
『
古
事
記

穴
牟
遅
神
の
受
難
、

沼
河
比
売
へ
の
求

孫
、

少
毘
古

神

孫
の
よ
う
に
構
成
さ

右
の
中
で
国
作
り

は
じ

『
古
事
記
』
に
は
国

い
て
、「
天
地
初
発
之

あ
り
、
整
え
ら
れ
て

そ
の
ク
ニ
を
整
え
る

此
の
大
国
主
神
の
兄

主
神
に
避
り
き
。
避

『
古

』
国
作
り
神
の
歌
謡

根
堅
州
国
で
の
試
練
、

大
国
主
神

婚
、

須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬
と
和
解
、

と
の
国
作
り
、

三
諸
山
の
神
を
祀
る

れ
て
い
る
。

の
こ
と
は
、
具
体
的
に
は

以
下
に
表

め
に作

り
に
関
わ
る
大
国
主
神
の
物
語
が

時
」
の
後
に
国
を
生
む
神
は
イ
ザ
ナ

ゆ
く
神
話
的
領
域
の
ひ
と
つ
「
葦
原
中

の
は
、
大
国
主
神
で
あ
る
。
こ
の
神

弟
は
、
八
十
神
坐
し
き
。
然
れ
ど
も
、

り
し
所
以
は

」
と
始
め
ら
れ
、

稻

事
記
』
国
作
り
神
の
歌

｜
八
島
国
と
高
志
国
｜

と
し
て
の
国
作
り
、

大
国
主
神
の
子

、

大
年
神
の
子

わ
れ
る
。
す
な
わ

「
其
の
国
を
作

の
共
同
作
業

っ
て
の
ち
、

こ
の
神
の
前

く
我
が
前
を

あ
る
。『
記
』
に
お

キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
で

国
」
に
関
わ
っ
て

の
物
語
は
、「
故
、

皆
、
国
を
ば
大
国

羽
の
素
兎
、

大

国
玉
の
神
」

矢
」
を
も
っ

十
神
を
追
ひ

ひ
撥
ひ
て
、

の
御
大
の
御

り
来
る
」
こ

カ
ム
ム
ス
ヒ

謡

ち
、
根
堅
州

二

り
堅
め
む
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
国

と
し
て
語
ら
れ
る
。

で
は
、
ス
ク
ナ

「
吾
独
り
し
て
何
に
か
能
く
此
の
国
を

に
、「
海
を
光
ら
し
て
依
り
来
る
神
」

治
め
ば
、
吾
、
能
く
共
与
に
相
作
り
成

の
称
号
を
得
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
よ
り
奪
い

て
国
作
り
を
す
る
。「
故
、
其
の
大
刀

避
り
し
時
に
、
坂
の
御
尾
ご
と
に
追
ひ

始
め
て
国
を
作
り
き
」
と
あ
る
と
こ
ろ

前
に
坐
す
」
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
も
と
に

の
神
の
名
を
、
神
産
巣
日
御
祖
命
に
問

の
言
に
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
（
少
毘
古

駒

木

国
の
ス
サ
ノ
ヲ
（
須
佐
之
男
）
命
か
ら

二
三

作
り
は
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と

ビ
コ
ナ
が
常
世
の
国
に
渡

作
る
こ
と
得
む
」
と
嘆
く

が
あ
り
、
そ
の
神
の
「
能

さ
む
」
の
言
に
応
え
て
、

取
っ
た
「
生
大
刀
・
生
弓

・
弓
を
持
ち
て
、
其
の
八

伏
せ
、
河
の
瀬
ご
と
に
追

で
あ
る
。

は
、「
出
雲

、
波
の
穂
を
伝
っ
て
「
帰

い
た
だ
す
部
分
で
あ
る
。

）
神
と
兄
弟
と
な
っ
て

敏

「
大
国
主
の
神
、
宇
都
志



物
語
は
、
国
作
り
の

そ
れ
が
な
ぜ
に
高
志

っ
て
の
こ
と
で
あ
る

一

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

営
為
で
は
直
接
的
に

「
国
生
み
」「
神
生
み

こ
の
一
連
に
お
い

矛
）
神
を
中
心
と
す

れ
ま
で
オ
オ
ア
ナ
ム

語
が
、
突
然
ヤ
チ
ホ

る
と
直
接
に
国
作
り

オ
ク
ニ
ヌ
シ
物
語
の

『
古
事
記

そ
の
神
を
倭
の
御
諸

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

の
国
作
り
の
内
容
は

の
国
作
り
そ
の
も
の

を
継
承
す
る
も
の
と

神
の
「
た
だ
よ
へ
る

物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
う

国
の
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
（
沼
河
比
売
）
へ

の
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
小
考
を
試
み

大
国
主
神
の
国
作
り
の
位
相

国
作
り
は
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
の
営
為
、

表
現
さ
れ
る
が
、
高
志
国
の
ヌ
ナ
カ
ハ

」
と
ま
っ
た
く
同
位
相
の
も
の
で
は
な

て
、

に
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
別
名

る
歌
謡
群
が
あ
る
。
こ
の
歌
謡
物
語
の

ヂ
（
大
穴
牟
遅
）
神
の
名
を
も
っ
て
述

コ
の
名
を
主
に
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と

に
関
連
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
た
な
い

中
で
一
見
し
て
孤
立
し
た
印
象
を
与
え

』
国
作
り
神
の
歌
謡

山
に
祀
る
こ
と
に
な
る
。

国
作
り
は
以
上
の
よ
う
に
表
わ
れ
る
の

、
上
記
の
範
囲
で
は
具
体
的
で
は
な
い

は
、
キ
・
ミ
二
神
の
「
い
ま
だ
作
り
竟

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ

国
を
修
理
ひ
固
め
成
（
修
理
固
成
）」

る
の
か
、
ま
た
、

の
妻
問
い
を
め
ぐ

た
い
。

三
諸
山
の
神
と
の

ヒ
メ
へ
の
妻
問
い

着
手
し
た
と

続
す
る
も
の

し
か
し
な
が

い
、

・

環
に
位
置
づ

従
来
、

・

の
国

い
。

ヤ
チ
ホ
コ
（
八
千

部
分
の
み
は
、
そ

べ
ら
れ
て
き
た
物

や
、

と
比
べ

こ
と
も
あ
り
、
オ

る
。

の
歌
謡

イ
・
大

少
毘

三
諸

系
譜
（

す
な
わ
ち
、

名
に
集
約
さ

ニ
ヌ
シ
が
、

で
あ
る
が
、
肝
心

。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

ら
」
ざ
る
国
作
り

れ
は
、
キ
・
ミ
二

す
こ
と
と
し
て
の

に
は
、
直
接

と
ヤ
チ
ホ
コ

こ
の
神
の

根
堅

上
比
売

沼
河

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
以
後
の

で
あ
る
（『
注
解
』）
と
す
れ
ば
、

の

ら
、
根
堅
州
国
か
ら
の
帰
還
後
に
「
始

に
そ
れ
が
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら

け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
あ

と

・

と
は
内
容
的
に
乖
離
す
る
も

作
り
を
農
耕
的
、
開
拓
的
な
も
の
と
理

国
主
神
の
系
譜
（

）

古

神
と
の
国
作
り
（

）

山
の
神
を
祀
る
こ
と
に
よ
る
国
作
り

）に
い
う
「
始
め
て
国
を
作
り
き
」
は

れ
る
よ
う
に
、
幾
多
の
苦
難
を
克
服
し

八
十
神
