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本
論
は
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
神
話
に
見
え
る
「
鬼
」
に
つ
い
て
、
そ
の

意
義
を
「
神
々
」
の
神
話
の
歴
史
的
展
開
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
に
到
っ
た
経
緯
に
は
い
さ
さ
か
の
曲
折
が
あ
る
。

　

拙
著
『
宇
佐
八
幡
神
話
言
説
の
研
究（（
（

』
で
は
、
中
世
宇
佐
宮
の
神
典
『
八
幡
宇

佐
宮
御
託
宣
集
』
の
読
解
を
主
要
な
目
的
と
し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
的
な
位
置
と
意

義
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
八
幡
神
を
め
ぐ
る
信
仰

　

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
と
い

う
特
徴
的
な
言
辞
に
よ
っ
て
地
上
平
定
と
国
土
献
上
の
神
話
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
西
郷
信
綱
は
、「
原
始
的
デ
ー
モ
ン
」
で
あ
る
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ

─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神

が
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
本
文
に
お
け
る
オ
ホ
ア

ナ
ム
チ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
─
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
、「
鬼
」
の
語
に
よ
っ
て
律

令
国
家
の
段
階
に
応
じ
る
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
「
原

始
的
デ
ー
モ
ン
」
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』「
神

代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
に
「
邪
」
が
付
さ
れ
る
の
は
、
陰
陽
説
に
則
っ
た

「
神
代
」
の
神
話
の
展
開
上
に
意
味
を
持
つ
が
、「
鬼
」
に
関
し
て
は
神
話

の
文
脈
上
に
特
定
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
「
鬼
」
の
語
は
、
個

別
に
独
自
の
意
味
を
持
つ
表
現
な
の
で
は
な
く
、
秩
序
外
存
在
と
し
て
制
圧

さ
れ
後
に
は
祭
祀
対
象
と
な
っ
て
国
家
を
守
護
す
る
神
で
あ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ

と
神
々
を
、
中
国
か
ら
受
容
さ
れ
た
律
令
国
家
に
相
応
し
く
変
容
さ
せ
る
国

家
的
神
話
の
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

八
幡
神
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
、
鬼
、
続
日
本
紀
、
日
本
書
紀

八
幡
神
と
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ

─
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
「
鬼
」
を
焦
点
と
し
て

─
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の
創
造
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
神
話
言
説

の
展
開
と
し
て
辿
っ
た
。
と
く
に
、
国
家
神
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
八
幡
神
が
、

神
存
在
と
向
き
合
う
宗
教
実
践
者
の
営
為
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
、

変
容
と
達
成
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
点
と
し
、『
続
日
本
紀
』『
宇

佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』『
玉
葉
』『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
け
る
特
徴
的
な
八
幡
神
の
様
相
と
意
義
を
読
み
解
い
た
。
中
世
神
話
の
方
法

視
座
を
踏
ま
え
た
議
論
で
あ
り
、
歴
史
的
に
展
開
す
る
神
話
言
説
と
し
て
の
八
幡

信
仰
を
位
置
づ
け
論
じ
る
こ
と
の
可
能
性
は
示
せ
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
論
点
の
中
心
が
中
世
の
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
で
あ
っ
た
た
め
、
奈
良

時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
八
幡
信
仰
史
の
初
期
的
段
階
へ
の
分
析
は
相
対

的
に
手
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
前
稿
「
平
安
時
代
初
期
八
幡
信
仰
の
展
開（（
（

」
で
は
、
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
へ
と
展
開
す
る
八
幡
信
仰
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
八
幡
神
の
初
出
文
献

で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
と
、
八
幡
神
の
鎮
座
由
来
を
語
る
最
初
期
の
文
献
と
考
え

ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
弘
仁
官
符
」（『
東
大
寺
要
録
』
所
収
（
を
取
り
上
げ
、
聖
武

天
皇
と
八
幡
神
の
関
係
を
論
じ
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。『
続
日
本

紀
』
に
認
め
ら
れ
る
〝
聖
武
天
皇
が
求
め
あ
ら
わ
し
た
八
幡
神
〟
と
い
う
特
異
な

関
係
性
の
展
開
延
長
上
に
、「
件
大
菩
薩
太
上
天
皇
御
霊
也
」
と
い
う
文
言
を
掲

げ
、
聖
武
天
皇
と
厚
く
関
係
を
結
ぶ
「
弘
仁
官
符
」
の
八
幡
神
が
あ
ら
わ
れ
る（（
（

。

そ
し
て
、
大
神
氏
お
よ
び
宇
佐
氏
が
〝
聖
武
天
皇
の
「
御
霊
」
と
し
て
あ
る
宇
佐

宮
八
幡
神
〟
に
仕
え
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
語
り
出
し
国
家
的
な
承
認

が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
と
祭
祀
の
変
貌
と
創
造
が
「
弘
仁
官
符
」
と
い

う
テ
キ
ス
ト
に
実
現
す
る
八
幡
神
と
大
神
氏
・
宇
佐
氏
の
神
話
言
説
で
あ
っ
た
。

こ
の
議
論
は
ま
た
、「
弘
仁
官
符
」
が
応
神
八
幡
信
仰
を
初
期
的
に
示
す
も
の
と

位
置
づ
け
る
従
来
に
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
八
幡
神
は
、
応
神
天
皇
で
は
な
く
聖
武
天
皇
と
こ
そ
深

く
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、『
続
日
本
紀
』
か
ら
「
弘
仁
官

符
」
へ
の
八
幡
信
仰
の
展
開
に
目
を
向
け
た
前
稿
で
あ
っ
た
が
、
同
時
期
に
お
け

る
八
幡
信
仰
の
問
題
と
し
て
、
と
く
に
八
幡
神
の
出
現
が
持
つ
神
信
仰
の
歴
史
的

展
開
に
お
け
る
意
義
、
言
い
換
え
れ
ば
、『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
が
他
の
神
々

と
の
関
係
に
お
い
て
ど
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
論
じ
る
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
八
幡
神
が
大
陸
か
ら
伝

来
し
た
仏
教
に
強
く
関
係
し
、
か
つ
東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
造
立
に
際
し
て
「
神
我

天
神
地
祇
を
率
ゐ
い
ざ
な
ひ
て
必
ず
成
し
奉
ら
む
」
と
の
託
宣
を
示
し
た
こ
と
な

ど
か
ら
見
て
、
八
幡
神
は
孤
立
し
た
単
独
の
神
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
的
レ
ベ

ル
に
お
い
て
神
々
と
仏
教
に
か
か
わ
り
両
者
を
結
び
つ
け
る
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
位
置
に
あ
ら
わ
れ
た
八
幡
神
が
国
家
的
な
神
話
と

神
々
の
変
容
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
担
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
造
立
の
た
め
に
発
さ
れ
た
八
幡
神
の
託
宣
は
、
仏
教
に
接
し

て
仏
教
を
守
護
す
る
と
い
う
新
し
い
神
々
の
在
り
方
を
創
造
し
告
知
す
る
も
の
だ

が
、
そ
の
新
し
さ
の
意
味
は
、『
続
日
本
紀
』
に
先
立
つ
国
撰
史
書
で
あ
る
『
日

本
書
紀
』
の
国
家
的
な
神
話
と
神
々
と
の
対
比
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
得
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、『
続
日
本
紀
』
に
初
出
す
る
八
幡
神
は
、
直
接
的
に
『
日
本
書

紀
』
の
神
話
と
神
々
に
繋
が
る
通
路
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、

八
幡
神
の
登
場
を
そ
れ
以
前
の
神
話
の
神
々
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
る
た
め
の
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手
が
か
り
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
「
鬼
」
の
語
に

よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
焦
点
と
し
た
い
。

　

次
節
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
八
幡
神
と
出
雲
の
神
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
─
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
に
は
国
家
神
と
し
て
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
神
は
、
出
雲
の

神
と
交
代
す
る
よ
う
に
登
場
し
、
国
家
的
神
話
に
変
容
を
も
た
ら
す
神
で
あ
っ
た

と
見
て
誤
り
な
い
。
と
す
れ
ば
、
八
幡
神
が
歴
史
上
に
あ
ら
わ
れ
た
意
義
に
つ
い

て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
膨
大
に
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
九
州
北
部
宇

佐
地
方
に
お
け
る
実
体
的
な
八
幡
神
の
成
立
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
、
国
家
的
神

話
の
問
題
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、『
続
日
本
紀
』

の
八
幡
神
は
新
来
の
仏
教
の
側
か
ら
天
神
地
祇
＝
国
家
的
祭
祀
の
対
象
で
あ
る

神
々
を
意
義
づ
け
る
が
、
こ
れ
と
相
似
的
に
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
代
表
と
す
る
国

つ
神
が
「
鬼
」
の
概
念
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
神
話
が
『
日
本
書
紀
』「
神

代
」
に
は
認
め
ら
れ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
第
九
段
本
文
に
は
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
治
め
る
葦
原

中
国
の
平
定
を
企
図
し
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
吾
、
葦
原
中
国
の
邪
鬼
を
撥
ひ
平

け
し
め
む
と
欲
ふ
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
国
を
「
避
り

奉
」
る
こ
と
を
約
し
た
後
、
遣
わ
さ
れ
た
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
「
諸
の

順
は
ぬ
鬼
神
等
を
誅
ひ
、
果
に
以
て
復
命
し
き
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
邪
鬼
」

「
鬼
神
」
が
葦
原
中
国
の
支
配
者
で
あ
る
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
中
心
と
す
る
神
々
を

名
指
す
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
に
お

い
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
皇
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
葦
原
中
国
の
支
配
者
と
す
る
神
話
、

す
な
わ
ち
古
代
律
令
国
家
の
国
史
と
し
て
天
皇
の
国
土
支
配
を
保
証
す
る
神
話
に

中
に
、
葦
原
中
国
の
神
々
を
一
群
に
統
合
す
る
位
置
に
あ
る
。
し
か
も
、『
日
本

書
紀
』「
神
代
」
の
神
話
物
語
に
お
い
て
は
、
ほ
か
に
「
鬼
」
の
語
は
用
い
ら
れ

て
お
ら
ず
、
葦
原
中
国
の
神
々
が
平
定
さ
れ
る
神
話
の
特
質
を
示
す
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
鬼
」
は
、

