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海
か
ら
寄
り
来
る
も
の

伊
雑
宮
御
田
植
祭
の
神
話
世
界
1

堂
野
前
　
彰
子

（1）
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祭
と
は
、
・
秘
儀
と
な
ら
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
複
合
化
さ
れ
重
層
化
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
も

の
で
あ
る
。
共
同
体
内
部
で
行
わ
れ
る
秘
儀
で
あ
る
間
、
そ
の
祭
祀
は
外
部
に
よ
っ
て
犯
さ

れ
る
こ
と
な
く
本
来
の
姿
そ
の
ま
ま
を
と
ど
め
て
い
る
の
だ
が
、
一
端
そ
の
祭
が
広
く
開
か

れ
た
も
の
と
な
っ
た
時
、
祭
祀
の
新
た
な
解
釈
が
進
み
、
本
来
の
意
義
・
目
的
に
別
の
も
の

が
付
加
さ
れ
て
、
祭
祀
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
祭
祀
の
複
合

化
重
層
化
は
、
共
同
体
が
外
部
と
の
接
触
を
持
ち
、
外
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
な
ら
致
し
方
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
伊
雑
宮
御
田
植
祭
は
、
後
の
時
代
に
な
っ
て
祭
祀
の
融
合
が
な
さ
れ
、

現
在
の
よ
う
な
形
式
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
竹
取
神
事
」
「
田
植
え
神
事
」
「
踊
り
込
み
」

と
呼
ば
れ
る
神
事
は
、
本
来
は
そ
れ
ぞ
れ
奉
仕
す
る
集
団
も
そ
の
神
事
の
立
昼
昧
す
る
と
こ
ろ

も
異
な
っ
て
い
て
、
か
つ
て
は
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
調
査
を
終
え
て
三
ヶ
月
が
過
ぎ
た
今
、
そ
の
時
の
様
子
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
神
事
そ
れ

そ
れ
の
意
味
と
伊
雑
宮
と
り
ま
く
周
辺
の
地
理
的
環
境
や
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
太
古
の

昔
に
通
じ
る
祭
祀
の
本
質
は
失
わ
れ
ず
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
祭
祀
が
融
合
し
複
合

化
し
た
と
い
っ
て
も
、
神
事
に
神
事
が
重
ね
ら
れ
て
重
層
化
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
本
質

が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
よ
り
濃
厚
に
、
派
生
的
に
そ
の
発
生
の
動

機
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
よ
り
鮮
明
に
、
祭
は
始
原
の
時
、
「
昔
」
を

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
神
事
一
つ
一
つ
で
は
語
り
え
な
い
物
語
を
、
重
層
化
さ
れ
た

こ
と
に
よ
つ
て
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
祭
は
ま
さ
に
「
神
話
」
の

再
現
と
し
て
あ
る
。

　
御
田
植
祭
の
概
要
に
沿
っ
て
思
考
を
深
め
な
が
ら
、
そ
の
深
層
に
ね
む
る
祭
祀
発
生
の
動

機
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

志
摩
市
磯
辺
町
に
あ
る
伊
勢
神
宮
別
宮
伊
雑
宮
（
↓
で
は
、
毎
年
六
月
二
十
四
日
に
御
田



海から寄り来たるもの

植
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
田
植
神
事
は
平
安
後
期
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
が
、
信
慧
性

の
高
い
記
録
と
し
て
は
一
二
八
〇
年
の
文
書
が
初
出
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
の
廃
藩
置
県
に

よ
っ
て
全
て
の
料
田
が
国
有
化
さ
れ
た
た
め
翌
七
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
一
八
八
二
年
か

ら
虫
除
祈
願
と
い
う
名
目
で
御
田
植
祭
は
再
開
さ
れ
た
。
ど
ん
な
荒
天
で
あ
ろ
う
と
太
平
洋

戦
争
中
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
十
年
間
の
中
断
以
外
で
祭
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と

い
う
。
人
々
に
と
っ
て
こ
の
祭
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
る
。

　
二
〇
〇
八
年
の
御
田
植
祭
は
、
汗
ば
む
ほ
ど
の
晴
天
に
恵
ま
れ
、
磯
辺
の
九
地
域
、
七
年

に
一
度
で
持
ち
ま
わ
り
さ
れ
る
今
年
の
ご
奉
仕
当
番
は
、
恵
利
原
地
区
だ
っ
た
（
2
）
。

　
祭
は
朝
八
時
半
頃
、
え
ぶ
り
役
が
七
度
半
の
使
い
に
た
つ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
え
ぶ
り

役
が
正
殿
に
拝
み
、
稲
を
一
把
ず
つ
供
え
る
そ
の
側
で
、
近
隣
の
海
女
に
よ
る
豊
漁
と
安
全

の
祈
願
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
が
単
に
農
耕
神
事
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
こ
の
祭
は
漁
携
民
に
よ
つ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。
七
度
半
の
使
い
の
儀
礼
が
終

わ
る
と
、
え
ぶ
り
役
を
初
め
、
早
乙
女
、
田
道
人
、
さ
さ
ら
す
り
（
棒
の
中
央
に
刻
み
目
を

入
れ
、
そ
れ
を
左
手
に
も
っ
た
さ
さ
ら
で
こ
す
り
音
を
出
す
）
、
太
鼓
打
、
大
鼓
、
小
鼓
、
笛

方
、
謡
い
方
と
い
っ
た
奉
仕
者
は
神
官
に
よ
る
お
祓
い
を
う
け
、
作
長
は
田
に
植
え
る
早
苗

を
受
け
取
る
。

　
一
方
、
料
田
で
は
田
植
え
の
前
に
「
竹
取
神
事
」
が
行
わ
れ
る
。
畦
に
立
て
ら
れ
た
青
竹

の
先
端
に
は
大
き
な
う
ち
わ
の
よ
う
な
形
を
し
た
サ
シ
バ
（
ゴ
ン
バ
ウ
チ
ワ
と
も
い
う
）
が

取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
竹
は
三
度
扇
が
れ
て
田
の
中
に
倒
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
裸
の