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
神
と
し
て 二

「
国
作
り
」
に
関
す
る
表
現
は
な
い
。

の
妻
問
い
物
語
と
は
い
か
に
結
び
つ
い

国
作
り
は
、
記
事
の
並
び
と
し
て
は
以

州
国
か
ら
の
帰
還
と
国
作
り
（

）

と
適
妻
・
須
世
理
毘
売
）

比
売
へ
の
求
婚
、
須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬

・

の
「
国
作
り
」
に
継

み
が
そ
こ
か
ら
外
れ
る
。

め
て
」
国
作
り
し
た
と
い

、

も
ま
た
国
作
り
の
一

る
ま
い
か
。

の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

解
す
る
向
き
が
強
か
っ
た

（

）

ウ
・
大
年
神
の

、
ス
サ
ノ
ヲ
の
祝
福
、
命

て
神
格
を
転
じ
た
オ
ホ
ク

、
葦
原
中
国
の
国
作
り
に

二
四

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

下
の
よ
う
に
表
わ
れ
る
。

ア
・
系
譜
的
記
事
（
八

と
和
解
（

、

）



『
古
事
記

耕
、
穀
物
栽
培
と
い

う
に
、
農
耕
文
化
的

あ
る
が
、
こ
の
神
は

農
耕
的
性
格
が
想
定

「
倭
」
の
「
御
諸
山
の

「
五
百
津
鋤
々
猶
所

づ
く
推
定
（『
思
想
大

作
り
と
す
る
理
解
は

こ
れ
ら
に
対
し
て

耕
文
化
的
行
為
」、

意
図
と
い
う
観
点
か

し
て
い
る
。

の
ス

地
を
開
拓
す
る
こ
と

と
農
耕
」（『
思
想
大

て
、「
あ
く
ま
で
も
ま

意
」
と
し
、
こ
の
国

の
一
つ
の
抽
象
的
な

っ
て
の
八
十
神
の
撃

ベ
ル
の
国
作
り
と
す

た
め
で
あ
る
。
菅
野

』
国
作
り
神
の
歌
謡

う
行
為
が
想
定
さ
れ
る
が
、
明
白
で
は

と
言
い
切
れ
る
ほ
ど
明
確
に
述
べ
ら
れ

穀
霊
神
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
い
え

で
き
る
か
ど
う
か
も
明
確
で
は
な
い

上
」
に
祀
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、

取
々
而
、
所
造
天
下
大
穴
持
命
」

系

古
事
記
』）
で
あ
り
、
武
力
に
よ

、
前
記

の
部
分
に
比
重
を
か
け
た
解

金
井
清
一
氏
は
、

が
「
戦
闘
平
定

が
「
農
耕
・
祭
祀
行
為
」
と
見
て
、

ら
み
て
『
国
』
を
『
作
る
』
と
い
う
の

ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
の
共
同
作
業
に
つ
い
て

」（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

古
事
記

系

古
事
記
』）
な
ど
の
理
解
を
批
判

つ
ろ
は
ぬ
人
ど
も
を
言
向
け
和
平
す

作
り
は
『
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い

国
作
り
の
物
語
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る

退
の
記
事
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

る
理
解
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇

雅
雄
氏
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作

な
い
」
と
す
る
よ

て
は
い
な
い
の
で

る
。
ま
た
、

に

が
、
こ
の
神
は
、

『
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、

が
反
復
さ
れ

は
完
結
す
る

こ
う
考
え

に
配
置
さ
れ

念
に
要
請
さ

な
ど
の
記
述
に
基

る
国
土
平
定
の
国

釈
で
あ
る
。

行
為
」、

が
「
農

「
こ
れ
ら
の
行
為
を

で
あ
る
」
と
整
理

は
、
氏
自
ら
「
農

た
こ
と
を
述

具
体
的
に

ヌ
シ
の
国
作

刀
・
弓
を
持

と
の
国
作
り

な
る
で
あ
ろ

作
り
が
開
始

』）、「
土
地
の
開
拓

的
に
と
ら
え
直
し

〈
国
土
平
定

の

「『
古
事
記
』
独
自

。
大
刀
・
弓
を
持

開
拓
・
農
耕
の
レ

郡
出
雲
神
戸
条
の

大
和
成

と
も
あ
る
よ

と
が
関
わ
っ

『
能
く
我
が
前

倭
の
青
垣
の

え
た
と
い
う

奉
祭
す
る
こ

り
に
つ
い
て
、「
農

こ
の
御

二

、
こ
れ
ら
が
全
円
的
に
満
た
さ
れ
て
、

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

て
く
る
と
、
武
器
を
名
に
負
う
ヤ
チ
ホ

て
い
る
こ
と
に
も
、
大
八
島
国
の
整
序

れ
て
あ
る
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ

べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

述
べ
ら
れ
な
い
こ
と
が
な
お
多
い
け
れ

り
を
金
井
説
に
倣
っ
て
整
理
す
れ
ば

っ
て
の
国
作
り
）、

、
農
耕
的
文
化

）、

、
ヤ
マ
ト
の
主
宰
神
の
祭
祀
（

う
。
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
の
祝
福
と
命
名
に

さ
れ
、
さ
ら
に
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
、
オ
ホ

す

大
物
主
の

醸
み
し
御
酒

幾
久

う
に
、「
大
和
成
す
」、
つ
ま
り
ヤ
マ
ト

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
記
』
で
は
、

を
治
め
ば
、
吾
、
能
く
共
与
に
相
作

東
の
山
に
い
つ
き
奉
れ
」
と
あ
り
、
オ

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
部
分
は
、
御

と
に
よ
っ
て
、
大
八
島
国
（
葦
原
中
国

酒
は

我
が
御
酒
な
ら
ず

二
五

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り

コ
神
の
歌
謡
物
語
が
こ
こ

の
一
環
た
る
国
作
り
の
観

う
。

ど
も
、
以
上
の
オ
ホ
ク
ニ

、

、
軍
事
的
平
定
（
大

の
確
定
（
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ

大
物
主
と
の
国
作
り
）
と

よ
っ
て
、
平
定
征
討
の
国

モ
ノ
ヌ
シ
神
と
の
国
作
り

幾
久
」（
書
紀
一
五
）

の
国
作
り
の
神
で
あ
る
こ

「
其
の
神
の
言
ひ
し
く
、

り
成
さ
む
』」、「
吾
を
ば
、

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
そ
れ
に
応

諸
山
の
神
（
大
物
主
）
を

）
の
国
作
り
が
果
た
さ
れ



こ
と
も
な
い
が
、
妻

全
体
が
国
作
り
神
の

こ
で
、
ヤ
チ
ホ
コ
の

の
国
」
に
向
か
っ
て

二

ヤ
チ
ホ
コ
神
の
物

る
に
ふ
さ
わ
し
い
証

物
語
の
直
後
に
オ
ホ

首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ

そ
の
も
の
の
中
に
、

素
は
な
い
の
か
、
と

の
並
び
は
、