文
脈
上
に
自
然
的
な
概
念
と
し
て
神
々
を
意
味
づ
け
る
も
の
と
は
見
え
ず
、
逆
に

言
え
ば
、
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
神
々
を
変
容
さ
せ
る
特
異
で
突
出
し
た
概
念
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
「
鬼
」

を
め
ぐ
っ
て
、
八
幡
神
と
神
々
の
神
話
と
い
う
視
角
か
ら
問
い
た
い
。
神
話
と

神
々
に
お
け
る
「
鬼
」
が
、
八
幡
神
の
登
場
を
起
点
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
を
顧

み
た
時
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
「
鬼
」
を
問
う
こ

と
で
、
八
幡
神
出
現
が
持
つ
神
々
の
神
話
に
お
け
る
歴
史
的
な
意
義
を
よ
り
明
確

に
し
得
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一　

八
幡
神
と
出
雲
の
神

　

本
論
は
神
々
の
神
話
の
歴
史
に
お
け
る
八
幡
神
を
問
う
た
め
に
、『
日
本
書

紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
「
鬼
」
に
目
を
向
け
る
と
言
っ
た
。
ま
ず
は
、

な
ぜ
八
幡
神
を
問
う
た
め
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
問
題
と
な
る
の
か
、
本
論
の
問
題

設
定
の
道
筋
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　

前
稿
に
お
い
て
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
〝
聖
武
天
皇
が
求
め
あ
ら
わ
し
た

八
幡
神
〟
の
在
り
方
を
問
う
た
め
の
論
点
の
一
つ
に
八
幡
神
の
皇
神
化
と
い
う
問

題
が
あ
る
。

　

『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
の
出
現
に
か
か
わ
る
一
連
の
記
事
に
つ
い
て
、
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四
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八
幡
神
を
国
家
と
仏
教
と
皇
統
の
神
と
し
て
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
働
き
が
認
め

ら
れ
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
聖
武
天
皇
の
企
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
平
勝
宝

元
年
（
七
四
九
（
の
東
大
寺
礼
拝
記
事
は
そ
の
総
仕
上
げ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

八
幡
神
を
身
に
憑
か
せ
る
禰
宜
尼
大
神
社
女
が
天
皇
と
同
じ
紫
の
輿
に
乗
り
、
孝

謙
天
皇
・
聖
武
太
上
天
皇
・
光
明
皇
太
后
が
付
き
従
い
、「
百
官
」「
諸
氏
」
の

人
々
が
招
集
さ
れ
、
五
千
人
の
僧
を
動
員
し
た
大
規
模
な
国
家
的
仏
教
儀
礼
が
営

ま
れ
る
中
、
八
幡
神
に
対
し
て
、
皇
族
に
の
み
与
え
ら
れ
る
品
位
が
奉
授
さ
れ
、

盧
舎
那
仏
像
造
立
に
協
力
し
た
こ
と
へ
の
報
謝
を
あ
ら
わ
す
聖
武
天
皇
の
詔
が
橘

諸
兄
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
る
。

　

従
来
の
多
く
の
研
究
で
は
、
す
で
に
八
幡
神
が
応
神
天
皇
と
同
体
だ
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
乗
輿
と
品
位
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、『
続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
八
幡
神
の
活
躍
を
国
家
神
の
神
話
だ
と
見
れ

ば
、
八
幡
神
の
入
京
や
東
大
寺
礼
拝
等
の
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
対
応
は
、
八
幡
神

が
応
神
天
皇
と
同
体
の
皇
族
の
神
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
、
八
幡
神
を

皇
神
と
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
大
陸
か

ら
伝
来
し
国
家
を
守
護
す
る
力
が
期
待
さ
れ
る
仏
教
、
そ
の
仏
教
を
担
い
象
徴
す

る
神
と
し
て
九
州
北
部
に
立
ち
上
が
っ
た
八
幡
神
を
、
皇
位
に
親
近
す
る
神
へ
と

変
成
し
国
家
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
、
東
大
寺
礼
拝
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
八
幡
神
に
天
皇
が
付
き
従
う
形
で
東
大
寺
礼
拝
が
な
さ
れ
た
意
味
は
、
そ

う
し
た
聖
武
天
皇
の
企
図
に
か
か
る
国
家
的
な
皇
神
と
し
て
の
八
幡
神
を
官
人
・

諸
氏
ら
国
家
官
僚
組
織
全
体
に
知
ら
し
め
て
認
識
を
共
有
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　

以
上
の
議
論
は
、
西
郷
信
綱
「
八
幡
神
の
発
生（（
（

」
の
議
論
に
大
き
く
依
拠
し
た

も
の
で
あ
る
。
西
郷
は
八
幡
神
出
現
の
意
味
を
問
う
議
論
の
中
で
西
田
長
男
の
見

解
を
引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

宗
教
史
家
の
次
の
指
摘
は
す
こ
ぶ
る
暗
示
に
富
む
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

の
私
の
考
え
を
掩
護
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
。「
八
幡
神
は
そ
の
は
じ
め

大
物
主
神
の
一
の
地
方
的
な
表
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
く
、
仍
っ
て
こ
の

大
神
（
大
物
主
（
の
新
た
な
る
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
し
て
盧
舎
那
仏
の
造

顕
に
当
っ
て
八
幡
神
の
神
助
を
乞
い
た
ま
う
た
の
は
故
な
し
と
し
な
い
の
で

あ
る
」。
た
だ
私
は
八
幡
神
は
大
物
主
神
の
た
ん
な
る
「
地
方
的
な
表
わ

れ
」
で
は
な
く
、
八
幡
神
が
大
物
主
の
新
た
な
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が
九
州
と
い
う
地
に
成
立
し
た
こ
と
に
独
自
の
意
味
が
あ
る
と

考
え
る
。
盧
舎
那
仏
は
む
し
ろ
天
照
大
神
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
み
て
い

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

西
郷
は
西
田
の
論
を
受
け
つ
つ
、
八
幡
神
の
登
場
と
盧
舎
那
仏
像
造
立
を
め
ぐ
っ

て
、
八
幡
神
が
「
大
物
主
神
」
の
、「
盧
舎
那
仏
」
が
「
天
照
大
神
」
の
、
そ
れ

ぞ
れ
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
国
家
的
神
話
の
変
容
に
お
い

て
八
幡
神
の
出
現
を
位
置
づ
け
る
優
れ
た
見
解
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
さ
れ
る
大
物
主
神
と
八
幡
神
の
関
係
に
つ
い

て
、「
皇
孫
命
の
近
き
守
神
」
で
あ
る
「
三
輪
の
神
」
の
性
質
を
踏
ま
え
て
次
の

よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

出
雲
の
大
国
主
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
三
輪
の
神
は
、
天
つ
神
へ
の
国
つ

神
た
ち
の
服
従
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
た
、
い
わ
ば
神
話
時
代
の
守
神
で

あ
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
こ
の
神
は
蛇
体
で
あ
っ
て
神
殿

も
な
く
、
山
の
洞
窟
を
棲
み
家
と
す
る
デ
ー
モ
ン
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
に
偉
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大
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
原
始
的
デ
ー
モ
ン
が
大
化
改
新
以
後
の

律
令
制
国
家
時
代
の
守
神
の
任
に
た
え
う
る
は
ず
が
な
い
。
大
物
主
に
代
っ

て
新
た
な
鎮
護
の
神
が
当
然
必
要
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
し
て
そ
の
必
要
に

応
じ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
き
た
の
が
八
幡
神
で
あ
っ
た
。

　

西
郷
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
八
幡
神
は
、
三
輪
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
出
雲
の
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
が
重
な
る
国
家
的
神
話
を
前
提
に
登
場
し
た
天
皇
と
国
家
の
新
た
な
守

護
神
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
八
幡
神
─
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
関
係

を
論
じ
る
研
究
と
し
て
、
岡
田
莊
司
「
古
代
神
祇
祭
祀
と
杵
築
大
社
・
宇
佐
八

幡
（
（
（

」
も
参
照
し
て
お
き
た
い
。

　

岡
田
は
、「
伊
勢
に
相
対
す
る
神
祇
」
で
あ
る
「
出
雲
国
の
杵
築
大
社
」
と

「
豊
前
国
の
宇
佐
八
幡
」
の
二
社
が
「
奈
良
・
平
安
前
期
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
制

の
展
開
の
中
で
、
特
異
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
」
と
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の

展
開
は
「
古
代
神
祇
祭
祀
制
の
性
格
を
明
確
に
で
き
る
重
要
な
視
点
と
な
る
」
と

述
べ
、「
そ
の
祭
祀
制
変
化
の
分
岐
点
に
あ
た
る
天
長
・
承
和
年
間
の
展
開
を
指

摘
す
る
」
と
問
題
を
設
定
、
平
安
時
代
初
期
の
「
神
祇
祭
祀
制
の
大
き
な
変
容
」

の
代
表
的
事
象
と
し
て
、
杵
築
社
と
宇
佐
宮
の
国
家
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
制
度
的

交
替
を
置
き
、「
神
祇
祭
祀
制
」
の
変
化
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。

　

岡
田
は
、
出
雲
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
大
和
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
「
同
一
神
と
し

て
編
成
さ
れ
」、「
本
来
、
別
神
で
あ
っ
た
二
神
が
、
大
和
宮
都
の
大
王
（
天
皇
（

守
護
神
と
し
て
緊
密
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、〈
伊
勢
神
宮
─
大
和
・
大
神

神
社
─
出
雲
・
杵
築
大
社
〉
の
東
西
軸
が
出
来
上
が
る
」
と
し
て
お
り
、
出
雲
の

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
大
和
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
西
郷

と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
杵
築
大
社
」
と
「
宇
佐
八
幡
」
を

比
較
し
て
、
地
理
的
関
係
で
は
、「
と
も
に
都
・
伊
勢
と
の
東
西
軸
の
最
果
て
に

位
置
」
し
、「
二
社
は
伊
勢
に
対
極
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い