漁
師
た
ち
が
田
の
中
に
は
い
り
、
竹
を
奪
い
あ
っ
て
豊
漁
を
祈
願
す
る
。
そ
の
竹
を
持
ち
帰

っ
て
御
符
と
し
て
船
霊
に
祀
っ
た
な
ら
ば
、
漁
業
繁
昌
・
海
上
安
全
が
約
束
さ
れ
る
ら
し
い
。

　
こ
の
「
竹
取
神
事
」
で
男
た
ち
が
乱
暴
に
踏
み
荒
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
に
は
生
命

が
吹
き
込
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
空
中
高
く
あ
っ
た
太
陽
は
サ
シ
バ
に
扇
が
れ
て
招
き
寄
せ
ら

れ
、
サ
シ
バ
と
と
も
に
田
に
落
ち
て
、
稲
刈
り
が
終
わ
る
ま
で
の
期
間
、
田
に
宿
る
こ
と
に

な
る
。
サ
シ
バ
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
の
は
太
陽
に
象
徴
さ
れ
る
豊
漁
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
太
陽
が
田
の
神
と
変
じ
た
そ
の
田
で
「
田
植
え
神
事
」
は
行
わ
れ
る
。
早
乙
女

た
ち
に
よ
っ
て
田
植
え
が
な
さ
れ
る
間
、
大
鼓
・
小
鼓
、
笛
方
、
謡
い
方
、
さ
さ
ら
す
り
に

よ
っ
て
歌
舞
が
な
さ
れ
る
。
太
鼓
打
ち
は
田
に
浮
べ
ら
れ
た
小
さ
な
田
船
（
稲
船
）
の
上
で

太
鼓
を
叩
く
の
だ
が
、
こ
れ
は
十
歳
前
後
の
男
の
子
が
女
装
し
て
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
模

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　
ア
マ
テ
ラ
ス
が
女
装
し
た
男
の
子
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
マ
テ

ラ
ス
は
神
の
召
す
衣
を
織
る
機
織
女
と
し
て
『
目
本
書
紀
』
で
は
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

二
十
歳
前
後
の
女
性
が
演
じ
る
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
女
装
し
た
十
歳
前
後
の
男
の
子
が
演
じ

る
と
い
う
こ
と
に
は
倒
立
が
あ
る
か
ら
だ
。
神
は
子
供
や
老
人
に
依
り
愚
く
も
の
で
あ
る
か

ら
子
供
が
演
じ
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
女
装
と
い
う
偽
装
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

お
よ
そ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
も
の
が
見
立
て
ら
れ
る
時
、
そ
の
時
空
は
現
実
を
離
れ
始
め
る

の
で
は
な
い
か
。
田
に
浮
か
ぶ
船
に
し
て
も
、
現
実
世
界
と
は
異
な
る
倒
立
し
た
世
界
を
示

し
て
い
る
。
船
は
田
を
海
上
か
つ
天
空
と
み
な
し
て
し
ま
う
。
水
上
を
い
く
よ
う
に
天
空
を

い
く
船
が
幻
想
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
神
話
的
空
間
が
出
現
す
る
。

…
天
照
大
神
、
天
狭
田
・
長
田
を
以
て
御
田
と
し
た
ま
ふ
。
時
に
素
菱
鳴
尊
、
春
は
重

播
種
子
し
、
重
難
業
此
を
ば
璽
枳
磨
枳
と
云
撫
且
畔
殿
す
。
毅
此
を
ぱ
波
那
豆
と
云
杢
秋
は
天
斑
駒
を
放

ち
て
、
田
の
中
に
伏
す
。
復
天
照
大
神
の
新
嘗
し
め
す
時
を
見
て
、
則
ち
陰
に
新
宮
に

放
戻
る
。
又
天
照
大
神
の
、
方
に
神
衣
を
織
り
つ
つ
、
斎
服
殿
に
居
し
ま
す
を
見
て
、

則
ち
天
斑
駒
を
剥
ぎ
て
、
殿
の
甕
を
穿
ち
て
投
げ
納
る
。
　
　
　
…
（
『
日
本
書
紀
』
）

　
船
が
浮
か
ん
で
い
る
の
は
地
上
の
田
な
の
で
は
な
い
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
種
を
播
き
、
そ
の

実
を
収
穫
し
た
、
高
天
の
原
に
あ
る
「
天
狭
田
・
長
田
」
な
の
だ
ろ
う
。
倒
立
し
た
「
見
立

て
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
田
植
え
の
祭
祀
空
間
は
、
神
話
と
繋
が
る
始
原
の
時
を
再

現
し
始
め
る
。

（2）
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サ
シ
バ
に
扇
が
れ
招
き
寄
せ
ら
れ
た
太
陽
が
田
に
宿
り
、
そ
の
田
の
神
と
な
っ
た
太
陽
神

は
十
歳
の
男
の
子
扮
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
な
っ
て
「
田
植
え
神
事
」
を
背
後
か
ら
見
守
り
、

そ
の
田
植
え
を
行
う
早
乙
女
に
田
作
り
を
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
の
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、

苗
に
は
秋
の
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
す
命
が
与
え
ら
れ
る
。
現
実
と
神
話
が
交
錯
し
、
そ
の

非
現
実
的
時
空
に
お
い
て
、
稲
の
豊
饒
は
予
祝
さ
れ
る
。
そ
の
神
事
は
稲
作
の
始
ま
っ
た
昔

か
ら
続
い
て
い
る
、
太
陽
神
に
よ
る
予
祝
儀
礼
な
の
で
あ
ろ
う
。
神
事
根
底
に
あ
る
の
は
、

稲
は
太
陽
の
光
を
浴
び
て
こ
そ
成
長
す
る
も
の
だ
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

　
「
田
植
え
神
事
」
が
半
分
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
さ
さ
ら
す
り
二
人
が
「
早
取
挿
」
と
い

う
舞
踏
を
行
う
。
そ
れ
は
「
刺
鳥
数
え
唄
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
（
3
）
、
真
名
鶴
が
く
わ
え
て