、

（
イ
）
で
い
っ
た
ん
括

『
古
事
記

現
下
の
と
こ
ろ
、

の
徳
を
語
る
と
す
る

論
を
受
け
て
、
二
組

べ
き
も
の
」
を
指
摘

「
遠
い
コ
シ
の
ヌ
ナ
カ

体
を
破
綻
な
く
あ
ら

問
い
の
歌
謡
群
か
ら
な
る
ヤ
チ
ホ
コ
の

定
位
を
述
べ
る
と
も
読
め
る
で
あ
ろ
う

ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
へ
の
妻
問
い
が
八
島
国

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
注
目

ヤ
チ
ホ
コ
神
の
歌
謡
と
八
島
国

語
は
四
首
の
歌
謡
群
を
中
心
と
し
て
構

な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ

ク
ニ
ヌ
シ
の
系
譜
記
事
が
続
く
点
か
ら

の
上
で
、
そ
の
歌
謡
物
語
の
ヌ
ナ
カ
ハ

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

ヤ
チ
ホ
コ
神
の
国
作

い
う
問
題
を
問
う
て
み
た
い
。
な
ぜ
な

以
前
を
国
作
り
神
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

り
、
さ
ら
に
国
作
り
の
完
成
を
述
べ

』
国
作
り
神
の
歌
謡

こ
の

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
偉

神
野
志
隆
光
氏
の
説
が
説
得
的
で
あ
る

み
の
唱
和
（
恋
愛
物
語
）
に
「『
色
好

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
チ
ホ
コ
歌
謡

ハ
ヒ
メ
を
も
妻
と
し
、
正
妻
の
嫉
妬

し
め
て
い
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
オ
ホ
ク

記
事
を
も
含
め
て
、

か
ら
で
あ
る
。
こ

の
果
て
の
「
高
志

さ
れ
る
。

成
さ
れ
、
そ
の
第

と
す
る
の
に

の
で
あ
る
（

こ
の
点
に

み
に
お
け
る

照
応
し
つ
つ

が
で
き
よ
う

ニ
と
い
わ
れ

る
。
ヤ
チ
ホ
コ
の

も
、
こ
の
読
み
は

ヒ
メ
へ
の
妻
問
い

り
に
関
係
す
る
要

ら
ば
、
こ
の
記
事

定
位
と
そ
の
系
譜

る
、
と
読
め
な
い

国
に

の
二

八
嶋
国
に
て

支
持
を
得
て

中
に
妻
を
求

理
解
さ
れ
う

国
』
の
外
に

な
わ
ち
、（
１

大
な
神
の
色
好
み

。
氏
は
折
口
信
夫

み
』
の
徳
と
い
う

物
語
に
つ
い
て
、

を
も
和
め
て
、
全

ニ
ヌ
シ
と
呼
ば
れ

一
首
目
の
ヌ

「
八
千
矛
の

故
志
能
久
邇

し
て

」
の

大
き
く
括
れ

志
の
国
に
、対

し
て
、（
２
）
の
解
は
「
八
島
国
」

『
注
釈
』、『
古
典
集
成

古
事
記
』
な

関
し
て
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

「
大
八
島
」
と
呼
応
し
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ

」「
う
け
と
る
べ
き
」
だ
と
す
る
見
解

。
古
事
記
の
文
脈
に
即
し
て
、
国
作
り

る
と
き
、
そ
れ
は
国
生
み
の
オ
ホ
ヤ
シ

つ
が
あ
る
。（
１
）
は
宣
長
『
古
事
記

、
八
嶋
国
の
中
に
て
と
云
意
な
り
」
と

き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
表
現
は
、（
２

め
え
な
か
っ
た
が
た
め
に
「
遠
々
し
越

る
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
の
解
で
は

あ
る
」（『
古
代
歌
謡
全
注
釈

古
事
記

）
の
解
が
「
八
島
国
」
を
国
生
み
に 二

ナ
カ
ハ
ヒ
メ
へ
の
妻
問
い
に
関
す
る

神
の
命
は

夜
斯
麻
久
爾

都
麻
々

々

賢
し
女
を

有
り
と
聞
か
し
て

表
現
が
あ
る
。
こ
の
「
八
島
国
妻
枕
き

ば
、（
１
）〈
八
島
国
の
あ
ち
こ
ち
に
妻

（
２
）〈
八
島
国
の
中
に
妻
を
求
め
か

を
多
く
の
国
と
理
解
す
る

ど
）。

八
島
国
は
キ
・
の
ミ
国
生

シ
の
「『
始
作
国
也
』
と

（『
注
解
』）
に
従
う
こ
と

の
神
の
側
か
ら
ヤ
シ
マ
ク

マ
ク
ニ
に
関
わ
る
と
す
る

伝
』
が
「
夜
斯
麻
久
爾
は

し
て
以
来
の
解
で
大
方
の

）
の
よ
う
に
、
八
島
国
の

の
国
」
ま
で
出
か
け
た
と

、「『
越
』
の
国
は
『
八
島

編
』）
こ
と
に
な
る
。
す

述
べ
ら
れ
る
「
大
八
島
国
」

二
六

『
記
』
二
番
歌
謡
に
は
、

岐
迦
泥
弖

登
々
富
々
斯

妙
し
女
を

有
り
と
聞
こ

か
ね
て
」
の
解
釈
に
は
、

を
求
め
か
ね
て
、
遠
い
高

ね
て
、
そ
の
外
の
高
志
の



『
古
事
記

こ
と
に
カ
ム
ム
ス
ヒ

ら
の
方
向
性
を
持
つ

て
課
題
と
な
る
「
国

国
作
り
は
キ
・
ミ
二

継
体
紀
七
年
九
月

に
、「
吾
独
り
し
て
何

と
能
く
此
の
国
を
相

ク
ナ
ビ
コ
ナ
、
三
諸

そ
れ
で
な
い
こ
と
は

の
ス
サ
ノ
ヲ
の
保
証

「
海
を
光
ら
し
て
依
り

原
中
国
の
周
辺
の
異

こ
れ
に
関
し
て
は

理
固
成
」
に
対
し
て

が
働
い
て
い
る
点
か

の
国
作
り
は
、
キ
・

よ
、
基
本
的
に
は
二

国
へ
の
神
避
り
に
際

竟
ら
ず
。
故
、
還
る

方
が
自
然
だ
か
ら
で

』
国
作
り
神
の
歌
謡

神
の
命
に
よ
る
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
の
国

と
い
え
る
。
こ
の
国
作
り
が
、『
記
』

譲
り
」
の
前
提
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

神
の
国
作
り
に
連
続
す
る
も
の
と
し
て

条
の
勾
大
兄
皇
子
が
春
日
皇
女
を
妻
問

に
か
能
く
此
の
国
を
作
る
こ
と
得
む

作
ら
む
」
と
嘆
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
オ

の
神
（
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
）
の
対
偶
が
キ

国
作
り
の
位
相
の
違
い
を
暗
示
し
て
い

に
よ
る
国
作
り
、
常
世
か
ら
寄
り
来
る

来
る
」
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
の
国
作
り

界
か
ら
の
保
証
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
点

、「
天
つ
神
諸
の
命
」
に
基
づ
く
キ

、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
に
は
他
の

ら
、
直
接
に
は

が
ら
な
い
と
す
る
見

ミ
二
神
の
国
作
り
に
せ
よ
オ
ホ
ク
ニ
ヌ

神
対
偶
の
作
業
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
吾
と
汝
と
作
れ

べ
し
」
と
嘆
き
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
常

あ
る
。

作
り
は
、
天
神
か

の
文
脈
で
は
や
が

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

