こ
と
に
成
功
し
た

礼
ひ
た
ま
ふ
。
因
り
て
依

功
皇
后
摂
政
前
紀
九
月
条
）

筒
男
、
三
の
神
、
皇
后
に

田
邑
に
祭
は
し
め
よ
」
と

祖
田
裳
見
宿
禰
、
皇
后
に

ま
ふ
地
を
ば
、
必
ず
定
め

魂
を
祭
ひ
た
て
ま
つ
る
神

て
の
存
在
で
あ
っ
た
と
語

に
お
い
て
、
天
皇
に
代
わ

従
っ
て
、
い
わ
ば
神
武
紀

と
同
じ
あ
り
よ
う
で
統
治

。
同
じ
神
功
皇
后
紀
に
は
、

ふ
る
こ
と
有
り
て
曰
は
く
、

は
先
鋒
と
し
て
師
船
を
導

一
二

功
皇
后
摂
政
前
紀
三
月
条
）

伊
勢
国
の
百
傳
ふ
度
逢
県

御
魂
天
疎
向
津
媛
命
」
と

に
出
で
居
る
神
、
名
は
表

名
乗
り
を
得
て
、
神
の
教

と
い
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、



崇
神
天
皇

う
と
す
る
も
の
で
あ

承
の
形
成
は
、
こ
こ

え
ば
赤
土
を
散
ら
す

〇
｜
一
八
四
上
）
に

典
結
集

業
へ
の
参

紀
は
こ
の
よ
う
な
基

祭
祀
伝
承
を
位
置
づ

お
わ

以
上
の
よ
う
に
み

祀
の
伝
承
は
、
三
輪

紀
の
説
こ
う
と
す
る

と
い
っ
た
記
事
が
見

男
性
を
宛
て
て
お
り

こ
の
よ
う
に
、
大

斎
宮
を
除
く
と
、
崇

地
方
に
お
い
て
も
姫

せ
ら
れ
た
と
語
ろ
う

定
が
事
実
で
あ
っ
た

主
と
す
。
仍
り
て

の
大
物
主
神
祭
祀

っ
た
と
わ
か
る
。
三
輪
氏
の
大
物
主
神

に
触
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
三
輪
山

モ
チ
ー
フ
は
『
龍
樹
菩
薩
伝
』（『
大
正

、
ま
た
鈎
穴
の
モ
チ
ー
フ
は
『
大
智
度

加
の
物
語
に
み
え
る
モ
チ
ー
フ
（『
大

本
的
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
崇
神
天
皇

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

り
に

て
く
る
と
、
崇
神
紀
の
大
田
田
根
子
に

氏
の
氏
族
伝
承
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、

と
こ
ろ
は
崇
神
天
皇
の
神
祇
祭
祀
の
制

え
る
。
こ
こ
で
は
と
も
に
神
の
司
祭
者

、
女
性
の
司
祭
者
を
設
定
し
て
い
る
わ

和
朝
廷
の
神
祇
祭
祀
は
、
天
照
大
神
の

神
朝
を
境
と
し
て
天
皇
の
祭
祀
権
を
男

彦
制
的
祭
政
の
あ
り
よ
う
は
男
性
神
主

と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
と
よ

と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事

祠
を
穴
門
の
山
田
邑
に
立
つ
。
（
神

の
祭
祀
権
掌
握
伝

伝
説
に
つ
い
て
い

新
修
大
蔵
経
』
五

論
』
の
阿
難
の
経

正
新
修
大
蔵
経
』

和
六
一
年

西
郷
信

吉
井
巌

昭
和
五
一

天
皇
中
心

本
居
宣

に
よ
る
大
物
主
神

よ
る
大
物
主
神
祭

こ
れ
に
よ
っ
て
記

度
の
転
換
を
語
ろ

吉
井
巌

昭
和
五
一

佐
々
木
幹

松
前
健

前
健
著
作

上
田
正
昭

稀
記
念
日

西
條
勉

（『
古
事
記

和
田
萃

と
し
て
の
神
主
に

け
で
は
な
い
。

司
祭
者
と
し
て
の

性
司
祭
者
に
委
ね
、

の
祭
祀
に
変
化
さ

り
、
こ
の
時
代
設

実
は
ど
う
で
あ
れ
、

紀
以
前
に
溯

に
指
摘
し
た

も
あ
れ
、
崇

心
と
す
る
中

皇
の
時
代
に

注

功
皇
后
摂