き
た
稲
穂
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
休
み
を
は
さ
ん
で
田
植
え
が
終
わ
っ
た
後
、
一

同
は
行
列
を
つ
く
っ
て
料
田
か
ら
神
社
境
内
ま
で
「
踊
り
込
み
」
を
行
う
。
わ
ず
か
三
百
メ

ー
ト
ル
の
距
離
を
三
時
間
か
け
て
ゆ
っ
く
り
歩
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
祭
祀
と
い
う
よ
り

は
芸
能
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
先
頭
の
若
者
た
ち
は
エ
ブ
リ
で
地
面
を
つ
き
な
が
ら
元
気
よ

く
歌
を
歌
い
、
中
ほ
ど
は
早
乙
女
が
菅
笠
を
被
っ
て
静
々
と
歩
く
。
最
後
尾
に
は
田
船
に
乗

っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
と
さ
さ
ら
す
り
た
ち
が
続
き
、
太
鼓
を
打
ち
、
さ
さ
ら
を
な
ら
し
な
が
ら

舞
を
舞
う
。
そ
の
時
に
歌
わ
れ
る
歌
詞
の
中
に
も
、
「
千
田
の
御
池
に
稲
穂
が
落
ち
て
　
神
の

御
授
け
あ
り
が
た
や
」
と
、
真
名
鶴
に
よ
っ
て
稲
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
穂
落
と
し
伝
承

が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
伊
雑
宮
は
「
イ
サ
ワ
ノ
ミ
ヤ
」
と
よ
み
、
「
伊
佐
波
宮
」
と
も
表
記
さ
れ
、

『
延
喜
式
』
で
は
「
粟
嶋
坐
伊
射
波
神
社
」
（
4
）
と
し
て
登
場
す
る
。
粟
嶋
に
い
る
伊
射
波
神

の
社
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
地
は
元
々
粟
嶋
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
『
太
宮
儀
式
解
』

に
よ
れ
ば
、
「
伊
勢
粟
」
が
誰
化
し
て
イ
サ
ワ
（
伊
射
波
）
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
粟
」

が
意
味
す
る
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
に
、
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
が
粟
茎
に
は
じ
か
れ
て
常
世
国

へ
帰
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
地
、
粟
嶋
で
あ
る
（
5
v
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
垂
仁

天
皇
二
十
五
年
冬
の
記
述
、
「
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
」

と
ア
マ
テ
ラ
ス
が
伊
勢
五
十
鈴
川
に
鎮
座
し
た
時
に
語
っ
た
言
葉
を
も
想
起
さ
せ
る
。
こ
の

伊
勢
国
は
常
世
に
接
す
る
国
で
あ
り
、
伊
射
波
神
鎮
座
す
る
粟
嶋
は
、
常
世
の
波
寄
せ
る
渚

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
伊
雑
宮
の
縁
起
は
、
『
磯
部
郷
土
史
』
（
6
）
に
は
、
倭
姫
が
伊
勢
神
宮
へ
の
神
縷
を
奉
納
す

る
御
賛
地
（
み
に
え
ど
こ
ろ
）
を
探
す
た
め
に
志
摩
国
を
訪
れ
た
際
、
猿
田
彦
の
末
喬
で
あ

る
太
田
命
が
出
迎
え
、
伊
佐
波
登
美
神
を
し
て
宮
を
建
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
と
あ
る
が
、

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
倭
姫
命
世
記
』
に
よ
れ
ば
、
後
述
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
鳥
の

声
に
導
か
れ
て
発
見
し
た
、
一
本
の
根
か
ら
千
穂
に
実
っ
た
稲
を
伊
佐
波
登
美
神
に
抜
き
穂

に
抜
か
せ
て
献
上
さ
せ
、
そ
の
地
に
宮
を
建
立
さ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
。
実
際
に
い

つ
頃
か
ら
こ
の
地
に
伊
雑
宮
が
存
在
し
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
既
に
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

（
八
〇
四
年
成
立
）
及
び
『
延
喜
太
神
宮
式
』
（
九
二
七
年
成
立
）
に
天
照
大
神
の
遥
宮
で
あ

る
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
八
〇
四
年
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
伊
雑
宮
か
ら
歩
い
て
十
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
境
外
所
管
社
の
佐
美
長
神
社
が
あ
る

が
、
こ
の
社
も
成
立
は
古
く
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
そ
の
名
は
登
場
す
る
。
祭
神
は
大
歳

神
、
そ
の
縁
起
は
稲
穂
を
く
わ
え
て
き
た
真
名
鶴
を
大
歳
神
と
し
て
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

伊
雑
宮
の
周
辺
、
上
の
郷
字
上
の
里
に
は
千
田
の
池
が
あ
り
、
そ
れ
は
真
名
鶴
が
く
わ
え
て

き
た
八
握
穂
を
元
に
し
て
水
を
引
き
、
苗
代
田
と
し
た
遺
跡
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
ヱ
。
祭

神
の
大
歳
神
は
正
月
に
来
訪
す
る
神
に
し
て
穀
物
神
で
あ
り
、
大
歳
神
の
「
歳
」
は
稲
の
成

熟
す
る
期
間
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
名
が
「
穂
落
と
し
の
神
」
（
ホ
オ
ト
シ
↓
オ
オ
ト
シ
）
か

ら
の
転
化
だ
と
す
る
説
も
あ
る
よ
う
に
（
8
）
、
穂
落
と
し
伝
承
と
関
係
深
い
神
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
真
名
鶴
が
稲
穂
を
運
ん
で
き
た
と
い
う
伝
承
を
、
垂
仁
天
皇
二
十