る
」
と
し
、
祭
神
の
共
通
性
に
つ
い
て
、「
杵
築
の
大
己
貴
神
の
和
魂
は
三
輪
の

大
物
主
神
と
繋
が
り
、
天
皇
を
守
る
神
と
し
て
機
能
」
を
持
ち
、「
宇
佐
八
幡
も

天
皇
擁
護
神
・
皇
位
継
承
を
認
証
す
る
神
」
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
祭
祀
の
相

違
性
と
し
て
「
杵
築
は
天
つ
神
か
ら
天
穂
日
命
が
遣
わ
さ
れ
、
そ
の
子
孫
の
出
雲

臣
氏
が
出
雲
国
造
と
な
り
」「
杵
築
の
祭
祀
に
奉
仕
す
る
」、「
宇
佐
で
は
宇
佐
使

が
遣
わ
さ
れ
、
八
幡
と
天
皇
と
の
間
を
執
り
持
っ
た
和
気
清
麻
呂
の
後
裔
（
和
気

氏
長
者
ら
（
が
天
皇
即
位
奉
告
の
任
に
あ
た
っ
た
」
と
し
、「
前
者
が
出
雲
の
神

宝
を
天
皇
に
奉
献
」
し
、「
後
者
は
天
皇
か
ら
神
宝
」
を
「
八
幡
神
に
奉
献
す

る
」
と
い
う
両
者
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
上
で
、
岡
田
は
天
長
一
〇
年
（
八
三
三
（
を
境
と
す
る
祭

祀
制
の
移
行
を
論
じ
、「
平
安
期
の
祭
祀
制
」
変
容
の
画
期
で
あ
る
天
長
・
承
和

年
間
の
中
で
も
、「
杵
築
大
社
と
宇
佐
八
幡
に
関
わ
る
、
中
央
天
皇
と
繋
が
る
二

つ
の
儀
礼
」、
出
雲
の
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
と
宇
佐
和
気
使
の
即
位
奉
告
儀
礼
に
つ

い
て
、
前
者
は
天
長
一
〇
年
を
最
後
に
記
録
か
ら
消
え
、
後
者
は
天
長
一
〇
年
が

初
見
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
天
長
一
〇
年
を
機
に
入
れ
替
わ
る
関
係
に
あ
る
と

論
じ
る（（
（

。
そ
れ
は
、
天
長
に
先
立
つ
弘
仁
年
間
期
に
「
天
皇
玉
体
の
聖
性
化
が
強

化
」
さ
れ
始
め
、「
国
史
の
祟
り
記
事
は
、
天
長
・
承
和
年
間
に
増
加
」、
諸
神
が

「
天
皇
に
祟
り
を
起
こ
し
」、
天
皇
に
は
「
一
層
の
聖
性
化
が
求
め
ら
れ
」、「
天

皇
自
身
に
関
わ
る
祭
祀
を
中
心
に
祭
祀
制
が
展
開
」、「
祟
り
へ
の
対
応
を
も
意
識

し
た
、
天
長
・
承
和
年
間
」
の
祭
祀
制
の
変
容
が
「
杵
築
大
社
」
と
「
宇
佐
八

幡
」
の
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
議
論
で
あ
り
、
平
安
時
代
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前
期
八
幡
信
仰
の
様
相
と
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
評
価
で
き

る
。

　

た
だ
し
、
岡
田
の
議
論
に
は
、
西
郷
が
八
幡
神
の
出
現
と
い
う
出
来
事
そ
れ
自

体
に
見
出
し
た
国
家
的
神
話
の
変
容
と
仏
教
的
世
界
の
実
現
と
い
う
観
点
が
欠
け

て
い
る
。
西
郷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
八
幡
神
は
、
も
は
や
た
ん
な
る

昔
な
が
ら
の
日
本
の
神
で
は
な
く
、
そ
れ
が
緊
張
関
係
を
持
つ
そ
の
異
国
か
ら
ま

さ
に
伝
来
し
た
仏
法
と
い
う
普
遍
的
宗
教
の
洗
礼
を
受
け
た
新
し
い
神
で
あ
っ

た
」。「
記
紀
神
話
の
終
焉
の
時
期
が
近
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
新

し
い
神
話
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
い
」。

　

西
郷
が
論
じ
る
「
新
し
い
神
話
」
へ
の
要
求
、
神
の
転
換
、
神
話
の
変
容
と
い

う
観
点
に
立
つ
な
ら
、
八
幡
神
の
出
現
は
、「
伝
来
し
た
仏
法
と
い
う
普
遍
的
宗

教
」
と
い
う
現
実
に
対
応
し
、
か
つ
「
記
紀
神
話
の
終
焉
の
時
期
」
の
到
来
に
対

峙
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
延
長
上
に
「
記
紀
神
話
」
か
ら
現
実
が
離
れ
行
く

歴
史
の
決
定
的
な
画
期
を
告
げ
る
象
徴
的
事
象
と
し
て
、
岡
田
が
論
じ
た
「
天
長

一
〇
年
」
の
杵
築
社
と
宇
佐
宮
の
交
替
的
な
祭
祀
制
の
変
容
が
あ
る
、
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
議
論
を
結
び
合
わ
せ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
八

幡
神
は
そ
も
そ
も
仏
教
の
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
仏
教
世
界
を
背
負
う
神

威
に
お
い
て
皇
神
化
が
求
め
ら
れ
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
変
身
体

と
し
て
宮
都
と
天
皇
に
近
し
く
あ
る
国
家
を
守
護
す
る
神
と
な
る
。
平
安
時
代
前

期
天
長
一
〇
年
に
は
、
つ
い
に
天
皇
即
位
儀
礼
に
お
い
て
杵
築
社
が
担
っ
た
天
皇

即
位
を
神
話
的
に
保
証
す
る
役
割
が
宇
佐
宮
へ
と
移
管
さ
れ
る
。
と
く
に
、
天
皇

即
位
儀
礼
に
お
い
て
宇
佐
宮
八
幡
神
へ
の
奉
告
の
使
者
が
宇
佐
和
気
使
と
規
定
さ

れ
る
こ
と
は
、
八
幡
神
が
国
家
を
守
護
し
皇
位
を
保
証
す
る
神
話
が
ど
の
よ
う
に

あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

八
幡
神
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
登
場
し
な
い
後
発
の
神
で
あ
り
、
そ

の
初
出
文
献
は
『
続
日
本
紀
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
幡
神
は
『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
「
神
代
」
の
神
話
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
、
天
皇
と
も

関
係
が
不
明
な
、
と
い
う
よ
り
は
無
縁
の
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
皇
位
を
保
証
す

る
神
と
な
る
の
は
、
直
接
的
に
は
僧
道
鏡
が
皇
位
に
就
こ
う
と
し
た
出
来
事
、
い

わ
ゆ
る
道
鏡
事
件
・
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
に
お
い
て
、
八
幡
神
が
示
し
た
「
我
が

国
家
開
闢
け
て
よ
り
以
来
、
君
臣
定
り
ぬ
。
臣
を
以
て
君
と
す
る
こ
と
は
、
未
だ

有
ら
ず
。
天
の
日
嗣
は
必
ず
皇
緒
を
立
て
よ
」
と
い
う
皇
位
の
血
統
を
再
認
す
る

託
宣
と
、
そ
の
託
宣
を
引
き
出
し
た
和
気
清
麻
呂
の
活
躍
を
要
因
と
す
る
。
そ
れ

は
だ
か
ら
、
平
安
時
代
前
期
の
段
階
で
は
、
杵
築
社
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
の
「
神
代
」
の
神
話
よ
り
も
、『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
の
活
躍
と
託
宣

に
こ
そ
、
皇
位
を
保
証
す
る
神
話
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
国
家
的
に
認
定
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
話
が
現
実
の
状
況
を
意
味
づ
け
る
た
め
に
歴
史
的
に
あ
ら

わ
さ
れ
続
け
る
と
い
う
中
世
神
話
の
議
論
を
踏
む
な
ら
、『
続
日
本
紀
』
が
皇
位

と
八
幡
神
と
を
め
ぐ
る
新
し
い
神
話
と
な
っ
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、『
続
日
本
紀
』
は
、
少
な
く
と
も
八
幡
神
と
皇
位
を
め
ぐ
っ
て
は

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」
と
は
異
な
る
新
た
な
神
話
と
し
て
あ
り
、

天
長
一
〇
年
の
天
皇
即
位
儀
礼
に
お
け
る
杵
築
社
か
ら
宇
佐
宮
へ
の
交
替
と
も
言

え
る
事
象
は
、
そ
う
し
た
神
話
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
新
た
な
現
実
と
相
応
す
る

儀
礼
の
変
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
続
日
本
紀
』
は
、
こ
の
よ
う
に

後
世
へ
向
か
っ
て
は
八
幡
神
が
皇
位
を
め
ぐ
る
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
神
話
と
言
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い
得
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
八
幡
神
が
仏
教
の
神
と
い
う
性
質
を
担
っ
て
国
家

中
枢
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
国
家
的
な
神
話
と
神
々
の
問
題
と
不
可
分
で

あ
っ
た
。

　

あ
ら
た
め
て
、『
続
日
本
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
る
八
幡
神
の
意
義
を
論
じ
る
た
め

に
は
、
八
幡
神
が
「
神
代
」
の
神
話
に
由
来
し
な
い
新
た
な
神
で
あ
り
な
が
ら
も

国
家
中
枢
に
神
々
と
仏
教
と
を
結
び
つ
け
る
形
で
威
儀
を
示
す
と
い
う
在
り
方
が
、

前
代
の
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
に
お
い
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

神
々
と
仏
教
と
八
幡
神

　

本
節
で
は
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
を
起
点
に
『
日
本
書
紀
』
へ
と

視
界
を
振
り
向
け
、
八
幡
神
の
仏
教
の
神
と
い
う
性
質
が
対
比
的
に
明
瞭
で
あ
る

神
々
と
仏
教
の
関
係
性
を
確
か
め
た
い
。

　

『
日
本
書
紀
』
に
は
欽
明
天
皇
一
三
年
の
こ
と
と
し
て
、
百
済
聖
明
王
が
釈
迦

仏
像
と
経
典
等
を
献
上
し
た
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
公
伝
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