よ
い
と
考
え
る
。

う
た
時
の
歌
謡
は
、

問
い
は
国
々

「
八
島
国

す
不
明
瞭
な

。
孰
れ
の
神
か
吾

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス

・
ミ
（
男
女
）
の

よ
う
が
、
根
の
国

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
、

は
、
い
ず
れ
も
葦

も
同
じ
で
あ
る
。

い
て
も
『
注

妻
を
求
め
か

と
読
ん
で
よ

も
、『
紀
』
九

番
歌
の
神
の

国

妻
枕
き

選
ば
れ
た
優

・
ミ
二
神
の
「
修

世
界
か
ら
の
意
志

方
も
あ
る
。『
記
』

シ
の
国
作
り
に
せ

イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉

る
国
、
未
だ
作
り

世
国
に
渡
り
し
後

と
聞
き

と
始
め
ら
れ

二
番
の
「
八

か
ね
て
」「
八

の
場
合
、「
春

ら
、『
紀
』
九

ぎ
合
わ
せ
た

八
島
国

二

の
秩
序
化
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三

八
島
国
と
大
八
島
国

妻
枕
き
か
ね
て
」
の
語
法
は
、
確
か

要
素
を
含
む
け
れ
ど
も
、
こ
の
部
分
の

解
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、

ね
て
」
と
解
釈
し
て
、
記
二
番
歌
の
高

い
こ
と
を
示
す
資
料
と
な
る
。「
疑
神

六
番
歌
が
継
体
紀
の
も
の
と
し
て
あ

妻
問
い
を
規
範
と
し
て
意
識
し
て
い
る

か
ね
て
」
の
表
現
は
、
沼
河
比
売
や
春

れ
た
女
性
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

て

宜
し
女
を

有
り
と
聞
き
て

、
こ
の
冒
頭
部
は
『
記
』
二
番
歌
と
ほ

島
国

妻
枕
き
か
ね
て
」
の
表
現
を

島
国
の
外
の
高
志
の
国
に
」
と
解
釈

日
の
国
」
が
八
島
国
の
外
と
す
る
こ

六
番
歌
が
『
記
』
二
番
歌
の
表
現
を

と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
と
位
置
づ
け

妻
枕
き
か
ね
て

春
日
の

春
日
の

二
七

に
両
様
の
解
釈
を
も
た
ら

解
釈
の
分
岐
点
は
、
ヤ
シ

「
八
島
国
の
あ
ち
こ
ち
で

志
が
八
島
国
の
内
に
あ
る

語
体
」
で
は
あ
る
に
し
て

り
え
た
こ
と
は
、『
記
』
二

か
ら
で
あ
ろ
う
。「
八
島

日
皇
女
が
多
く
の
中
か
ら

い
え
る
。
神
や
天
皇
の
妻

（
書
紀
九
六
）

ぼ
同
じ
で
あ
る
。『
記
』

「
八
島
国
の
内
に
妻
を
求
め

す
る
立
場
は
、
こ
の
歌
謡

と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
か

そ
の
ま
ま
取
り
込
み
、
継

る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ

国
に

妙
し
女
を

有
り



記
』
が
『
書
紀
』
神

よ
う
に
、
そ
れ
は
国

実
的
、
地
上
的
次
元

「
葦
原
中
国
」
が
こ
の

や
方
向
性
を
異
に
し

さ
て
、『
記
』
に
オ

原
大
宮
に
大
八
州
を

っ
て
示
す
中
の
第
三

五
つ
の
書
式
の
う
ち

と
ほ
ぼ
同
一
の
字
句

養
老
令
と
ほ
ぼ
同
一

ク
ニ
の
国
号
は
「
大

オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ

と
し
て
の
国
土
と
い

『
古
事
記

マ
ク
ニ
の
理
解
に
関

解
は
、
一
方
に
オ
ホ

の
二
つ
の
表
記
の
系

ま
ず
、
オ
ホ
ヤ
シ

国
号
で
あ
る
。
す
な

式
令
第
廿
一
・
詔
書

代
上
本
文
の
「
大
八
洲
」
生
成
の
条
を

生
み
に
よ
り
画
定
さ
れ
た
版
図
と
も
呼

に
お
い
て
「
制
度
化
さ
れ
た
国
号
」
と

国
土
を
神
話
的
に
保
証
す
る
名
称
で

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
が
表
わ
れ
る
の

御
所
め
た
ま
ひ
し
天
皇
御
世
」（
序
文

項
目
に
「
明
神
御
大
八
州
天
皇
詔
旨
云

五
番
め
の
「
詔
旨
云
々
」
の
表
記
を
除

が
「
大
宝
令
」
か
ら
も
復
原
で
き
る

の
字
句
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
」
か

宝
令
」
に
は
定
着
し
て
い
た
と
し
て
よ

の
語
は
、
明
ら
か
に
天
皇
の
支
配
、
統

う
意
味
を
付
与
さ
れ
て
あ
る
。『
令
集

』
国
作
り
神
の
歌
謡

わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ヤ
シ

ヤ
シ
マ
ク
ニ
（「
大
八
島
（
嶋
）
国
」・

統
を
も
つ
）
の
語
が
あ
る
こ
と
と
不
可

マ
ク
ニ
は
天
皇
の
天
下
統
治
と
結
び
つ

わ
ち
、
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
は
、

式
」
に
よ
れ
ば
、
詔
冒
頭
の
天
皇
の
表

挙
げ
て
注
解
す
る

応
す
る
。
こ
の
現

し
て
の
名
辞
は
、

あ
る
こ
と
と
、
や

は
、

．

「
飛
鳥
清

）、

．

「
大
八
島

こ
れ
ら
の

シ
マ
は
七
世

て
よ
い
で
あ

な
る
意
味
を

「
大
八
島
」
の

と
考
え
ら
れ

さ
ら
に
、

云
」
と
表
わ
れ
る
。

い
て
、「
養
老
令
」

こ
と
か
ら
、「
他
は

ら
、
オ
ホ
ヤ
シ
マ

い
よ
う
で
あ
る
。

治
に
関
わ
る
版
図

解
』
所
引
の
『
古

朝
と
し
、
特

指
摘
し
て
い

国
天
皇
」（
大

「
浄
治
四
方
大

詞
）
の
存
在

こ
れ
ら
の
説

オ
ホ
ヤ
シ
マ

マ
ク
ニ
の
語
の
理

「
大
八
州
（
洲
）」

分
で
あ
る
。

い
て
定
位
さ
れ
た

『
養
老
令
』
の
「
公

記
を
五
例
に
わ
た

国
」（
上
巻

坐
し
て
大
八

行
記
・
小
碓

こ
の
オ
ホ

州
」
の
初
見

御
大
八
州
日

諸
説
を
精
査
し
て
寺
川
真
知
夫
氏
が
述

紀
以
後
の
天
皇
の
直
接
統
治
す
る
現
実

ろ
う
。
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
が
普
通
名
詞

担
っ
て
存
在
し
た
か
は
明
ら
か
で
は

表
現
は
、
明
ら
か
に
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク

る
。

ヤ
シ
マ
ク
ニ
に
関
し
て
は
、
次
の
万
葉

に
、
神
語
に
み
ら
れ
る
「
八
島
国
」
と

る
。
他
方
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
孝
徳

化
二
年
三
月
壬
午
条
、
皇
太
子
の
名

八
嶋
」（
白
雉
元
年
二
月
戊
寅
条
、

か
ら
、
孝
徳
朝
に
ま
で
遡
り
う
る
と
す

で
は
、
孝
徳
紀
の
「
八
島
国
」
や
「
四

ク
ニ
観
念
の
形
成
を
見
よ
う
と
す
る
。 二

「
国
生
み
」
条
）、

．

「
詔
ひ
し
く
は

島
国
を
知
ら
す
、
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和

命
の
西
征
）
の
三
ケ
所
で
あ
る
。

ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
に
つ
い
て
岡
田
精

が
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
年
正
月
条

本
根
子
天
皇
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「

べ
る
よ
う
に
、「
オ
ホ
ヤ

的
な
国
土
を
い
う
」
と
し

と
し
て
い
つ
頃
か
ら
い
か

な
い
が
、「
八
島
国
」
や

ニ
の
観
念
を
担
っ
て
い
た

歌
の
存
在
の
意
味
す
る
と

は
区
別
す
る
べ
き
こ
と
を

紀
の
「
現
為
明
神
御
八
嶋

代
・
子
代
奉
献
の
奏
）、

白
雉
出
現
の
皇
太
子
の
賀

る
考
え
も
あ
る
。
そ
し
て
、

方
大
八
島
」
の
表
現
に
、

二
八

、『
吾
は
纏
向
の
日
代
宮
に

気
天
皇
の
御
子
ぞ
」（
景

司
氏
は
、
明
確
な
「
大
八

の
詔
に
表
わ
れ
る
「
明
神

大
八
州
」
の
成
立
を
天
武



『
古
事
記

「
明
神
御
大
八
州
天
皇

釈
』
は
「
明
つ
神
」

武
紀
」
十
二
年
、『
続

に
」
に
つ
い
て
も
『

い
る
。
吉
井
巌
『
萬

歌
集
）

こ
こ
に
表
わ
れ
る
「

い
は
シ
マ
か
ら
成
る

シ
マ
ク
ニ
の
意
味
を

さ
れ
た
も
の
で
あ
る

意
味
を
担
っ
て
い
る

神
吾
皇
）」、「
八
島
」

明
つ
神

我
が

れ
ど
も

里
は

川
並
の

立
ち

ま
つ
り

高
知

歌
集
）

八
千
桙
の

神

船
人
の

定
め

こ
ろ
も
参
考
に
な
る

』
国
作
り
神
の
歌
謡

（
詔
旨
）」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
沢
瀉

に
つ
い
て
、「
公
式
令
義
解
の
詔
書
式

紀
』
文
武
元
年
の
詔
を
引
い
て
説
明

記
』
の
国
生
み
条
を
引
き
「
日
本
列
島

葉
集
全
注
巻
六
』
も
「
明
つ
神
」
に

八
島
」
や
「
八
島
国
」
は
「
多
く
の
シ

）
国
土
」
の
意
と
し
て
理
解
さ
れ
て

「
大
八
島
国
」
の
意
味
で
は
な
い
と
す

が
、
む
し
ろ
前
記
の
「
八
島
国
」
や

と
す
る
方
が
よ
い
。
前
者
の
「
明
つ
神

な
ど
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
「
公
式

大
君
の

天
の
下

八
嶋
之
中
尓

国

し
も

さ
は
に
あ
れ
ど
も

山
並
み

合
ふ
里
と

山
背
の

鹿
背
山
の
際
に

ら
す

布
当
の
宮
は

（
六
・
一
〇
五

の
御
代
よ
り

百
船
の

泊
つ
る
泊
り

て
し

敏
馬
の
浦
は

（
六
・
一
〇
六

。

久
孝
『
萬
葉
集
注

」「
孝
徳
紀
」「
天

し
、「
八
島
の
中

を
指
す
」
と
し
て

つ
い
て
、「
大
宝
の

は
な
い
が
、

え
な
い
の
で

規
範
化
さ
れ

シ
マ
ク
ニ
の

え
ら
れ
る
。

マ
の
あ
る
（
あ
る

、『
記
』
歌
謡
の
ヤ

る
説
の
類
例
と
も

「
八
州
」
に
通
じ
る

わ
が
大
君
（
明
津

令
」
の
規
定
す
る

分
か
ち
が
た

こ
れ
ら
を

原
を
開
か
れ

る
天
下
で
あ

こ
の
よ
う

の
島
々
か
ら

さ
れ
る
。
普

は
し
も

多
く
あ

の

宜
し
き
国
と

宮
柱

太
敷
き

〇
、
田
辺
福
麻
呂

と

八
嶋
国

百

五
、
田
辺
福
麻
呂

受
け
た
」
も

に
『
八
島
国

現
で
あ
ろ
う

中
に
す
で
に

「
天
下
」
と
し

さ
ら
に
後

御
代
」
に
お

『
公
式
令
』」

二

そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
ヤ
シ
マ
ク
ニ

あ
る
。
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
は
、「
公
式

て
い
な
い
形
式
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も

意
を
内
包
し
、
国
土
、
国
号
と
し
て
の

く
存
在
し
て
い
る
。

通
し
て
み
れ
ば
、
ヤ
シ
マ
ク
ニ
が
ヤ
チ

た
こ
と
と
、
そ
こ
が
「
明
つ
神
」
た
る

る
こ
と
と
が
明
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

に
み
て
く
る
と
、『
記
』
歌
謡
の
ヤ
シ

な
る
国
土
」
と
い
う
普
通
名
詞
的
な
意

通
名
詞
と
し
て
の
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
語
の

の
と
見
、「
八
島
」
に
つ
い
て
は
「
日

』
と
あ
り
、
こ
の
表
現
も
『
公
式
令
』

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の
ヤ
シ
マ
も
、

明
示
的
で
は
あ
る
が
、「
明
つ
神
」
と

て
の
そ
れ
を
い
う
の
で
あ
る
。

者
に
お
い
て
は
、
そ
の
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の

い
て
把
握
さ
れ
て
い
て
、
ヤ
チ
ホ
コ
神

で
定
め
ら
れ
た
と
し
て
、「
福
麻
呂
の

二
九

の
確
実
な
用
例
を
確
か
め

令
・
詔
書
式
」
の
よ
う
に

、
版
図
と
し
て
の
オ
ホ
ヤ

意
義
を
有
し
て
い
た
と
考

ホ
コ
神
に
よ
っ
て
そ
の
始

天
皇
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

こ
と
に
な
る
。

マ
ク
ニ
に
つ
い
て
「
多
く

味
を
想
定
す
る
の
は
躊
躇

存
在
を
否
定
す
る
も
の
で

本
の
国
の
意
。
一
〇
六
五

に
示
す
当
時
の
公
用
的
表

「
明
つ
神

天
の
下
」
の

し
て
の
天
皇
が
統
治
す
る

始
原
が
「
八
千
桙
の
神
の

と
八
島
国
平
定
の
記
憶
は

使
用
は
こ
の
令
の
書
式
を



『
書
紀
』
の
国
生
み

る
。『
書
紀
』「
神
代

胞
と
」
し
て
生
み
な

豊
秋
津
洲
・
伊
豫
二

備
子
洲
」
で
あ
る
。

下
の
島
島
の
名
は
、

を
示
す
も
の
で
あ
ろ

こ
こ
で
、『
記
』
の

け
ば
、「
淡
道
之
穂

島
・
伊
伎
島
・
津
島

倭
」
を
中
心
と
す
る

で
あ
る
。
八
島
国
を

佐
渡
島
を
北
限
と
し

位
置
す
る
と
い
え
る

『
古
事
記

四

『
記
』
に
お
い
て
、

味
が
あ
り
、
ヤ
チ
ホ

「
遠
々
し

高
志
の
国

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

条
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ

上
」
第
四
段
の
本
文
に
よ
れ
ば
、「
先

さ
れ
た
「
大
八
洲
国
」
を
構
成
す
る

名
洲
・
筑
紫
洲
・
億
岐
洲
・
佐
渡
洲
・

こ
の
条
に
つ
い
て
、『
古
典
大
系

日

神
話
の
成
立
の
頃
、
大
和
朝
廷
の
統
治

う
。
一
書
を
含
め
て
、
そ
の
大
部
分
は

「
国
生
み
」
条
に
お
け
る
八
つ
の
島

之
狭
別
島
・
伊
予
之
二
名
島
・
隠
岐

・
佐
度
島
・
大
倭
豊
秋
津
島
」
で
あ
る

西
部
日
本
の
島
々
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

構
成
す
る
こ
れ
ら
の
島
々
の
名
に
よ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、「
高
志
国
」
は
そ