七
年
秋
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
び
す

二
十
七
年
戌
午
秋
九
月
、
鳥
の
鳴
く
声
高
く
聞
え
て
、
昼
も
夜
も
止
ま
ず
し
て
鴛
し
。

（3）



海から寄り来たるもの

　
　
　
あ
や

「
こ
れ
異
し
」
と
宣
ひ
て
、
大
幡
主
命
と
舎
人
紀
麻
良
と
使
に
差
し
遣
は
し
て
、
か

の
鳥
の
鳴
く
処
を
見
し
め
た
ま
ふ
。
罷
り
行
き
て
見
れ
ば
、
嶋
の
国
伊
雑
の
方
上
の

葦
原
の
中
に
、
稲
一
基
あ
り
。
生
ひ
た
る
本
は
一
基
に
し
て
、
末
は
千
穂
に
茂
れ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
く
は

か
の
稲
を
白
き
真
名
鶴
咋
へ
持
ち
廻
り
つ
つ
鳴
き
き
。
此
を
見
顕
は
す
に
、
そ
の
鳥
の

鳴
く
声
止
み
き
。
返
事
申
し
き
。
そ
の
時
、
倭
姫
命
宣
は
く
、
「
恐
し
。
事
問
は
ぬ
鳥

す
ら
、
田
を
作
り
て
皇
太
神
に
奉
る
も
の
を
」
と
詔
ひ
て
、
物
忌
始
め
給
ひ
て
、
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
く
　
ま

稲
を
伊
佐
波
登
美
神
を
し
て
抜
穂
に
抜
か
し
め
て
、
皇
太
神
の
御
前
に
懸
久
真
に
懸
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
け

奉
り
始
め
き
。
則
ち
、
そ
の
穂
を
大
幡
主
の
女
子
乙
姫
に
清
酒
に
作
ら
し
め
て
、
御
僕

　
　
　
　
　
　
ち
ち
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

に
奉
り
始
め
き
。
千
税
奉
り
始
む
る
事
、
薙
に
因
れ
り
。
か
の
稲
の
生
ふ
る
地
を
千
田

と
号
け
た
ま
ひ
き
ゅ
嶋
の
国
伊
雑
の
方
上
に
在
り
。
そ
の
処
に
伊
佐
波
登
美
の
神
、
宮

を
造
り
奉
り
て
、
皇
太
神
の
摂
宮
と
為
す
。
伊
雑
宮
こ
れ
な
り
。
か
の
鶴
の
真
鳥
を
号

け
て
大
歳
神
と
称
し
、
同
じ
処
に
祝
ひ
宛
て
奉
る
。
ま
た
、
そ
の
神
は
皇
太
神
の
坐
し

ま
す
朝
熊
の
河
後
の
葦
原
の
中
に
、
石
と
し
て
坐
す
。
か
の
神
を
小
朝
熊
の
山
の
嶺
に

社
を
造
り
奉
り
、
祝
ひ
宛
て
坐
さ
し
む
。
大
歳
神
と
称
す
は
是
な
り
。
（
『
倭
姫
命
世
記
』
）

　
こ
こ
で
は
、
真
名
鶴
が
も
た
ら
し
た
稲
が
、
一
基
で
も
千
穂
に
実
る
奇
跡
の
稲
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
豊
後
国
風
土
記
』
総
記
豊
国
の
起
源
、
白
い
鳥
が
餅
と
な
り
「
芋

草
数
千
許
株
」
と
な
っ
て
、
そ
の
花
や
葉
は
冬
も
茂
っ
た
と
い
う
記
述
を
思
わ
せ
る
（
g
。
千

は
実
数
で
は
な
く
数
が
多
く
豊
か
な
こ
と
の
総
称
で
、
一
基
で
も
千
穂
に
実
る
と
い
う
こ
と

は
豊
か
な
実
り
を
象
徴
し
て
い
る
。
穂
落
と
し
伝
承
が
語
っ
て
い
る
の
は
稲
の
伝
来
の
み
な

ら
ず
、
こ
の
地
に
稲
の
豊
か
な
実
り
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
や
が
て

は
鳥
自
身
が
稲
魂
や
豊
穣
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
次
に
挙
げ
る

『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡
が
そ
の
良
い
例
で
あ
る
．
m
．
。

田
野
郡
の
西
南
の
か
た
に
あ
り
。
此
の
野
は
廣
く
大
き
く
、
土
地
沃
膜
た
り
。
開
墾
の

便
、
此
の
土
に
比
ふ
も
の
な
し
。
昔
者
、
郡
内
の
百
姓
、
此
の
野
に
居
り
て
、
多
く
水

田
を
開
き
し
に
、
糧
に
鯨
り
て
、
畝
に
宿
め
き
。
大
き
に
奢
り
、
已
に
富
み
て
、
餅
を

作
ち
て
的
と
為
し
き
。
時
に
、
餅
、
白
き
鳥
と
化
り
て
、
襲
ち
て
南
に
飛
び
き
。
當
年

の
間
に
、
百
姓
死
に
絶
え
て
、
水
田
を
造
ら
ず
、
遂
に
荒
れ
廣
て
た
り
き
。
時
よ
り
以

降
、
水
田
に
宜
し
か
ら
ず
。
今
、
田
野
と
い
ふ
、
斯
其
の
縁
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡
）

　
富
ん
だ
百
姓
が
奢
り
高
ぶ
っ
て
餅
を
的
と
し
た
た
め
、
餅
は
白
い
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
っ

て
し
ま
い
、
そ
の
年
の
う
ち
に
百
姓
は
死
に
、
田
も
荒
れ
て
し
ま
っ
た
。
稲
魂
宿
る
餅
は
白

い
鳥
で
あ
り
、
白
い
鳥
は
稲
の
精
霊
で
も
あ
る
。
稲
を
粗
末
に
扱
え
ば
、
そ
の
実
り
に
よ
っ

て
得
た
富
は
忽
ち
消
滅
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
同
工
異
曲
の
伝
承
で
あ
る
『
山
城

国
風
土
記
逸
文
』
伊
奈
利
社
は
、
餅
か
ら
変
じ
た
白
い
鳥
が
再
び
稲
と
な
っ
た
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。風