欽
明
天
皇
は
、
仏
の
教
え
に
つ
い
て
は
「
未
だ
曾
て
是
の
如
く
微
妙
の
法
を
聞

く
こ
と
を
得
ず
」、
釈
迦
仏
像
に
つ
い
て
は
「
端
厳
に
し
て
全
く
未
だ
曾
て
看

ず
」
と
褒
め
称
え
、
群
臣
に
仏
を
礼
拝
す
る
べ
き
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。
蘇

我
稲
目
は
諸
外
国
が
こ
ぞ
っ
て
礼
拝
し
て
お
り
日
本
も
同
様
に
礼
拝
す
る
べ
き
と

述
べ
る
が
、
物
部
尾
輿
と
中
臣
鎌
子
は
、「
我
が
国
家
の
、
天
下
に
王
と
ま
し
ま

す
は
、
恒
に
天
地
社
稷
の
百
八
十
神
を
以
ち
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭
拝
り
た
ま
ふ
こ

と
を
事
と
す
。
方
今
し
、
改
め
て
蕃
神
を
拝
み
た
ま
は
ば
、
恐
る
ら
く
は
国
神
の

怒
を
致
し
た
ま
は
む
」
と
述
べ
、
仏
教
の
受
け
入
れ
、
仏
像
へ
の
礼
拝
を
否
定
し

た
。
そ
し
て
、
試
み
に
仏
教
・
仏
像
の
礼
拝
を
許
さ
れ
た
稲
目
が
自
身
の
家
を
寺

と
し
て
仏
像
を
安
置
し
修
行
を
し
て
い
る
と
、
国
内
に
疫
病
が
起
こ
り
多
く
の

人
々
が
死
し
た
。
そ
こ
で
尾
輿
と
鎌
子
は
、
前
言
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
仏
像

を
廃
棄
す
る
こ
と
を
奏
上
、
結
果
、
寺
は
焼
か
れ
仏
像
は
難
波
の
堀
江
に
流
し
棄

て
ら
れ
た
。
す
る
と
、
風
も
雲
も
な
い
中
で
突
然
に
「
大
殿
に
災
」（
落
雷
に
よ

る
火
災
（
が
あ
っ
た
、
と
す
る
。

　

こ
の
記
事
が
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
か
は
問
わ
な
く
と
も（（
（

、『
日
本
書

紀
』
が
か
つ
て
あ
っ
た
出
来
事
と
し
て
記
し
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。『
日
本

書
紀
』
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
、
仏
教
が
国
家
的
に
伝
え
ら
れ
た
時
、
仏
を
異

国
の
神
「
蕃
神
」
と
す
る
認
識
が
存
在
し
、
天
皇
─
国
家
の
公
認
に
基
づ
く
仏
像

へ
の
礼
拝
は
、
国
家
的
な
祭
祀
を
受
け
る
既
存
の
神
々
の
怒
り
に
よ
る
疫
病
を
巻

き
起
こ
す
も
の
だ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
像
が
流
し
棄
て

ら
れ
た
結
果
、「
忽
ち
に
大
殿
に
災
あ
り
」
と
さ
れ
る
の
は
、
神
々
の
意
思
に

従
っ
て
仏
教
と
仏
像
と
を
排
し
た
天
皇
に
対
す
る
仏
の
側
の
抵
抗
的
な
意
思
の
発

現
で
あ
っ
た
。

　

『
日
本
書
紀
』
の
釈
迦
仏
像
を
め
ぐ
る
神
々
の
在
り
方
と
、『
続
日
本
紀
』
の

東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
を
め
ぐ
る
神
々
の
在
り
方
は
実
に
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ど
ち
ら
も
仏
教
が
天
皇
の
意
思
を
介
し
て
国
家
的
に
実
行
さ
れ
よ
う
と
す

る
象
徴
的
な
出
来
事
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
国
神
」
で
あ
る
「
百
八
十

神
」
の
神
々
は
「
蕃
神
」
と
見
ら
れ
て
い
る
釈
迦
仏
像
の
礼
拝
に
反
発
し
て
疫
病

を
起
こ
す
。
対
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
の
託
宣
で
は
、
東
大
寺
盧

舎
那
仏
像
造
立
に
「
天
神
地
祇
」
の
神
々
が
協
力
し
て
お
り
、
仏
教
へ
の
態
度
は

百
八
十
度
反
転
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
仏
教
の
神
と
し
て
国
家
中
枢
に
迎
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え
入
れ
ら
れ
た
八
幡
神
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
的
祭
祀
を
受
け
る
神
々
の
方
向
転

換
を
可
能
と
す
る
要
で
あ
り
、
よ
り
積
極
的
に
言
う
な
ら
、
八
幡
神
の
託
宣
こ
そ

が
仏
教
に
協
力
的
な
神
々
を
作
り
出
す
時
機
に
応
じ
た
先
端
的
な
神
話
で
あ
っ
た
。

『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
が
「
天
神
地
祇
を
率
ゐ
い
ざ
な
ひ
て
必
ず
成
し
奉
ら

む
」
と
宣
言
し
た
こ
と
が
、
神
々
か
ら
の
仏
の
像
へ
の
対
応
を
決
定
づ
け
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
西
郷
が
「
八
幡
神
は
古
い
神
話
時
代
の
「
皇
孫
命
の
近
き
守
神
」
た

る
大
物
主
に
代
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
護
国
の
神
で
あ
り
、
神
々
の
い
わ
ば

新
た
な
棟
梁
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
造
立

を
め
ぐ
っ
て
、
八
幡
神
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
代
わ
っ
て
天
神
地

祇
を
率
い
る
統
率
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、

八
幡
神
が
仏
教
の
神
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
を
身
に
負
い
仏
教
の

側
に
立
つ
神
と
し
て
、
仏
教
へ
と
神
々
を
導
き
入
れ
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
代
わ
る
神
々
の
統
率
者
で
あ
る
な

ら
ば
、
仏
教
に
対
面
す
る
神
々
の
側
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
幡

神
は
そ
の
推
定
さ
れ
る
成
立
経
緯
と
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
活
躍
に
鑑
み
て
、

外
来
の
仏
教
を
担
い
体
現
す
る
新
規
の
神
で
あ
り
、
既
存
の
国
家
的
な
祭
祀
を
受

け
る
神
々
と
は
同
一
化
さ
れ
な
い
神
と
し
て
、
ま
ず
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
西
郷
が
八
幡
神
の
出
現
に
つ
い
て
「
神
仏
習
合
と

い
う
常
識
概
念
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
ぬ
、
も
っ
と
動
的
な
関
係
と
複
雑
な
構
造

が
こ
こ
に
は
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
の
神
々
の
内
に
あ
っ
て
仏
教
に
い

ち
早
く
習
合
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
神
と
し
て
八
幡
神
は
出
現
し
、

神
々
を
仏
教
の
世
界
に
導
き
入
れ
る
と
い
う
転
機
の
誘
導
者
と
し
て
国
家
的
な

神
々
の
体
系
へ
と
差
し
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
釈
迦
仏
像
を
排

除
す
る
神
々
か
ら
『
続
日
本
紀
』
の
盧
舎
那
仏
像
造
立
を
加
護
す
る
神
々
へ
、
新

規
の
世
界
を
推
し
拡
げ
る
外
来
の
仏
教
に
対
し
て
鮮
や
か
な
転
換
を
見
せ
る
神
々

に
比
し
て
、
そ
の
転
換
を
導
い
た
八
幡
神
は
構
造
的
に
も
把
握
し
難
い
動
態
的
な

在
り
方
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
か
ら
『
日
本
書
紀
』
の

オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
へ

　

神
々
を
盧
舎
那
仏
像
造
立
に
協
力
す
る
存
在
へ
と
変
容
さ
せ
る
八
幡
神
は
、
仏

教
の
神
で
あ
り
神
々
を
統
率
す
る
仏
教
へ
の
教
導
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
八

幡
神
に
つ
い
て
、
西
郷
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

ゼ
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
八
幡
神
が
「
棟
梁
」
と
し
て
成
り
変
わ
っ
た
そ
の
前

代
の
神
に
つ
い
て
、
第
一
節
に
引
い
た
西
郷
の
論
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
れ
ば
、

「
出
雲
の
大
国
主
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
三
輪
の
神
」
で
あ
り
、「
天
つ
神
へ

の
国
つ
神
た
ち
の
服
従
と
い
う
こ
と
を
主
題
」
に
持
つ
「
神
話
時
代
の
守
神
」
と

さ
れ
、「
大
化
改
新
以
後
の
律
令
制
国
家
時
代
の
守
神
」
と
し
て
は
相
応
し
く
な

い
「
原
始
的
デ
ー
モ
ン
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

八
幡
神
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
見
る
と
し
て
、
で
は
果
た
し
て
、
八
幡
神
が
成
り
変
わ
っ
た
「
神
話

時
代
」
の
神
々
の
統
率
者
で
あ
る
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
「
原
始
的

デ
ー
モ
ン
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
西
郷
は
、「
律
令

国
家
時
代
の
守
神
」
た
り
得
な
い
「
原
始
的
デ
ー
モ
ン
」
と
し
て
、
大
陸
か
ら
伝

来
し
た
最
新
の
文
化
と
思
想
、
と
く
に
仏
教
を
担
う
八
幡
神
と
の
対
比
を
強
調
す

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
国
史
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
が
前
提
と
す
る
『
日
本
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書
紀
』
は
、
律
令
国
家
の
史
書
と
し
て
成
り
立
つ
べ
く
編
述
さ
れ
た
は
ず
で
、
な

ら
ば
そ
の
「
神
代
」
に
語
ら
れ
る
「
天
つ
神
へ
の
国
つ
神
た
ち
の
服
従
」
を
主
題

と
し
、
天
皇
の
国
土
支
配
を
保
証
す
る
地
上
平
定
の
神
話
に
は
、「
原
始
的
デ
ー

モ
ン
」
と
は
呼
び
得
な
い
、
当
時
の
国
家
的
自
意
識
に
見
合
う
べ
き
神
話
へ
と
編

成
さ
れ
た
「
国
つ
神
た
ち
」
の
統
率
者
の
姿
が
象
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
八
幡
神
へ
と
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
は
、「
国
つ
神
た
ち
の
服
従
」
を
語
る
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
地
上
平