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

』
国
作
り
神
の
歌
謡

大
八
島
国
と
高
志
国

八
島
国
の
版
図
と
高
志
国
の
位
置
関

コ
神
の
国
作
り
は
そ
こ
に
関
連
し
て

」
を
詠
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
こ

ら
な
い
。

と
は
確
か
め
ら
れ

づ
淡
路
洲
を
以
て

島
々
は
、「
大
日
本

越
洲
・
大
洲
・
吉

本
書
紀
』
は
、「
以

し
た
領
土
の
範
囲

、
ア
キ
ヅ
島
に
始

の
「
大
倭
豊

る
と
す
る
の

を
構
成
す
る

別
の
空
間
領

中
に
高
志
国

こ
と
は
、

「
倭
」「
大
倭

嶼
を
確
認
し
て
お

之
三
子
島
・
筑
紫

。
こ
れ
ら
が
「
大

は
、
周
知
の
こ
と

ば
、
そ
の
版
図
は

の
外
縁
、
辺
境
に

中
の
一
つ
の

れ
る
。
こ
れ

越
後
の
地
域

本
豊
秋
津
洲

州
を
指
す
も

る
。
そ
の
上

を
独
立
し
て

係
に
は
大
き
な
意

い
る
。
記
二
番
が

れ
に
関
わ
っ
て
理

ま
り
、
瀬
戸

越
の
国
に
戻

は
異
な
る
『

さ
ら
に
、

国
」
の
範
囲

『
記
』
に
共
通秋

津
島
」
の
範
囲
に
も
高
志
国
が
含
ま

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
高
志

一
つ
の
シ
マ
（
空
間
領
域
）
と
し
て
の

域
と
把
握
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
と

が
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は

「
大
倭
豊
秋
津
島
」
の
範
囲
に
も
関

」
の
意
義
を
検
討
す
る
立
場
か
ら
、『

「
州
」
と
し
て
「
越
州
」
を
独
立
し
て

に
つ
い
て
『
全
註
釈
』
は
、「
越
洲
は

で
あ
つ
て
、
明
ら
か
に
『
本
州
』
の
一

と
は
別
に
生
ま
れ
た
と
い
ふ
の
は
、
大

の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
語
つ
て
い

で
、『
書
紀
』
国
生
み
の
「
大
八
洲
国

含
む
伝
承
と
含
ま
ぬ
伝
承
と
が
あ
る
と 二

内
海
か
ら
九
州
へ
行
き
、
日
本
海
か
を

り
、
吉
備
島
で
終
っ
て
い
る
」
と
注
記

書
紀
』
の
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
範
囲
を

『
書
紀
』「
神
代
上
」
第
四
段
の
各
種
の

を
比
較
す
る
と
、
佐
渡
島
を
北
限
と
す

で
あ
る
が
、
第
一
・
第
六
・
第
八
の

れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

越
」
を
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ

「
大
倭
豊
秋
津
島
」
と
は

、「
大
倭
豊
秋
津
島
」
の

、
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

連
す
る
。
青
木
周
平
氏
は

記
』
の
「
大
倭
豊
秋
津
島
」

挙
げ
て
い
る
点
が
注
目
さ

即
ち
後
の
越
前
・
越
中
・

部
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
日

日
本
豊
秋
津
洲
が
広
く
本

る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す

」
の
領
域
と
し
て
「
越
州
」

い
う
事
実
は
、『
古
事
記
』

三
〇

隠
岐
か
ら
佐
渡
へ
行
っ
て
、

す
る
。
こ
こ
に
『
記
』
と

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

異
伝
が
挙
げ
る
「
大
八
州

る
点
に
お
い
て
い
ず
れ
も

一
書
で
も
、
大
八
州
国
の



『
古
事
記

な
ど
は
「
日
本
全
体

倭
豊
秋
津
島
」
あ
る

識
）
に
は
時
代
的
な

段
階
で
は
「
高
志
（

れ
ゆ
え
に
、
ヤ
チ
ホ

一
つ
の
問
題
で
は
あ

て
の
「
大
八
島
国
」

じ
て
し
ま
う
の
で
は

「
倭
」「
大
倭
」
の
用

と
ん
ど
狭
い
意
味
の

中
で
も
と
く
に
三
輪

十
市
の
あ
た
り
一
帯

「
大
倭
の
国
に
、
わ
れ

て
、
わ
れ
、
御
名
を

い
う
熊
曽
建
の
発
言

古
事
記
中
こ
の
一
例

『
大
倭
豊
秋
津
嶋
』
が

が
認
め
ら
れ
る
と
し

領
域
（
ウ
チ
ツ
ク
ニ

は
、
畿
内

ウ
チ
ツ

』
国
作
り
神
の
歌
謡

を
指
し
て
」
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

い
は
そ
れ
を
原
核
と
す
る
「
大
倭
国
」

変
化
が
あ
り
、
古
事
記
国
生
み
の
「
大

越
）」
は
そ
の
辺
境
に
あ
る
と
い
う
認

コ
の
妻
問
い
や
崇
神
記
の
三
道
へ
の
将

る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、

と
「
大
倭
豊
秋
津
島
」
の
範
囲
（
畿
内

あ
る
ま
い
か
。
別
に
こ
の
点
に
関
し

字
の
差
異
を
手
掛
か
り
に
、「『
倭
』
と

『
や
ま
と
』」
す
な
わ
ち
、「
奈
良
盆
地

山
の
西
の
麓
、
あ
る
い
は
南
の
麓
、
さ

を
指
す
」
の
に
対
し
て
、「
大
倭
豊
秋

二
人
に
益
り
て
、
建
き
男
は
坐
し
け

献
ら
む
。
今
よ
り
後
は
、
倭
建
の
御
子

に
つ
い
て
、
ヤ
マ
ト
の
国
を
「
大
倭
国

だ
け
で
あ
り
、「
他
に
は
〈
大
八
嶋

あ
る
の
み
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
こ

て
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
「
こ
の
『
大

）
と
し
て
の
畿
内
を
指
す
可
能
性
が
あ

ク
ニ
を
指
す
と
指
摘
さ
れ
る
。
す
な

。
要
す
る
に
、「
大

の
範
囲
（
空
間
認

倭
豊
秋
津
島
」
の

識
で
あ
ろ
う
。
そ

軍
派
遣
に
際
し
て

ヤ
シ
マ
ク
ニ

れ
て
い
る
こ

『
記
』
の
国

国
土
の
版
図
と
し

）
と
の
矛
盾
が
生

て
は
、『
記
』
の

い
う
表
現
は
、
ほ

の
大
和
で
、
そ
の

ら
に
城
上
、
城
下
、

津
島
」「
大
倭
国
」

本
文
や
一
書

菅
野
雅
雄
氏

の
「
国
生
み

「『
記
』
が
佐

的
で
あ
る
。

想
で
あ
っ
た

ヤ
シ
マ
ク
ニ

り
。
こ
こ
を
も
ち

と
称
ふ
べ
し
」
と

」
と
記
す
の
は
、

國
生
み
神
話

の

の
二
つ
に
は
関
連

倭
』
は
共
に
支
配

る
と
帰
結
す
る
。

端
的
に
言

の
末
裔
と
し

神
の
国
作
り

『
記
』
中
巻
以

オ
ホ
ヤ
シ
マ

味
に
お
け
る

国
生
み
の

わ
ち
、
景
行
記
の

そ
こ
が
問
題

二

の
秩
序
化
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

と
は
確
認
で
き
よ
う
。

五

高
志
国
の
位
置

生
み
は
、
大
倭
豊
秋
津
島
と
そ
れ
を

と
は
別
の
形
で
高
志
国
を
対
象
化
し
て

は
、
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
へ

」
条
が
「
越
の
国
」
に
触
れ
て
い
な

渡
島
を
語
り
乍
ら
〈
越
洲

を
除
外
し

恐
ら
く
『
記
』
は
当
初
か
ら
〈
越
洲

の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
の

に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
問
題

え
ば
、
国
生
み
に
お
け
る
オ
ホ
ヤ
シ
マ

て
の
天
皇
が
統
治
し
て
ゆ
く
べ
き
版
図

は
そ
れ
を
継
続
し
つ
つ
国
土
と
し
て
よ

降
、
神
武
記
か
ら
景
行
記
に
至
る
こ

ク
ニ
の
実
質
的
な
整
序
、
肉
づ
け
な
の

オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
秩
序
の
確
立
と
見

オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
に
高
志
を
含
め
て
い

と