土
記
に
日
は
く
、
伊
奈
利
と
稻
ふ
は
、
秦
中
家
忌
寸
等
が
遠
つ
祖
、
伊
侶
具
の
秦
公
、

稲
梁
を
積
み
て
富
み
裕
ひ
き
。
乃
ち
、
餅
を
用
ち
て
的
と
為
し
し
か
ば
、
白
き
鳥
と
化

成
り
て
飛
び
翔
り
て
山
の
峯
に
居
り
、
伊
禰
奈
利
生
ひ
き
。
遂
に
社
の
名
と
な
し
き
。

其
の
苗
喬
に
至
り
、
先
の
過
ち
を
悔
い
て
、
社
の
木
を
抜
じ
て
、
家
に
殖
え
て
祷
み
祭

り
き
。
今
、
其
の
木
を
殖
え
て
蘇
き
ば
福
を
得
、
其
の
木
殖
え
て
枯
れ
ば
福
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
山
城
国
風
土
記
逸
文
』
伊
奈
利
社
）

　
「
伊
禰
奈
利
」
（
イ
ネ
ナ
リ
）
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
稲
魂
の
化
身
で
あ

る
白
い
鳥
は
、
飛
び
去
っ
た
山
頂
で
再
び
稲
と
な
っ
た
。
三
重
県
津
市
に
あ
る
弥
尼
布
里
（
ミ

ネ
フ
リ
）
神
社
に
も
、
祭
神
稲
降
大
明
神
（
倉
稲
魂
命
）
が
真
名
鶴
と
化
し
て
こ
の
地
に
稲

穂
を
落
と
し
た
と
い
う
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
稲
魂
と
は
各
地
を
点
々
と
ま
わ
っ
て
い
く

（4）
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来
訪
神
、
ま
さ
に
大
歳
神
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
イ
ネ
ナ
リ
は
「
稲
生
り
」
で
あ
り

「
稲
降
り
」
で
あ
り
、
稲
魂
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
豊
穣
や
富
も
、
決
し
て
一

所
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
豊
穣
が
人
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
人
の
力
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
鳥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
も
す
れ
ば
、
鳥
に
よ
つ

て
持
ち
去
ら
れ
も
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
稲
が
白
い
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
餅
の
的
伝
承
は
、
実
は
穂
落
と
し
伝

承
の
裏
返
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鳥
は
自
由
に
こ
の
世
界
と
別
の
世
界
と
を
往
還
す
る
境
界

的
な
生
き
物
で
、
現
実
世
界
と
は
異
な
る
異
界
、
あ
る
い
は
不
老
不
死
の
常
世
の
国
、
あ
る

い
は
死
者
の
赴
く
あ
の
世
か
ら
の
使
者
で
あ
る
。
鳥
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
稲
魂
は
豊
穣
そ
の

も
の
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
豊
穣
は
本
来
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
豊
穣
や
富

は
常
世
の
国
か
ら
鳥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
異
界
性
を
秘
め
た
も
の

な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
豊
穣
を
約
束
す
る
奇
跡
の
稲
が
鳥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
こ
の

祭
の
起
源
で
あ
り
、
秋
の
実
り
を
予
祝
す
る
稲
作
儀
礼
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
祭
は
稲
作
農
耕
民
の
た
め
に
ば
か
り
行
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
「
竹
取
神
事
」
の
竹
が
漁
業
繁
昌
、
海
上
安
全
の
護
符
で
あ
る
よ
う
に
、
漁
榜

民
の
信
仰
を
集
め
て
も
い
る
。
田
船
の
「
船
」
に
し
て
も
、
本
来
そ
れ
は
海
上
を
い
く
乗
り

物
で
あ
る
。
祭
は
ど
こ
か
し
ら
で
海
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
に
挙
げ
た
佐
美
長
神
社
に
は
、
佐
美
長
御
前
神
社
が
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
祭
神
と
し
て
佐
美
長
御
前
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
イ
サ
ワ
宮
、
イ
サ
ナ
ミ
ト
ミ
神
、
サ
ミ

ナ
ガ
ミ
サ
キ
神
、
こ
れ
ら
の
名
に
あ
る
イ
サ
・
ナ
ミ
・
サ
ミ
は
、
共
通
し
て
常
世
へ
と
誘
う

波
の
音
で
あ
り
、
佐
美
長
の
「
長
」
は
長
い
も
の
全
て
の
総
称
で
、
蛇
の
意
で
あ
ろ
う
．
u
．
。

波
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
、
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
蛇
が
佐
美
長
の
意
味
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
御
田
植
祭
の
日
に
は
、
七
匹
の
鮫
が
的
矢
湾
か
ら
川
を
遡
っ
て
伊
雑

宮
の
大
御
田
橋
ま
で
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
。
こ
の
七
本
鮫
は
伊
雑
宮
の
使
い
と
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
俗
に
龍
宮
の
使
い
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
珍
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
佐
美
長
神
社
の
祭
神
は
、
本
来
は
大
歳
神
で
は
な
く
佐
美

長
神
な
る
在
地
の
神
を
祀
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
『
倭
姫
命
世
記
』
に

度
々
登
場
す
る
伊
佐
波
登
美
神
も
、
そ
の
在
地
の
神
の
別
名
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
、
波
と
と
も
に
こ
の
浜
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
蛇
が
佐
美
長
の
神
の
正
体
で
あ
り
、

こ
の
周
辺
に
龍
宮
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
垣
、
こ
の
神

が
竜
宮
と
関
係
深
い
蛇
神
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
常
世
の
波
寄
せ
る
伊
佐
波

の
地
に
佐
美
長
と
い
う
蛇
体
の
水
神
が
い
て
、
こ
の
地
に
住
む
人
々
に
海
上
安
全
と
豊
漁
を

約
束
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
稲
の
穂
落
と
し
伝
承
以
前
、
こ
の
地
域
に
は
水
神
で
あ
る
佐
美
長
神
が
祀

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
そ
こ
に
あ
っ
た
信
仰
は
海
上
安
全
、
豊
漁
祈
願
と
い
っ
た
海
の
信
仰

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
竹
取
神
事
」
と
し
て
今
な
お
残
津
を
留
め
て
い
て
、
そ
の
竹
を
持
っ