定
の
神
話
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
は
基
本
的
に
は
一
続
き
の

筋
道
を
示
し
辿
る
本
文
と
、
各
段
毎
に
別
伝
を
記
す
「
一
書
」
が
あ
り
、
本
文
で

は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
本
文
で
第
八
段
末
尾
部
に
ス
サ
ノ
ヲ
の

子
と
し
て
誕
生
、
第
九
段
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
平
定
を
企
図
す
る
葦
原
中
国
を
治

め
、
最
終
的
に
国
土
を
譲
り
渡
す
の
は
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
で
あ
り
、
第
八
段
「
一

書
」
第
六
に
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
別
名
と
し
て
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
・
オ
ホ
ア
ナ
ム

チ
・
ア
シ
ハ
ラ
シ
ノ
シ
コ
ヲ
・
ヤ
チ
ホ
コ
・
オ
ホ
ク
ニ
タ
マ
・
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ

が
並
ぶ
。

　

さ
て
、『
日
本
書
紀
』
を
読
む
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
の
同
体
性
は
、
本
文
と
一
書
を
並
び
合
わ
せ
る
こ
と
で

認
識
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、「「
一
書
」
の
存
在
は
書
紀
の
現
行
本
文
が
唯
一
絶
対

の
権
威
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
類
似
す
る
諸
史
書
が
存
在

し
て
い
た
」
こ
と
を
表
し
て
お
り
、「
一
書
」
は
「
本
文
を
補
完
す
る
」
関
係
に

あ
っ
て
、
複
数
そ
れ
ぞ
れ
の
「
一
書
」
は
「
対
抗
的
な
書
物
群
で
は
な
く
、
相
互

に
共
通
点
を
も
ち
な
が
ら
そ
の
価
値
を
補
完
し
合
う
性
格
の
も
の
」
と
位
置
づ
け

る
関
根
淳
の
見
解
を
受
け
、
本
文
と
「
一
書
」
を
補
完
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て

議
論
を
進
め
た
い（（
（

。

　

ま
た
、
関
根
は
、『
日
本
書
紀
』
が
「
断
続
的
に
作
成
さ
れ
て
き
た
帝
紀
・
旧

辞
」
を
「
一
書
」
と
し
て
「
選
択
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
修
史
事
業
の
集

大
成
と
な
り
え
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
二
つ
の
点
で
『
日
本
書
紀
』

の
本
書
と
「
一
書
」
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
は
「
類
似
の
資
料
群
（
本
文
・
一
書
（
が
相
互
に
繰
り

返
し
比
較
検
討
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
行
の
本
文
と
「
一
書
」
の
配
列
に
落

ち
着
い
た
」
の
で
あ
り
、
本
文
は
、
複
数
の
並
立
的
な
神
話
の
中
か
ら
取
捨
選
択

さ
れ
本
文
と
し
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
本
文
に
取

り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
神
話
が
「
一
書
」
と
し
て
載
録
さ
れ
る
こ
と
は
「
神
話
が

日
本
書
紀
に
占
有
さ
れ
、
そ
の
価
値
を
単
独
で
保
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
」
お
り
、
本
文
と
「
一
書
」
は
異
な
る
神
話
を
記
す
場
合
で
あ
っ
て

も
排
他
的
関
係
に
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
議
論
に
よ
っ
て
関
根
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
主
と
し
て
『
日
本
書

紀
』
が
編
纂
さ
れ
成
り
立
ち
行
く
様
相
と
意
義
だ
が
、『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神

を
起
点
に
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」
を
見
据
え
る
本
論
に
と
っ
て
有
効
な
視
界

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
書
」
を
擁
す
る
『
日
本
書

紀
』
は
、
す
で
に
編
纂
の
段
階
で
、
国
家
的
事
業
と
し
て
神
話
の
柔
軟
性
、
当
時

の
現
状
に
応
じ
る
可
変
性
を
自
覚
的
に
実
現
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
延
長
上
に
、『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
が
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

国
家
的
神
話
の
変
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
神
話
の
変
異



八
幡
神
と
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
（
村
田
真
一
（

四
六

体
と
し
て
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
『
続
日
本
紀
』
の
八
幡

神
と
を
積
極
的
に
読
み
解
く
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

四　

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
に 

お
け
る
「
邪
鬼
」
と
「
鬼
神
」

　

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
本
文
と
「
一
書
」
に
つ
い
て
補
完
的
に
読
み
論
じ

る
と
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
本
文
と
「
一
書
」
は
、『
日
本
書
紀
』
と
い
う
テ

キ
ス
ト
に
お
い
て
、
選
択
さ
れ
た
中
心
的
主
幹
の
本
文
と
、
交
替
や
融
通
の
可
能

性
が
あ
る
と
は
い
え
主
幹
に
付
属
す
る
形
で
配
置
さ
れ
た
「
一
書
」
と
い
う
関
係

を
作
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は

本
文
と
し
て
の
「
神
代
」
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
の
在
り
方
で
あ
る
。「
神
代
」
第
九

段
本
文
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

天
照
大
神
の
子
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
高
皇
産
霊
尊
の
女
、
栲
幡

千
千
姫
を
娶
り
、
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
生
み
た
ま
ふ
。
故
、
皇
祖
高
皇

産
霊
尊
、
特
に
憐
愛
を
鍾
め
て
崇
養
し
た
ま
ふ
。
遂
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊

瓊
杵
尊
を
立
て
て
、
葦
原
中
国
の
主
と
せ
む
と
欲
す
。
然
れ
ど
も
彼
の
地
に
、

多
に
蛍
火
な
す
光
る
神
と
蠅
声
な
す
邪
神
と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語

有
り
。
故
、
高
皇
産
霊
尊
、
八
十
諸
神
を
召
集
へ
て
、
問
ひ
て
曰
は
く
、「
吾
、

葦
原
中
国
の
邪
鬼
を
撥
ひ
平
け
し
め
む
と
欲
ふ
。
誰
を
遣
さ
ば
宜
け
む
。
惟
、

爾
諸
神
、
知
れ
ら
む
を
な
隠
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
孫
と
し
て
誕
生
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
、
と
く

に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
厚
く
愛
さ
れ
育
て
ら
れ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に

「
葦
原
中
国
」
を
治
め
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
に
至
る
。
し
か
し
、「
葦
原
中
国
」

に
は
、「
蛍
火
な
す
光
る
神
と
蠅
声
な
す
邪
神
」
が
あ
り
、「
草
木
咸
能
く
言
語
有

り
」
と
い
う
天
上
世
界
か
ら
見
て
反
秩
序
的
・
無
秩
序
的
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
「
葦
原
中
国
」
の
神
々
の
平
定
に
つ
い
て
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
「
葦
原
中

国
の
邪
鬼
を
撥
ひ
平
け
し
め
む
」
と
い
う
。

　

こ
の
時
に
「
葦
原
中
国
」
を
治
め
て
い
た
の
が
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
で
あ
り
、
ア
メ

ノ
ホ
ヒ
と
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
派
遣
を
経
て
三
度
目
の
平
定
に
遣
わ
さ
れ
た
フ
ツ
ヌ

シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
、
刃
を
上
に
し
て
地
面
に
突
き
立
て
た
剣
の
上
に
胡
坐
を

組
む
と
い
う
武
威
を
示
し
て
「
高
皇
産
霊
尊
、
皇
孫
を
降
し
、
此
の
地
に
君
臨
は

む
と
欲
す
。
故
、
先
づ
我
二
神
を
遣
し
て
、
駆
除
ひ
平
定
め
し
む
。
汝
が
意
如
何

に
。
避
り
ま
つ
る
べ
き
や
不
や
」
と
迫
り
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、
子
の
コ
ト
シ
ロ

ヌ
シ
の
同
意
に
よ
っ
て
最
終
的
に
国
を
譲
り
渡
す
こ
と
を
決
め
る
。
そ
の
際
、
オ

ホ
ア
ナ
ム
チ
は
「
如
し
吾
防
禦
か
ま
し
か
ば
、
国
内
の
諸
神
必
ず
同
じ
く
禦
か
む
。

今
し
我
避
り
奉
ら
ば
、
誰
か
復
敢
へ
て
順
は
ぬ
者
有
ら
む
や
」
と
述
べ
、「
国
内

の
諸
神
」
が
自
ら
の
意
思
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
「
葦
原
中
国
」
の
平
定
を
終
え
た
場

面
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

是
に
二
神
、
諸
の
順
は
ぬ
鬼
神
等
を
誅
ひ
、［
一
に
云
は
く
、
遂
に
邪
神
と

草
・
木
・
石
の
類
を
誅
ひ
、
皆
已
に
平
け
了
へ
ぬ
。
其
の
服
は
ぬ
者
は
、
唯

星
神
香
香
背
男
の
み
。
故
、
加
倭
文
神
建
葉
槌
命
を
遣
し
し
か
ば
服
ひ
ぬ
。

故
、
二
神
、
天
に
登
る
と
い
ふ
。
倭
文
神
、
此
に
は
斯
図
梨
俄
未
と
云
ふ
。］

果
に
以
ち
て
復
命
し
き
。

　

二
神
は
従
わ
な
い
諸
々
の
「
鬼
神
」
ら
を
誅
伐
し
、
天
上
世
界
に
戻
り
「
葦
原

中
国
」
の
平
定
を
報
告
を
し
た
。
こ
の
「
鬼
神
」
の
誅
伐
に
つ
い
て
、
オ
ホ
ア
ナ
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七

ム
チ
に
国
土
献
上
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ

の
国
土
譲
渡
に
従
わ
ず
反
抗
す
る
神
々
を
あ
ら
た
め
て
平
定
し
た
の
か
、
定
め
難

い
。

　

た
だ
し
、
本
論
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
た
い
の
は
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
「
葦
原
中

国
」
の
「
邪
神
」「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
と
さ
れ
た
神
々
を
率
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ