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
一

領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら

囲
む
七
つ
の
島
嶼
群
を
も

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
求
婚
に
つ
い
て
、『
記
』

い
こ
と
と
関
連
づ
け
て
、

て
い
る
の
は
極
め
て
暗
示

の
併
合
を
こ
こ
で
語
る
構

よ
う
に
、
高
志
国
が
オ
ホ

を
残
す
が
、
そ
こ
が
オ
ホ

ク
ニ
と
は
、
や
が
て
天
神

の
提
示
で
あ
り
、
大
国
主

り
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。

の
国
の
平
定
の
物
語
は
、

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意

る
べ
き
で
あ
る
。

な
い
『
記
』
は
、『
書
紀
』



間
国
に
到
り
、

国
に
到
り
、
東

国
に
越
え
、
尾

到
り
て
、
和

上
り
献
り
き
。

前
者
は
、
崇
神
記

国
を
終
点
と
す
る
北

又
、
此
の
御
世

命
は
、
東
の
方

平
げ
し
め
き
。

〈
此
は
人
の
名
ぞ

派
遣
）

爾
く
し
て
、
山

ら
し
め
き
。
故

『
古
事
記

っ
て
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク

マ
ク
ニ
の
内
の
大
倭

思
わ
れ
る
。
問
題
は

位
置
づ
け
ら
れ
て
い

い
て
、『
記
』
が
高
志

を
通
し
て
も
う
か
が

亦
、
稲
羽
国
に
追
ひ
越
え
て
、
即
ち
、

の
方
に
追
ひ
廻
り
て
、
近
淡
海
国
に
到

張
国
よ
り
伝
ひ
て
科
野
国
に
追
ひ
、
遂

美
の
水
門
に
し
て
網
を
張
り
、
其
の
鳥

（
垂
仁
記
。
本
牟
智
和
気
の
御
子
）

の
三
将
軍
派
遣
の
記
事
で
あ
る
。「
高

陸
道
で
あ
る
。
高
志
国
が
「
東
方
十
二

に
、
大
毘
古
命
は
、
高
志
道
に
遣
し
、

の
十
二
の
道
に
遣
し
て
、
其
の
ま
つ
ろ

又
、
日
子
坐
王
は
、
旦
波
国
に
遣
し
て

を
殺
さ
し
め
き
。（
崇
神
記
。
大
毘

辺
の
大

此
は
人
の
名
ぞ

を
遣
し

、
是
の
人
、
其
の
鵠
を
追
ひ
尋
ね
て

』
国
作
り
神
の
歌
謡

ニ
の
確
定
を
提
示
す
る
。
高
志
国
は
当

豊
秋
津
島
に
属
す
る
一
領
域
と
把
握
さ

、
高
志
の
地
が
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
版

た
の
か
に
関
係
す
る
。
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク

国
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の

う
こ
と
が
で
き
る
。

旦
波
国
・
多
遅
麻

り
て
、
乃
ち
三
野

に
高
志
国
に
追
ひ

を
取
り
て
、
持
ち

志
の
道
」
は
高
志

道
」、「
丹
波
」
と

象
と
さ
れ
る

後
者
の
記

め
に
山
辺
之

ニ
の
版
図
と

中
を
彷
徨
し

は
、
や
は
り

米
沢
康
氏

其
の
子
建
沼
河
別

は
ぬ
人
等
を
和
し

、
玖
賀
耳
之
御
笠

古
命
ら
三
将
軍
の

て
、
其
の
鳥
を
取

、
木
の
国
よ
り
針

え
し
建
沼
河

ら
れ
、「
是
を

爾
く
し
て
、

其
の
御
世
を

い
る
）。
天
神

二
道
、
旦
波

意
識
し
て
い

然
そ
の
オ
ホ
ヤ
シ

れ
て
い
た
も
の
と

図
の
中
で
い
か
に

ニ
の
秩
序
化
に
つ

か
は
、
次
の
記
事

と
も
に
「
其

し
て
い
な
い

志
道
（
高
志

派
遣
の
記
事

ニ
が
安
定
す

先
の
命
の
随

こ
と
と
重
層
す
る
観
念
が
認
め
ら
れ
よ

事
は
、
物
言
わ
ぬ
本
牟
智
和
気
の
御
子

大

が
鵠
を
追
尋
し
た
行
程
に
関
す
る

は
無
関
係
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
物

た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
最
後
に
こ

辺
境
の
地
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え

は
、『
日
本
書
紀
』
の
孝
徳
紀
か
ら
持

別
と
其
の
父
大
毘
古
と
は
、
共
に
相
津

以
て
、
各
遣
さ
え
し
国
の
政
を
和

天
の
下
太
き
に
平
ぎ
、
人
民
富
み
栄
え

称
へ
て
、
初
国
を
知
ら
す
御
真
木
天
皇

・
地
祇
や
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
整

国
な
ど
の
諸
国
（
諸
道
）
の
平
定
を
語

る
点
に
は
、
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
妻
問
い
に 二

の
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
を
和
し
平
げ
し
め

領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
天
下
の
版

国
）
は
一
つ
の
重
要
な
界
域
と
し
て
意

は
、
そ
れ
ら
の
界
域
が
平
定
さ
れ
て
天

る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
（
事
実
、
記

に
、
高
志
国
に
罷
り
行
き
き
。
爾
く

う
。

（
垂
仁
天
皇
皇
子
）
の
た

も
の
で
、
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク

語
は
使
者
が
鵠
を
追
い
国

れ
を
捉
え
た
「
高
志
国
」

ら
れ
よ
う
。

統
紀
に
至
る
あ
い
だ
の
越

に
往
き
遇
ひ
き
」
と
応
じ

し
平
げ
て
、
覆
奏
し
き
。

き
」
と

が
れ
、「
故
、

と
謂
ふ
ぞ
」
と
結
ば
れ
て

備
と
高
志
道
、
東
の
方
十

る
崇
神
記
が
、
高
志
道
を

お
い
て
「
高
志
国
」
が
対

三
二

」
る
対
象
、
い
ま
だ
順
化

図
の
平
定
に
お
い
て
、
高

識
さ
れ
て
い
る
。
三
将
軍

皇
の
支
配
す
る
ヤ
シ
マ
ク

事
は
「
故
、
大
毘
古
命
は
、

し
て
、
東
の
方
よ
り
遣
さ



『
古
事
記

マ
ク
ニ
と
そ
の
外
と

お
わ

キ
・
ミ
二
神
に
よ

と
し
て
は
画
定
さ
れ

示
唆
す
る
と
こ
ろ
が

こ
こ
に
お
け
る
高

て
、「
西
の
方
に
熊
曽

十
二
の
道
の
荒
ぶ
る

と
あ
る
東
方
の
国
（

て
い
る
。
そ
の
よ
う

置
に
あ
る
と
い
え
よ

係
に
な
る
記
事
で
あ

関
連
す
る
記
事
で
あ

紀
』
七
年
秋
七
月
条

換
言
す
れ
ば
、
大
化

倒
的
な
わ
け
で
あ
る

と
し
て
の
越
後
の
経

ら
の
考
察
で
あ
る
が

に
関
す
る
記
事
に
つ

』
国
作
り
神
の
歌
謡

の
境
界
、
辺
境
の
地
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
に

り
生
み
成
さ
れ
て
あ
る
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク

て
い
て
も
、
い
ま
だ
国
土
と
し
て
の
実

大
き
い
と
い
え
よ
う
。

志
国
は
、
小
碓
命

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

建
二
人
有
り
」（
景
行
記
）
と
あ
る
ク

神
と
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
と
を
言
向
け
和

ア
ヅ
マ
）
が
周
辺
の
国
と
意
識
さ
れ
る

な
意
味
で
も
、
高
志
国
は
大
八
島
国
の

う
。
高
志
国
は
北
陸
道
の
果
て
と
し
て

り
、
し
か
も
残
る
四
条
の
う
ち
、
ま
た

っ
て
、
蝦
夷
と
の
関
係
の
な
い
記
事
は

の
一
条
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
特
徴
的
な

以
後
の
越
関
係
記
事
は
蝦
夷
と
の
関
係

」
と
述
べ
る
。
大
和
朝
廷
に
よ
る
コ
シ

営
の
確
立
期
（
七
世
紀
以
降
）
を
明
ら

、「
大
八
島
国
」
と
「
高
志
国
」
と
の

い
て
、「
全
十
五
条
の
う
ち
十
一
条
ま

る
。

ニ
は
、
空
間
領
域

質
を
備
え
る
に
は

問
い
歌
謡
群