て
帰
れ
ば
海
上
安
全
の
護
符
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
サ
シ
バ
に
真

名
鶴
と
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
帆
船
の
帆
に
は
、
「
太
一
」
と
い
う
文
字
と
青
峰
山
の
金
の
珠

で
あ
る
宝
珠
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
青
峰
山
は
漁
師
た
ち
に
と
っ
て
は
港
を
識
別
す

る
「
山
当
て
」
の
山
、
海
上
か
ら
見
た
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
り
．
聴
、
そ
の
山
頂
に
あ
る
正
副

寺
に
は
、
今
も
祭
日
に
多
く
の
漁
師
が
海
上
安
全
と
豊
漁
を
願
っ
て
訪
れ
る
。
と
同
時
に
、

そ
の
山
は
水
難
事
故
に
あ
っ
た
死
者
が
帰
っ
て
い
く
山
で
も
あ
る
ら
し
い
。
山
頂
に
あ
り
な

が
ら
そ
こ
は
海
に
通
じ
て
い
る
空
間
で
あ
り
、
あ
の
世
に
通
じ
る
入
り
口
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
に
船
を
介
し
て
山
と
海
は
結
ば
れ
、
あ
ち
ら
の
異
界
と
こ
ち
ら
の
異
界
の
結
節

点
と
し
て
御
田
植
祭
料
田
は
位
置
し
て
い
る
。
料
田
の
み
が
現
実
空
間
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
、
あ
の
世
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
、
神
話
世
界
と
背
中
合
わ
せ
の
空

間
と
し
て
祭
の
場
は
出
現
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
日
料
田
に
植
え
ら
れ
る
苗
は
、
昔
こ

の
地
に
真
名
鶴
が
く
わ
え
て
き
た
八
握
穂
そ
の
も
の
と
し
て
幻
想
さ
れ
る
。
現
実
世
界
に
「
神

話
」
が
侵
入
す
る
の
で
あ
る
。
穂
落
と
し
神
で
あ
る
大
歳
神
が
も
た
ら
し
た
稲
は
、
サ
シ
バ

（5）



海から寄り来たるもの

に
招
き
寄
せ
ら
れ
た
太
陽
神
に
よ
っ
て
成
長
を
促
さ
れ
る
。
稲
も
太
陽
も
、
神
話
的
空
間
と

し
て
の
天
上
世
界
か
ら
、
現
実
空
間
の
そ
の
田
に
落
ち
て
き
た
。

　
そ
し
て
そ
の
稲
は
、
実
は
天
上
か
ら
落
ち
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
天
と
同
一
空
間

と
し
て
幻
想
さ
れ
て
い
る
海
上
か
ら
寄
り
来
た
も
の
に
違
い
な
い
。
押
し
寄
せ
る
波
と
と
も

に
、
船
に
乗
っ
て
そ
れ
は
こ
の
渚
に
漂
着
し
た
。
あ
る
い
は
蛇
の
よ
う
に
、
打
ち
寄
せ
る
波

に
の
っ
て
そ
れ
は
運
ば
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
稲
は
海
上
は
る
か
彼
方
、
常
世
の
国
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
幸
で
あ
っ
た
の
だ
。
豊
穣
と
い
う
ユ
…
は
海
の
彼
方
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か

ら
よ
り
来
る
も
の
、
と
い
う
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
信
仰
に
同
じ
で
あ
る
。
海
の
彼
方
か
ら

鳥
に
よ
っ
て
稲
は
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
す
ら
沖
縄
に
は
あ
る
で
は
な
い
か
。
鳥

は
天
と
地
を
結
ぶ
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
海
上
の
彼
方
と
こ
の
地
を
往
還
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
船
も
同
じ
で
あ
る
。
神
話
的
な
記
号
か
ら
す
れ
ば
、
鳥
も
船
も
こ
の
世
と
異
界

と
を
結
ぶ
使
者
、
表
象
で
あ
る
。
常
世
の
国
か
ら
鳥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
稲
、
そ
れ
は

田
船
に
乗
っ
て
料
田
に
降
り
立
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
で
も
あ
る
。
「
稲
は
海
の
彼
方
か
ら
寄

り
き
た
と
す
る
記
憶
」
は
、
「
稲
は
天
上
世
界
か
ら
落
ち
て
き
た
と
い
う
神
話
」
に
変
化
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
を
こ
の
御
田
植
祭
の
中
に
見
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　
備
中
な
ど
中
国
地
方
で
は
、
太
陽
を
父
と
し
水
の
霊
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
田
の
神
「
さ

ん
ば
い
」
は
稲
鶴
姫
と
呼
ば
れ
、
穂
落
と
し
伝
承
と
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
唾
。
太
陽

の
光
と
水
が
あ
っ
て
稲
は
初
め
て
成
育
す
る
。
そ
れ
は
記
紀
神
話
が
繰
り
返
し
語
り
続
け
る
、

聖
婚
の
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
太
陽
の
御
子
一
＝
一
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
水
辺
で
神
の
来
臨
を
待
つ
ヲ
ト
メ
、
コ
ノ
ハ
ナ

サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
出
会
い
、
　
一
夜
孕
み
を
疑
わ
れ
た
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
、
疑
い
を
晴
ら

す
べ
く
火
中
で
「
ホ
“
火
“
穂
」
を
名
に
持
つ
、
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
、
ホ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
、

ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
を
産
む
。
そ
の
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
が
海
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
結
ば
れ

て
ア
マ
ツ
ピ
コ
ピ
コ
ナ
ギ
サ
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
は
誕
生
し
、
そ
の
波
打
ち
際
で

生
ま
れ
た
御
子
と
海
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
の
間
に
イ
ツ
セ
ノ
ミ
コ
ト
、
イ
ナ
ビ
ノ
ミ
コ

ト
（
批
の
国
で
あ
る
海
原
に
行
く
）
、
ミ
ケ
ヌ
ノ
ミ
コ
ト
（
波
の
穂
を
ふ
ん
で
常
世
の
国
に
渡

る
）
、
ワ
カ
ミ
ケ
ヌ
ノ
ミ
コ
ト
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
ノ
ミ
コ
ト
が
生
ま
れ
、
イ
ハ
レ
ビ