れ
ら
神
々
を
統
御
し
つ
つ
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
よ
る
国
土
譲
渡
の
要
求
に
従
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
神
々
の
関
係
を
結
ぶ

「
鬼
」
の
語
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
神
代
」
に
お
い
て
「
鬼
」
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
る
の
は
「
葦
原
中
国
」
の
平
定
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
同
段
一
書

に
も
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
日
本
の
鬼
を
総
合
的
に
論
じ
た
馬
場
あ
き
子
は
、

こ
の
「
神
代
」
の
「
鬼
」
に
つ
い
て
、
景
行
紀
の
「
姦
鬼
」
と
重
ね
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る（（
（

。

　

「
景
行
紀
」
に
は
、「
山
に
邪
し
き
神
あ
り
、
郊
に
姦
し
き
鬼
あ
り
」
と

記
さ
れ
、
鬼
は
邪
神
と
対
を
な
す
同
系
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
神
代
紀
」
の
大
国
主
の
国
譲
り
の
あ
と
、
高
天
原
か
ら
派
遣
さ
れ

た
神
が
、「
諸
の
順
は
ぬ
鬼
神
を
誅
ひ
」
と
い
う
書
き
か
た
も
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
鬼
神
」
を
「
か
み
」
と
よ
ま
れ
る
習
慣
も
、「
誅
ひ
」
と
い
う
対

象
が
、「
か
み
」
に
当
る
、
先
住
者
の
国
つ
神
で
あ
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で

な
く
、「
景
行
紀
」
に
か
か
れ
た
よ
う
に
、「
邪
し
き
神
」
と
「
姦
し
き
鬼
」

が
、
近
似
し
た
も
の
と
し
て
対
を
な
す
考
え
か
た
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
強
い
民
族
意
識
を
表
だ
て
つ
つ
、
討
伐
の
記
事
に
み
ち
て
い
る

『
日
本
書
紀
』
が
、
誅
さ
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
も
の
に
た
い
し
て
結
果

論
的
に
〈
鬼
〉
字
を
あ
て
た
こ
と
は
、
日
本
に
定
着
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
初
期
的
な
鬼
の
概
念
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
問
題
意
識
の
違
い
で
も
あ
っ
て
、
細
か
な
点
は
省
く
と
し
て
も
、

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
神
話
と
し
て
「
鬼
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
へ
の
考
慮

を
欠
い
た
分
析
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
神
代
」
に
限
ら
ず
『
日
本
書
紀
』
の

「
鬼
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る
「
初
期
的
な
鬼
の
概
念
」
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、「
誅
さ
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
も
の
に
た
い
し
て
結
果

論
的
に
〈
鬼
〉
字
を
あ
て
た
」
と
い
う
見
方
は
、
や
は
り
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
討
伐
さ
れ
た
存
在
に
対
し
て
事
後
的
認
識
と
し

て
「
鬼
」
の
字
を
用
い
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、「
鬼
」
の
歴
史
を
総
体
的
に

見
た
場
合
に
抽
象
的
に
浮
か
び
上
が
る
典
型
的
な
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
寄
せ
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
、
神
話
と
、
神
話
に
お
い
て
定
め
ら
れ
あ
る
い

は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
神
、
と
い
う
見
方
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
。

　

馬
場
の
議
論
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
「
鬼
」
は
、

結
果
と
し
て
討
伐
さ
れ
た
対
象
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
天
皇
の
国
土
支
配

の
根
拠
と
な
る
神
話
に
あ
ら
わ
れ
る
「
鬼
」
は
、
む
し
ろ
「
鬼
」
と
い
う
名
指
し

に
よ
っ
て
新
た
な
意
味
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
「
鬼
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
る
べ
き
は
、「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
と
い
う
「
鬼
」
は
、
天
上
世

界
の
神
々
の
側
か
ら
「
葦
原
中
国
」
の
神
々
を
指
し
示
す
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
は
、
天
上
世
界
か
ら
見
た
「
葦
原
中
国
」
の
神
々
を
指
す

も
の
で
あ
り
、
性
質
指
定
と
し
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
の
神
々
が
天

上
の
神
々
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
と
は
、
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神
話
上
に
「
皇
孫
」「
天
孫
」
と
呼
称
さ
れ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
始
祖
と
な
る
天
皇

の
地
上
支
配
を
保
証
す
る
天
上
世
界
の
神
々
と
は
異
な
る
神
々
へ
の
呼
称
で
あ
っ

た
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
発
す
る
「
葦
原
中
国
の
邪
鬼
」、
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ

ヅ
チ
に
よ
る
討
伐
に
つ
い
て
の
「
諸
の
順
は
ぬ
鬼
神
等
」、
ど
ち
ら
も
天
上
世
界

の
側
か
ら
見
て
討
伐
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
オ
ホ

ア
ナ
ム
チ
は
従
え
る
神
々
を
「
国
内
の
諸
神
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
同
一
の

神
々
を
別
の
方
向
か
ら
言
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、「
邪
鬼
」「
鬼
神
」
は
、
天

上
世
界
の
神
々
に
と
っ
て
討
伐
す
る
べ
き
対
象
を
作
り
出
す
表
現
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
天
上
世
界
の
神
々
の
側
か
ら
の
名
指
し
と
し
て
共
通
す
る
「
邪
鬼
」
と

「
鬼
神
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
の
国
土
献
上
の
前
後
を
分
か
っ

て
「
邪
」
の
語
が
失
く
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
前
記
の
よ
う
に
、「
邪

鬼
」「
鬼
神
」
は
討
伐
す
る
べ
き
対
象
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
邪
」
の
有

無
に
よ
っ
て
、「
鬼
」
と
さ
れ
る
神
々
の
性
質
に
変
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　

地
上
平
定
の
発
端
と
な
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、「
葦
原
中
国
」
に
「
多
に
蛍
火

な
す
光
る
神
と
蠅
声
な
す
邪
神
と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語
有
り
」
と
い
う

状
況
を
看
取
し
て
「
葦
原
中
国
の
邪
鬼
を
撥
ひ
平
け
し
め
む
と
欲
ふ
」
と
の
言
葉

を
発
し
た
。
草
木
が
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
無
秩
序
な
空
間
に
、
妖
し
く
光
る
神

と
騒
が
し
く
荒
ぶ
る
邪
神
が
お
り
、
そ
れ
ら
の
神
々
が
「
邪
鬼
」
と
し
て
一
括
呼

称
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
国
土
献
上
を
決
め
た
後
に
は
、「
邪
」

が
除
か
れ
た
「
鬼
神
」
と
い
う
名
指
し
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
の
企
図
が
実
現
さ
れ
、「
葦
原
中
国
」
の
「
邪
神
」「
邪
鬼
」
だ
っ
た
も
の
が
、

未
だ
「
鬼
」
で
は
あ
り
な
が
ら
も
天
上
世
界
の
秩
序
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　

直
接
的
に
は
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
に
よ
る
平
定
の
達
成
に
よ
る
が
、
神

話
の
展
開
と
し
て
言
え
ば
、「
葦
原
中
国
」
の
秩
序
化
に
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
と
ア
メ

ワ
カ
ヒ
コ
の
派
遣
と
失
敗
と
い
う
出
来
事
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
ア

メ
ノ
ホ
ヒ
に
つ
い
て
は
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
に
「
𪜨
媚
び
」
た
と
あ
り
、
オ
ホ
ア
ナ

ム
チ
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
ヲ
の
「
誓
約
」
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
神
で
あ
り
、
そ
の
際
に
「
是
出
雲

臣
・
土
師
連
等
の
祖
な
り
」
と
の
注
記
が
あ
る
（「
神
代
」
第
六
段
本
文
（。
出
雲

臣
は
出
雲
杵
築
社
で
出
雲
の
神
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
祭
祀
に
仕
え
る
氏
族
で
あ
り
、

「
神
代
」
の
国
家
的
神
話
の
文
脈
と
し
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
派
遣
は
出
雲
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
の
祭
祀
の
起
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
代
表

と
す
る
「
邪
神
」「
邪
鬼
」
へ
の
祭
祀
の
体
制
が
整
え
ら
れ
、
天
上
世
界
に
血
統

を
由
来
す
る
「
皇
孫
」「
天
孫
」
た
る
天
皇
が
支
配
す
る
国
土
へ
と
荒
ぶ
る
神
の

世
界
「
葦
原
中
国
」
が
作
り
替
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、「
邪
神
」「
邪
鬼
」
の
代
表
者
で
あ
る
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、

『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
世
界
生
成
の
原
理
で
あ
る
陰
陽
説
の
展
開
の
果
て
に

あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
本
文
で
は
、
第
一
段
に

陰
陽
説
に
基
づ
い
た
天
地
の
生
成
が
あ
り
、
第
四
段
で
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ

が
陽
神
・
陰
神
と
さ
れ
陰
陽
を
体
現
す
る
神
と
し
て
国
生
み
・
神
生
み
を
為
し
て
、

第
五
段
で
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
天
下
の
主
者
」
を
生
む
が
、
そ
の
際
に
、

日
神
ア
マ
テ
ラ
ス
・
月
神
ツ
ク
ヨ
ミ
・
ヒ
ル
コ
・
ス
サ
ノ
ヲ
が
誕
生
す
る
。
こ
の

時
誕
生
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
常
に
泣
き
喚
く
こ
と
で
「
国
内
の
人
民
を
多
に
以
ち

て
夭
折
る
せ
し
め
、
復
青
山
を
枯
に
変
へ
し
む
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
イ
ザ
ナ
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キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
「
汝
甚
だ
無
道
し
」
と
い
う
反
秩
序
的
存
在
と
し
て
「
根
国
」

へ
追
放
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
根
国
」
へ
行
く
前
に
ア
マ
テ
ラ
ス
に

会
う
た
め
天
上
世
界
へ
と
赴
く
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
「
善

意
」
が
無
く
「
国
を
奪
は
む
と
す
る
志
」
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
は

「
黒
心
」
の
無
い
こ
と
を
訴
え
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
「
赤
心
」
を

証
明
す
る
の
か
を
問
う
。
こ
う
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
自
身
に
「
濁
心
」
な
く
「
清