の
と
位
置
づ

注

章
段
分

国
土
平
定
に
お
い

マ
ソ
や
「
東
の
方

し
平
げ
よ
」（
同
）

こ
と
に
も
対
応
し

内
で
不
安
定
な
位

、
な
お
オ
ホ
ヤ
シ

チ
ホ
コ
神
の

有
で
あ
る
と

も
つ
の
で
あ

妻
問
い
が
「

と
思
わ
れ
る

以
上
を
括

ヤ
チ
ホ
コ
神

、
三
条
が
そ
れ
に

、
僅
か
に
『
天
智

事
実
に
遭
遇
す
る
。

に
な
る
も
の
が
圧

支
配
の
第
三
段
階

か
に
す
る
立
場
か

関
係
に
つ
い
て
も

あ
る
。
空
間

的
に
国
土
の

ヤ
チ
ホ
コ
神

へ
の
妻
問
い

の
国
作
り
と

神
の
ヤ
シ
マ

ヤ
シ
マ
ク
ニ

で
が
蝦
夷
と
の
関

至
っ
て
い
な

二

は
大
国
主
神
の
国
作
り
の
一
環
と
し
て

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る

け
は
、
西
宮
一
民
校
注
『
古
典
集
成

古
事

高
志
国
へ
の
妻
問
い
は
、
婚
姻
を
通
し

同
時
に
、
国
土
の
整
序
と
し
て
の
国
作

る
。
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
、『
記
』
の

色
好
み
の
徳
」
を
も
っ
て
称
え
ら
れ
る

。れ
ば
、
国
生
み
の
条
に
お
い
て
画
定
さ

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
神
の
歌
謡
に
お
い
て

領
域
と
し
て
は
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
に
属

範
疇
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
高
志

は
妻
問
い
を
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

は
、
一
面
で
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
（
葦
原

把
握
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
ヌ
ナ
カ

ク
ニ
平
定
の
一
環
に
あ
る
こ
と
だ
け
は

は
国
土
と
し
て
形
成
さ
れ
、
整
序
さ
れ

い
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
神
に
よ
る
国
作
り

三
三

、
国
土
の
整
序
を
語
る
も

。記
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、
以

て
の
ひ
と
つ
の
領
域
の
領

り
と
し
て
の
意
味
合
い
を

意
図
と
し
て
、
こ
の
神
の

こ
と
と
共
存
し
う
る
も
の

れ
た
「
大
八
島
国
」
は
、

引
き
受
け
ら
れ
、
そ
の
妻

し
な
が
ら
、
い
ま
だ
実
質

国
に
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

、
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
高
志
国

中
国
）
の
秩
序
化
と
し
て

ハ
ヒ
メ
と
の
婚
姻
が
こ
の

認
め
ら
れ
て
よ
い
。
オ
ホ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヤ

が
要
請
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で



「
大
八
洲
」
を
井

と
訓
読
し
（
三
六

紀
二
』
は
オ
ホ
ヤ

三
九
頁
）。
本
稿
で

井
上
光
貞
他
校

西
條
勉
「
天
孫

月
。岡

田
精
司
『
日

荻
原
千
鶴
「
大

る
（
寺
川
真
知
夫

４

古
事
記
の
神

金
井
清
一
「
古

本
文
化
研
究
所
紀

折
口
信
夫
「
国

〇
年
二
月
、
中
央

神
野
志
・
注

寺
川
・
注

前

益
田
勝
実
『
記

『
古
事
記

下
『
古
事
記
』
の

全
集

古
事
記
』

神
野
志
隆
光
『

出
版
協
会
、
一
九

照
。菅

野
雅
雄
『
古

た
寺
川
真
知
夫
氏

ら
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ

上
光
貞
他
校
注
『
思
想
大
系

律
令
』
は

六
頁
）、
青
木
和
夫
他
校
注
『
新
日
本
古
典

シ
マ
グ
ニ
と
訓
読
す
る
（
慶
雲
四
年
七
月
壬

は
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
で
統
一
す
る
。

注
『
思
想
大
系

律
令
』、
六
三
八
頁
。

降
臨
の
論
理
構
造
」『
古
代
研
究
』
第
一
三

本
古
代
の
祭
祀
と
神
話
』、
一
九
七
〇
年
、

八
島
生
み
神
話
の
景
行
朝
志
向
」『
お
茶
の

「
大
国
主
神
の
性
格
と
大
国
主
神
の
形
成

話
』、
一
九
九
三
年
六
月
、
高
科
書
店
）。

事
記
上
巻
『
修
理
固
成
』
の
及
ぶ
と
こ
ろ
」

要
』
第
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。

文
学
」
第
二
部
第
三
章
（『
折
口
信
夫
全
集

公
論
社
）。

前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

掲
論
、
金
井
・
注

前
掲
論
。

紀
歌
謡
』、
昭
和
四
七
年
、
筑
摩
書
房
、
六

』
国
作
り
神
の
歌
謡

引
用
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注

に
よ
る
。

古
事
記
｜
天
皇
の
世
界
の
物
語
｜
』
第
一
編

九
五
年
。
な
お
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光

事
記
の
構
想
』、
平
成
五
年
六
月
、
お
う
ふ

も
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
汝
が
持
て
る

」
の
指

シ
の
国
作
り
は
「
軍
事
的
ひ
い
て
は
政
治
的

オ
ホ
ヤ
シ
マ
ノ
ク
ニ

文
学
大
系

続
日
本

子
条
、
第
五
詔
、
一

号
、
昭
和
五
六
年
六

塙
書
房
、
二
〇
五
頁
。

水
女
子
大
学
人
文
科

の
関
連
に

日
本
の
東

」『
古
事
記
研
究
大
系

（『
京
都
産
業
大
学
日

一
四
巻
』
昭
和
三

三
頁
。

三
二
二
頁

青
木
周

岸
俊
男

一
六
頁
。

菅
野
・

米
沢
康

六
五
年
一

ま
た
八

東
・
東
山

『
新
編
日
本
古
典
文
学

第
三
章
、
日
本
放
送

『
古
事
記
注
解
』
参

う
、
一
〇
四
頁
。
ま

示
に
基
づ
く
こ
と
か

な
も
の
」
と
指
摘
す

学
紀
要
』

寺
川
真

先
生
追
悼

従
刊
行
会

例
え
ば

島
々
に
は

（
知
訶
嶋

れ
た
支
配

お
い
て
の
一
つ
の
限
界
を
示
唆
す
る
も
の

と
西
」『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
八
年
六
月

。平
『
古
事
記
研
究
』、
一
九
九
四
年
、
桜
楓

『
古
代
史
か
ら
み
た
万
葉
歌
』、
一
九
九
一

注

前
掲
書
、
九
二
頁
。

「
大
化
前
代
に
お
け
る
越
の
史
的
位
置
」（

月
。『
越
中
古
代
史
の
研
究
』
一
九
六
五
年

木
允
氏
が
、
養
老
公
式
令
の
「
朝
集
使
」

道
山
東
・
北
陸
道
神
済
以
北
と
並
ぶ
地
理
的 二

第
三
〇
号
、
一
九
七
七
年
三
月
。

知
夫
「
大
八
嶋
国
｜
そ
の
神
話
的
世
界
と
し

論
文
集

古
事
記
・
日
本
書
紀
論
叢
』、
平

）。『
思
想
大
系

古
事
記
』
で
は
、「
記
紀
の

西
日
本
の
島
が
多
く
、
ま
た
対
外
航
路
の
要

）・
壱
岐
・
対
馬
が
あ
る
の
も
、
畿
内
の
民
衆

者
の
対
外
関
心
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
こ
とが

あ
る
」
と
述
べ
る
（「
上
代

号
）
の
も
参
考
に
な
る
。

社
、
二
〇
六
頁
。

年
、
学
生
社
。
二
一
五

二

『
信
濃
』
一
七
巻
一
号
、
一
九

、
所
収
）。

条
を
挙
げ
て
、「
東
海
道
坂

区
分
に
は
、
畿
内
と
東
国
と

三
四て

の
役
割
｜
」（『
太
田
善
麿

成
一
一
年
七
月
、
続
群
書
類

国
生
み
神
話
の
段
に
現
れ
る

地
の
吉
備
児
島
や
五
島
列
島

の
生
活
感
覚
と
は
か
け
は
な

を
示
し
て
い
る
」
と
す
る
。