コ
は
即
位
し
て
神
武
天
皇
と
な
る
。
太
陽
神
と
水
神
（
海
神
・
龍
神
）
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て

誕
生
す
る
稲
の
化
身
と
し
て
の
血
は
、
代
々
の
天
皇
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
時
代
下
っ
て
再
び
そ
の
神
話
は
、
サ
ホ
ヒ
メ
の
悲
劇
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
夫

と
兄
と
の
板
ば
さ
み
と
な
っ
た
サ
ホ
ヒ
メ
は
、
稲
城
の
燃
え
盛
る
火
中
で
ホ
ム
チ
ワ
ケ
を
出

産
す
る
。
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
、
稲
城
に
火
を
放
っ
た
故
か
、
母
の
不
幸
な
死
に
よ
る
母
性
の
欠

落
故
か
、
口
が
き
け
な
い
皇
子
と
し
て
成
長
し
、
あ
る
時
鵠
の
鳴
く
声
を
聞
い
て
声
を
発
す

る
。
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
鳥
即
ち
稲
魂
だ
っ
た
の
か
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
鳥
に

よ
っ
て
、
稲
の
化
身
と
し
て
欠
け
て
い
た
も
の
を
補
完
す
る
。

　
し
か
し
鳥
に
よ
っ
て
声
を
発
し
た
と
い
っ
て
も
、
思
う
よ
う
に
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
あ
る
日
の
天
皇
の
夢
の
中
に
神
が
出
現
し
て
、
自
分
を
祀
れ
ば
皇
子
は
話
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
告
げ
る
。
占
い
の
結
果
、
そ
の
神
は
出
雲
の
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
皇
子
は
そ
の
神
を
拝
す
る
た
め
に
出
雲
ま
で
赴
く
。
出
雲
の
地
で
出
雲
神
を
祀
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
皇
子
は
や
っ
と
言
葉
を
手
に
入
れ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
出
雲
は
母
な
る

国
で
あ
る
。
母
を
慕
っ
て
泣
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
も
や
は
り
成
人
し
て
な
お
幼
児
の
如
き
存
在
と

し
て
描
写
さ
れ
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
口
の
き
け
な
い
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
は
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
の

影
が
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
共
通
す
る
の
は
、
母
性
の
欠
落
に
よ
っ
て
留
め
ら

れ
た
ま
ま
の
幼
児
性
で
あ
り
、
彼
ら
は
出
雲
に
象
徴
さ
れ
る
母
性
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
人
前
の
成
人
男
子
と
成
り
得
る
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
こ
の
話
に
は
、
興
味
深
い
次
の
よ
う
な
件
が
続
く
。

…
こ
こ
に
そ
の
御
子
（
ホ
ム
チ
ワ
ケ
）
、
一
宿
肥
長
比
費
と
婚
ひ
し
ま
し
き
。
故
、
そ

の
美
人
を
籍
伺
た
ま
へ
ば
、
蛇
な
り
き
。
す
な
は
ち
見
畏
み
て
逃
げ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
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に
そ
の
肥
長
比
費
患
ひ
て
、

海
原
を
光
し
て
船
を
追
ひ
來
た
り
き
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
条
）

　
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
ヒ
ナ
ガ
ヒ
メ
と
一
夜
を
と
も
に
し
、
そ
の
女
神
が
蛇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
驚
き
逃
げ
る
。
す
る
と
ヒ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
海
原
を
照
ら
し
て
船
を
追
い
か
け
て
く
る
。
そ
れ

は
さ
な
が
ら
、
「
吾
に
辱
見
せ
つ
」
と
醜
い
姿
を
見
ら
れ
た
こ
と
に
憤
慨
し
て
イ
ザ
ナ
キ
を
追

い
か
け
て
き
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
よ
う
で
あ
り
、
あ
る
い
は
娘
道
成
寺
の
清
姫
よ
ろ
し
く
、
逃
げ

る
男
を
追
い
か
け
る
女
の
情
念
の
化
身
の
よ
う
で
も
あ
る
。
蛇
神
ヒ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
嫉
妬
に
か

ら
れ
る
女
神
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
海
原
を
光
し
て
船
を
追
ひ
來
た
」
る
、
海
上
を

自
由
自
在
に
移
動
す
る
水
神
で
も
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
船
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ホ

ム
チ
ワ
ケ
と
ヒ
ナ
ガ
ヒ
メ
、
そ
れ
は
日
継
の
御
子
と
そ
の
土
地
の
女
神
の
婚
姻
諦
で
あ
り
、

太
陽
神
と
水
神
の
婚
姻
と
し
て
の
物
語
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
神
話
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
太
陽
と
水
と
い
う
対
構
造
は
、
御
田
植
祭
と
り
ま
く
状
況
の
中
に
も
再
現
さ

れ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
を
祀
る
伊
雑
宮
と
本
来
は
サ
ミ
ナ
ガ
神
を
祀
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
佐
美
長
神
社
、
「
田
植
え
神
事
」
と
「
竹
取
神
事
」
と
い
う
対
の
物
語
と
し
て
、
こ
の
祭
を

解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
鳥
と
蛇
は
稲
の
伝
来
を
語
り
、
太
陽
と
水
は
稲
の
豊
穣

を
約
束
す
る
。
太
陽
と
水
、
鳥
と
蛇
、
天
と
海
、
そ
れ
は
結
び
結
ば
れ
、
め
ぐ
り
め
ぐ
つ
て

「
稲
の
神
話
」
へ
と
結
実
す
る
。
こ
の
祭
は
太
陽
神
と
水
神
と
の
間
に
生
ま
れ
た
「
稲
」
を

物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
御
田
植
祭
三
つ
目
の
神
事
は
「
踊
り
こ
み
」
、
こ
れ
は
い
わ
ば
神
人
一
体
と
な
っ
て
豊
穣