心
」
が
あ
る
こ
と
を
明
か
す
た
め
に
、
互
い
に
交
換
し
た
持
物
か
ら
子
を
生
む

「
誓
約
」
を
提
案
、
男
を
生
め
ば
「
清
心
」、
女
を
生
め
ば
「
濁
心
」
が
あ
る
と

定
め
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
確
か
に
男
を
生
み
出
す
。
と
こ
ろ
が
、「
誓
約
」
の
結
果
が

確
定
す
る
直
前
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
「
勅
」
を
下
し
て
「
物
根
」
の
持
ち
主
に
よ
っ

て
子
が
定
ま
る
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
子
を
取
り
換
え
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
男
を
、
ス

サ
ノ
ヲ
が
女
を
得
た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
の
「
心
」
の
在
り
方
に
善
悪
が
あ
ら
わ
れ
主
題
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、
権
東
祐
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る（（1
（

。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
登
場
す
る
段
落
か
ら
『
日
本
書
紀
』
の
陰
陽

論
理
は
善
悪
の
「
心
」、
倫
理
の
問
題
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
善
悪
を
決
定
す
る
の
が
他
な
ら
な
い
「
勅
」
と
い
う
政
治
的
な
力
・
権
威

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
陰
陽
の
世
界
観
は
「
善
悪
」
へ
の
展
開
と
い
う
変
容

を
見
せ
て
お
り
、
ま
た
「
勅
」
と
い
う
新
秩
序
を
決
め
る
基
準
が
あ
ら
わ
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

権
に
よ
れ
ば
、
世
界
生
成
の
原
理
で
あ
る
陰
陽
の
論
理
か
ら
、「
神
代
」
の
神

話
が
展
開
す
る
中
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
出
現
に
お
い
て
「
善
悪
」
と
い
う
倫
理
的
問
題

が
立
ち
上
る
の
で
あ
り
、「『
日
本
書
紀
』
陰
陽
の
〈
世
界
構
造
〉
は
イ
ザ
ナ
キ
・

イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
っ
て
完
成
す
る
が
、〈
新
秩
序
〉
が
展
開
す
る
変
容
は
さ
ら
に
続

い
て
」
お
り
、「
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
勅
」
に
よ
っ
て
「
無
道
」
の

存
在
か
ら
「
悪
神
」
へ
と
変
貌
」
す
る
。

　

そ
の
後
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
石
窟
に
追
い
込
む
乱
行
を
為
し
、

神
々
か
ら
罪
過
を
課
さ
れ
て
あ
ら
た
め
て
地
上
へ
追
放
さ
れ
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ

を
退
治
し
て
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
娶
り
、
子
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
得
て
、
最
後
に

は
「
根
国
」
へ
と
行
く
。
し
か
し
、「
根
国
」
へ
と
追
放
さ
れ
る
こ
と
が
決
さ
れ

た
生
来
の
「
無
道
」
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
勅
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
濁
心
」

の
性
質
は
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
神
代
」
本
文
に
お
い
て
反
秩

序
的
な
在
り
方
を
残
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
葦
原
中
国
」
を
治

め
る
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、「
無
道
」
で
「
濁
心
」
を
持
つ
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
と
し
て

誕
生
し
て
お
り
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
治
め
る
「
葦
原
中
国
」
の
「
邪
神
」「
邪

鬼
」
は
、
天
上
世
界
を
治
め
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
基
準
と
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
反
秩
序

性
の
延
長
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　
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前
節
で
は
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
代
表
と
す
る
「
葦
原
中
国
」
の
神
々
に
お
け
る

「
邪
神
」「
邪
鬼
」
か
ら
「
鬼
神
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
「
邪
」
の
意
義

を
中
心
に
論
じ
た
。
次
に
問
題
と
な
る
の
が
「
鬼
」
で
あ
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の

企
図
に
よ
る
「
葦
原
中
国
」
の
平
定
と
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
に
よ
る
国
土
の
献
上
、
そ

の
神
話
の
中
で
「
鬼
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が

あ
る
の
か
。
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「
神
代
」
本
文
の
神
話
の
文
脈
と
し
て
、
陰
陽
の
論
理
の
展
開
上
に
「
邪
」
の

語
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
消
除
が
秩
序
化
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、「
鬼
」

の
働
き
は
「
邪
」
と
結
び
合
う
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
意
義
を
加
え
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
前
記
し
た
通
り
、「
鬼
」
は
天
上
世
界
の
神
々
に
と
っ
て
の
討
伐
対

象
を
名
指
し
て
は
い
る
が
、
神
話
の
文
脈
と
い
う
こ
と
に
限
れ
ば
、
そ
の
表
現
に

必
然
性
が
見
当
た
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
九
段
「
一
書
」
第
一
で
は
、
討
伐
す

る
べ
き
「
豊
葦
原
中
国
」
の
神
々
を
「
残
賊
強
暴
る
横
悪
し
き
神
者
」
と
し
、
同

第
二
で
は
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
、「
天
に
悪
神
有
り
」
と
し
て
ア
マ
ツ

ミ
カ
ボ
シ
の
名
を
挙
げ
、「
先
づ
此
の
神
を
誅
ひ
」、
そ
の
後
に
「
葦
原
中
国
を
撥

は
む
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
「
一
書
」
の
文
言
を
見
る
に
、
本
文
に
あ
る
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
の
言
葉
の
「
邪
鬼
」
は
「
邪
神
」
や
「
悪
神
」、
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ

カ
ヅ
チ
の
「
鬼
神
」
は
「
神
」
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で

あ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
が
「
神
代
」
本
文
に
「
鬼
」
の
字
を
採
用
す
る
こ
と
は
、

神
話
の
文
脈
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
営
為
の
中
に
、
そ
の
意
味
が
あ

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。『
日
本
書
紀
』
は
、「
鬼
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
神

話
の
文
脈
に
は
認
め
ら
れ
な
い
別
の
付
加
価
値
を
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
に
与
え
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、「
鬼
」
の
概
念
や
字
義
に
中
国
の
文
化
的
事
象
、
儒
教
・
道
教
・
仏
教

の
「
鬼
」「
鬼
神
」
観
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
い
ず
れ
で
も
あ
り
得
て
し
ま
い
、
最
大
公
約
数
的
な
見
解
し
か
導
け
な
い
。

ゆ
え
に
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
名
指
し
た
「
鬼
」
に
つ
い
て
、

そ
の
語
の
個
別
的
意
味
を
遡
及
的
に
追
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い（（（
（

。

　

そ
こ
で
、『
古
事
記
』
に
「
鬼
」
の
語
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

馬
場
が
「「
鬼
」
字
の
登
用
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、『
古
事
記
』
が
ま
っ

た
く
こ
の
文
字
を
捨
て
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
と
並
び
立

つ
神
話
を
記
し
た
『
古
事
記
』
に
は
「
鬼
」
の
語
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い（（1
（

。

　

『
古
事
記
』
は
、
と
く
に
『
日
本
書
紀
』
と
比
し
た
場
合
、
漢
文
以
前
の
ヤ
マ

ト
コ
ト
バ
の
世
界
を
伝
え
る
志
向
を
持
つ
こ
と
、
語
り
の
音
声
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
が
成
立
し
た
時
期
に
つ
い

て
は
、
そ
の
序
文
の
偽
撰
説
な
ど
含
め
て
様
々
な
論
点
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は

問
題
と
し
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
対
し
て
『
古
事
記
』
の
成
立
時
期
の
先
後
が

ど
う
で
あ
れ
、『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
古
い
言
葉
と
神
話
や
伝
承
を
保
ち
残
そ
う

と
す
る
『
古
事
記
』
に
「
鬼
」
の
語
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
合
わ
せ
て
注
意

し
た
い
の
は
、「
類
似
の
資
料
群
（
本
文
・
一
書
（
が
相
互
に
繰
り
返
し
比
較
検

討
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
行
の
本
文
と
「
一
書
」
の
配
列
に
落
ち
着
い
た
」

と
い
う
『
日
本
書
紀
』「
神
代
」
の
神
話
に
お
い
て
、
神
を
指
示
す
る
「
鬼
」
の

語
が
本
文
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

「
鬼
」
の
語
は
、『
古
事
記
』
に
も
「
一
書
」
に
も
見
ら
れ
な
い
、
お
そ
ら
く

は
古
い
神
話
に
対
し
て
付
加
的
に
導
入
さ
れ
た
外
来
的
な
新
し
い
語
で
あ
っ
た
。

そ
の
新
し
さ
は
、
陰
陽
の
論
理
に
基
づ
き
あ
ら
わ
さ
れ
る
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
を
め
ぐ

る
「
邪
」
の
概
念
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
邪
」
と
合
わ
さ
っ
て

「
邪
神
」
の
意
味
を
更
新
す
る
。
つ
ま
り
、「
鬼
」
の
採
用
は
、
神
話
の
文
脈
上

に
何
か
し
ら
の
意
味
を
独
自
に
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
付
加
に
よ
っ
て
討
伐

さ
れ
る
神
々
の
概
念
を
新
し
く
す
る
と
い
う
、
そ
の
新
し
さ
に
こ
そ
意
味
が
あ
っ

た
の
だ
と
考
え
た
い
。



佛
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史
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西
郷
は
八
幡
神
に
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

に
つ
い
て
、「
原
始
的
デ
ー
モ
ン
」
と
い
う
言
い
方
で
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
三
輪
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
社
殿
を
持
た
ず
洞
窟
に
住
ま
う
蛇
体
の
神
で
あ

る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
律
令
国
家
の
国
史
で
あ
る
『
日
本
書

紀
』「
神
代
」
の
神
話
を
見
る
な
ら
、「
原
始
的
デ
ー
モ
ン
」
と
い
う
神
の
在
り
方

は
、
さ
ら
に
一
段
奥
深
い
位
置
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本

書
紀
』「
神
代
」
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
─
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
─
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
、
す
で

に
中
国
の
陰
陽
説
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
る
地
上
平
定
・
国
土
献
上
の
神
話
の
論