政
前
紀
）

（
二
五
｜
六
九

一
二
月
）。

綱
『
古
代
人
と
夢
』（
昭
和
四
七
年
五
月
）。

「
崇
神
王
朝
の
始
祖
伝
承
と
そ
の
変
遷
」（

年
六
月
）、
和
田
萃
前
掲
「
古
代
の
祭
祀
と

の
祭
祀
の
時
代
と
み
る
。。

長
『
古
事
記
伝
』
二
十
一
・
黒
田
宮
巻
（

「
崇
神
王
朝
の
始
祖
伝
承
と
そ
の
変
遷
」

年
六
月
）。

雄
「
三
輪
と
陶
邑
」（『
大
神
神
社
史
』
昭
和

「
三
輪
山
伝
説
と
大
神
氏
」（「
山
辺
道
」
第

集
』
第
十
巻
所
収
）。

「
神
婚
伝
承
の
展
開
｜
三
輪
山
の
神
を
め
ぐ

本
文
化
史
論
叢
』
昭
和
五
一
年
一
月
）。

「
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
登
場
｜
ヒ
メ
・
ヒ
コ

研
究
大
系
三

古
事
記
の
構
想
』
一
九
九
四

「
古
代
の
祭
祀
と
政
治
」（『
日
本
の
古
代
７

る
ほ
ど
古
い
伝
承
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

よ
う
な
問
題
を
も
検
討
し
て
見
る
必
要

神
紀
は
三
輪
氏
の
氏
族
伝
承
を
利
用
し

央
集
権
的
神
祇
祭
祀
制
度
が
如
何
に
整

お
い
て
語
っ
て
い
る
と
み
た
い
。

上
））
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
指

一
三

『
天
皇
の
系
譜
と
そ
の
神
話
』

政
治
」
は
、
崇
神
朝
を
男
性

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十

昭

（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
二

五
〇
年
一
〇
月
）。

号

昭
和
五
〇
年
三
月
『
松

っ
て
｜
」（『
柴
田
実
先
生
古

制
は
如
何
に
終
焉
し
た
か
」

年
一
二
月
）。

ま
つ
り
ご
と
の
展
開
』
昭

も
問
題
で
あ
り
、
な
お
別

も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と

な
が
ら
、
男
性
神
主
を
中

え
ら
れ
た
か
を
、
崇
神
天

摘
も
あ
る
よ
う
に
、
六
世



美
和
」
第
八
三
号

阿
倍
武
彦
「
大

月
）。洞

富
雄
『
日
本

藤
原
茂
樹
「
垂

（『
古
事
記
研
究
大

瀬
間
正
之
『
記

福
島
秋
穂
『
記
紀

中
川
ゆ
か
り
「
鉤

崇
神
天
皇

和
四
三
年
一
一
月

坂
本
太
郎
他
『

注

参
照
。

中
村
浩
「
和
泉

月
『
和
泉
陶
邑
窯

中
村
浩

前
掲

和
田
萃

前
掲

拙
稿
「
大
物
主

平
成
四
年
七
月
）。

神
（
大
三
輪
）
氏
と
当
社
」（『
大
神
神
社
史

母
権
制
社
会
の
成
立
』（
昭
和
四
四
年
八
月

仁
天
皇
論
ー
古
事
記
に
お
け
る
後
継
者
お
よ

系
六

古
事
記
の
天
皇
』
一
九
九
四
年
八
月

紀
の
文
字
表
現
と
漢
訳
仏
典
』（
平
成
六
年

神
話
伝
説
の
研
究
』（
昭
和
六
三
年
六
月
）。

穴
を
通
神
」（『
古
事
記
年
報
』
三
十
八

平

の
大
物
主
神
祭
祀

）。日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
上
』
頭
注

陶
邑
窯
の
成
立
」（『
日
本
書
紀
研
究
』
第
七

の
研
究
』
所
収
）。

論
文
。

論
文
。

神
の
祭
祀
権
掌
握
伝
承
｜
三
輪
君
渡
来
系
説

』
昭
和
五
〇
年
一
〇

）。び
天
皇
像
の
変
遷
」

）。
一
〇
月
）。

成
八
年
一
月
）。

（
昭
和
四
二
年
三
月
）。

集

昭
和
四
八
年
六

へ
の
疑
問
｜
」（「
大

一
四