理
的
に
展
開
す
る
物
語
の
中
で
位
置
を
与
え
ら
れ
た
神
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
日
本
書
紀
』「
一
書
」
に
伝
え
ら
れ
る
神
話
か
ら
見
て
、
よ
り
新
し
い
形
に
作

り
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
り
変
え
の
象
徴
と
し
て
「
鬼
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

八
幡
神
の
出
現
を
起
点
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
神
々
の
問
題
を
捉
え
る
と
い
う
本

論
の
問
題
設
定
か
ら
推
せ
ば
、『
日
本
書
紀
』
に
次
ぐ
皇
統
の
神
話
と
な
る
『
続

日
本
紀
』
の
八
幡
神
と
変
身
体
と
し
て
繋
が
り
が
想
定
さ
れ
る
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、

『
日
本
書
紀
』
と
い
う
陰
陽
説
に
基
づ
く
律
令
国
家
の
神
話
に
お
い
て
意
義
付
け

ら
れ
る
神
々
の
統
率
者
と
し
て
あ
る
こ
と
が
自
然
で
あ
り
、
一
足
に
「
原
始
的

デ
ー
モ
ン
」
か
ら
仏
教
の
神
へ
と
飛
び
代
わ
る
こ
と
は
不
可
能
に
思
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
日
本
に
固
有
の
秩
序
外
の
神
々
を
中
国
の
思
想
と
文
化
に
も

通
じ
る
「
鬼
」
の
語
に
よ
っ
て
更
新
し
、
律
令
国
家
以
前
に
「
原
始
的
デ
ー
モ

ン
」
と
し
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
制
圧
す
べ
き
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
神
々
に
つ
い
て
、
律

令
国
家
の
神
話
原
理
で
あ
る
陰
陽
説
に
則
っ
た
存
在
へ
と
作
り
変
え
た
。
そ
の

「
原
始
的
」
な
神
と
し
て
の
表
象
は
「
多
に
蛍
火
な
す
光
る
神
と
蠅
声
な
す
邪
神

と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語
有
り
」
と
い
う
表
現
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
上
書
き
し
更
新
す
る
こ
と
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
よ
る
発
言
の
「
邪
鬼
」、

フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
討
伐
に
お
け
る
「
鬼
神
」
に
用
い
ら
れ
た
「
鬼
」

の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
律
令
国
家
が
国
土
を
維
持
す
る
た

め
に
祭
祀
す
る
べ
き
神
々
と
し
て
相
応
し
い
威
容
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の

「
鬼
」
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
神
々
は
、
い
ず
れ
来
る
次
の
外
来
思
想

の
衝
撃
に
対
峙
す
る
、
欽
明
天
皇
一
三
年
の
仏
教
公
伝
記
事
に
見
え
る
「
天
地
社

稷
の
百
八
十
神
」
と
い
う
国
家
的
祭
祀
を
受
け
る
神
々
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。

　

本
論
は
、
八
幡
神
を
構
造
論
的
に
位
置
づ
け
る
西
郷
の
研
究
を
、
中
世
神
話
の

方
法
論
を
踏
ま
え
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
構
造
的
な

対
応
関
係
で
は
な
く
、
神
々
の
様
相
と
意
義
を
神
話
と
歴
史
の
叙
述
と
し
て
作
り

変
え
て
行
く
国
家
的
神
話
の
創
造
と
変
容
が
見
出
さ
れ
る
。
奈
良
時
代
後
期
か
ら

平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
の
国
家
的
神
話
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
実
現
と
し
て
、
八

幡
神
が
そ
の
役
目
を
引
き
継
ぎ
得
る
出
雲
杵
築
社
の
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
─
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
は
、「
鬼
」
と
い
う
新
義
が
付
与
さ
れ
る
神
々
の
統
率
者
と
し
て
あ
る
こ
と

で
『
日
本
書
紀
』
に
成
り
立
っ
た
神
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〔
参
照
資
料
〕

『
日
本
書
紀
』（〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
小
学
館
（

『
続
日
本
紀
』（〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
岩
波
書
店
（

〔
注
〕

（
（
（	

拙
著
『
宇
佐
八
幡
神
話
言
説
の
研
究
─
─
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
を
読

む
』（〈
佛
教
大
学
研
究
叢
書
〉
法
藏
館
、
二
〇
一
六
年
（。



八
幡
神
と
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
（
村
田
真
一
（

五
二

（
（
（	

拙
稿
「
平
安
時
代
初
期
八
幡
信
仰
の
展
開
─
─
「
弘
仁
官
符
」
と
八
幡
聖
武
同

体
説
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
歴
史
学
論
集
』
一
一
、
二
〇
二
一
年
三
月
（。

（
（
（	
飯
沼
賢
司
『
八
幡
信
仰
と
は
何
か
』（〈
角
川
選
書
〉
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四

年
（
も
、「
弘
仁
官
符
」
に
見
え
る
「
太
上
天
皇
御
霊
」
が
聖
武
天
皇
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（
（	

西
郷
信
綱
「
八
幡
神
の
発
生
」（『
神
話
と
国
家
─
─
古
代
論
集
─
─
』
平
凡
社
、

一
九
七
七
年
。
中
野
幡
能
編
『
八
幡
信
仰
』〈
民
衆
宗
教
思
想
書
〉
雄
山
閣
出

版
、
一
九
八
三
年
に
再
録
（。
以
下
、
西
郷
の
議
論
の
参
照
は
す
べ
て
同
じ
。

（
（
（	

岡
田
荘
司
「
古
代
神
祇
祭
祀
と
杵
築
大
社
・
宇
佐
八
幡
」（
今
谷
明
編
『
王
権

と
神
祇
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
（。

（
（
（	

中
野
幡
能
が
す
で
に
『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
（
増
補
版
（
上
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
五
年
（
で
、「
宇
佐
の
八
幡
宮
に
対
す
る
朝
廷
の
信
仰
が
「
宇
佐
使
」

と
し
て
平
安
時
代
以
来
儀
礼
化
し
、
と
く
に
天
皇
即
位
の
度
毎
に
行
な
わ
れ
る

奉
告
が
「
宇
佐
和
気
使
」
な
ど
の
如
く
固
定
化
の
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
が
即
位
の
度
に
奉
告
を
行
な
う
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
、
最
も
対
照
的
な
儀
礼
と
し
て
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
儀
礼
を

挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
雲
大
社
で
は
国
造
（
宮
司
（
に
就
任
の
度
毎
に

天
皇
に
奉
告
す
る
の
で
あ
る
。
朝
廷
と
地
方
神
社
と
の
間
に
行
な
わ
れ
る
神
道

儀
礼
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、「
天
長
十
年
四
月
に
「
出

雲
国
造
神
賀
詞
」
の
消
滅
と
同
時
に
天
皇
の
即
位
奉
告
の
勅
使
が
、
神
宝
物
を

奉
持
し
て
恒
例
的
に
」
宇
佐
宮
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
宇
佐
和
気
使
が

「
始
ま
っ
て
い
る
の
は
い
と
も
奇
し
き
対
象
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

岡
田
（
前
注
（
（
は
さ
ら
に
積
極
的
に
天
長
一
〇
年
の
杵
築
社
と
宇
佐
宮
の
祭

祀
制
儀
礼
の
交
替
的
対
応
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

（
（
（	

吉
田
一
彦
「『
日
本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ
の
一
（」（
名
古

屋
市
立
大
学
『
人
間
文
化
研
究
』
七
、
二
〇
〇
七
年
六
月
（
に
は
、『
日
本
書

紀
』
欽
明
紀
の
仏
教
公
伝
記
事
が
仏
典
や
中
国
の
史
書
類
を
参
照
し
て
書
か
れ

た
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
（
（	

関
根
淳
「
成
立
前
後
の
日
本
書
紀
」（
山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編
『
日
本
書
紀

一
三
〇
〇
年
史
を
問
う
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
〇
年
六
月
（。

（
（
（	

馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』（〈
ち
く
ま
文
庫
〉
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
。
初

出
は
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
（。

（
（0
（	

権
東
祐
『
ス
サ
ノ
ヲ
の
変
貌
─
─
古
代
か
ら
中
世
へ
』（〈
佛
教
大
学
研
究
叢

書
〉
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（	

た
と
え
ば
伊
藤
真
「『
地
蔵
大
道
心
駆
策
法
』
に
お
け
る
鬼
」（『
東
ア
ジ
ア
仏

教
学
論
集
』
八
、
二
〇
二
〇
年
二
月
（
は
、「
中
国
の
儒
仏
道
三
教
の
一
般
的

な
鬼
神
観
」
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
鬼
神
観
を
お
お
ま
か
に
ま
と
め
た
上
で
、

武
周
王
朝
期
頃
（
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
（
の
撰
述
と
推
定
さ
れ
る
『
地
蔵
大

道
心
駆
策
法
』
に
は
、「「
仏
教
的
」「
道
教
的
」
と
い
う
峻
別
さ
れ
た
宗
教
体

系
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
仏
道
二
教
に
相
通
じ
る
（
あ

る
い
は
相
渉
る
（」
鬼
神
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

七
・
八
世
紀
頃
の
中
国
に
お
い
て
は
、
鬼
を
め
ぐ
る
観
念
を
思
想
や
知
識
の
体

系
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
日

本
の
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
「
鬼
」
も
、
こ
う
し
た
中
国
の
「
鬼
」
の
変

動
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
文
献
や
思
想
の
参
照
を
想
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
（	

大
和
岩
雄
「『
古
事
記
』
の
誕
生
─
─
「
鬼
」
表
記
は
な
ぜ
『
日
本
書
紀
』
に

の
み
あ
る
の
か
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
二
三
─
八
、
青
土
社
、
一
九
九
一
年
八
月
（

は
、「
鬼
」
の
用
例
と
『
古
事
記
』
の
成
立
を
関
連
づ
け
て
論
じ
つ
つ
、『
古
事

記
』
に
は
無
く
『
日
本
書
紀
』
に
は
あ
る
「
鬼
」
表
記
は
伝
承
を
改
作
し
た
も

の
だ
と
し
て
い
る
。

（
む
ら
た　

し
ん
い
ち　

歴
史
学
部
非
常
勤
講
師
（

二
〇
二
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理