を
願
う
祭
の
大
団
円
で
あ
る
。
神
人
と
も
に
あ
る
こ
と
を
三
時
間
練
り
歩
く
こ
と
の
う
ち
に

確
認
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
神
話
世
界
と
隣
り
合
っ
た
現
実
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。
神
話

は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
の
人
々
は
、
こ
の
祭
の
場
に
お
い
て
、
否
、

祭
に
続
く
日
常
の
日
々
に
お
い
て
さ
え
も
神
話
世
界
と
繋
が
っ
て
い
た
．
・
6
．
。

　
「
踊
り
こ
み
」
の
最
後
は
、
鳥
居
前
で
の
千
秋
楽
と
呼
ば
れ
る
舞
の
奉
納
で
あ
る
。
そ
の

時
挨
拶
を
し
た
区
長
が
発
し
た
の
は
、
彼
ら
の
奉
仕
を
ね
ぎ
ら
う
「
ご
苦
労
さ
ま
」
で
も
「
お

疲
れ
さ
ま
」
で
も
な
く
、
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
言
葉

の
う
ち
に
、
こ
の
祭
の
本
質
を
見
た
よ
う
に
思
っ
た
。
神
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
仕
事
で
も
苦

労
で
も
な
い
。
こ
の
ハ
レ
の
日
に
ハ
レ
の
舞
台
に
立
っ
た
こ
と
は
め
で
た
い
こ
と
、
誇
り
な

の
で
あ
る
。
時
に
寄
り
付
い
た
神
と
と
も
に
田
植
え
を
し
、
時
に
歌
舞
で
も
っ
て
神
を
喜
ば

せ
る
。
そ
れ
は
奉
仕
で
あ
っ
て
奉
仕
で
は
な
く
、
神
と
一
体
と
な
っ
た
奇
跡
で
あ
っ
た
。

　
祭
と
は
、
時
代
と
と
も
に
様
々
に
変
化
を
遂
げ
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

祭
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
祭
の
本
質
は
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
神

人
一
体
と
な
っ
て
行
う
田
植
え
神
事
と
歌
舞
。
海
の
民
の
信
仰
も
農
耕
民
の
豊
穣
祈
願
も
、

そ
の
祭
の
中
に
融
合
さ
れ
、
そ
の
全
て
が
神
話
世
界
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
も
の
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
祭
と
は
、
神
話
世
界
を
再
現
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

【
注
】

（
1
）
伊
雑
宮
は
内
宮
（
皇
大
神
宮
）
別
宮
で
、
内
宮
背
後
の
島
路
山
を
越
え
た
志
摩
市
磯
部
町
上

之
郷
に
あ
る
。
伊
勢
神
宮
別
宮
十
四
社
の
う
ち
伊
勢
国
外
で
は
志
摩
国
の
伊
雑
宮
一
社
の
み
で
あ
り
、

ま
た
神
田
を
持
つ
唯
一
の
別
宮
で
も
あ
る
。
十
社
あ
る
内
宮
別
宮
の
中
で
、
伊
雑
宮
は
荒
祭
宮
、
月

讃
宮
、
瀧
原
宮
に
次
ぐ
順
位
と
さ
れ
る
。
伊
雑
宮
を
志
摩
国
一
宮
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
。
祭

神
は
ア
マ
テ
ラ
ス
。

（
2
）
二
地
域
で
当
番
を
務
め
る
地
区
も
あ
る
の
で
、
九
地
域
で
あ
る
け
れ
ど
七
年
に
一
度
の
奉
仕

と
な
る
。

（
3
）
二
番
ま
で
あ
る
「
刺
鳥
差
数
え
唄
」
は
、
「
穂
落
と
し
」
伝
承
と
「
鳥
差
し
」
と
な
っ
て
い
て
、

鳥
勧
請
と
穂
落
と
し
伝
承
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
鳥
羽
市
安
楽
島
町
に
あ
る
伊
射
波
神
社
が
そ
の
比
定
地
と
さ
れ
て
い
る
。

（7）



海から寄り来たるもの

（
5
）
熊
野
を
出
雲
国
熊
野
と
捉
え
る
説
も
あ
る
。

（
6
）
『
磯
部
郷
土
史
』
磯
部
郷
土
史
刊
行
会
編
H
O
①
G
。

（
7
）
大
林
太
良
『
稲
作
の
神
話
』
弘
文
堂
H
O
刈
G
。

（
8
）
『
磯
部
町
史
』
磯
部
町
史
編
纂
委
員
会
編
6
雪

（
9
）
『
新
全
集
　
風
土
記
』
（
小
学
館
）
で
は
冬
を
「
尽
」
と
と
り
「
み
な
」
の
意
と
す
る
。

（
1
0
）
他
に
も
『
山
城
国
風
土
記
逸
文
』
鳥
部
里
伝
承
、
『
豊
後
国
風
土
記
逸
文
』
餅
の
的
伝
承
が

あ
る
。（

1
1
）
サ
ミ
ナ
ガ
の
「
サ
」
は
倉
田
一
郎
（
『
農
と
民
俗
学
』
（
民
俗
・
民
芸
双
書
3
9
）
岩
崎
美
術

出
版
お
㊦
㊤
）
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
サ
の
神
」
か
も
し
れ
な
い
。
倉
田
は
、
「
サ
の
神
」
と
は
穀
霊
神
、

雨
水
の
神
で
あ
り
、
そ
の
正
体
は
蛇
で
あ
る
と
す
る
。

（
1
2
）
七
本
の
う
ち
一
本
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
今
は
六
本
と
さ
れ
る
。
そ
の
鮫
は
大
御
田
橋
か
ら

は
蟹
や
蛙
に
化
身
し
て
伊
雑
宮
に
参
詣
す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
日
は
志
摩
一
円
の
海
女
た

ち
は
海
に
入
る
事
を
忌
み
、
伊
雑
宮
に
参
詣
す
る
。

（
1
3
）
（
7
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
に
も
浦
島
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
。

（
1
4
）
藤
田
富
士
夫
は
『
古
代
の
日
本
文
化
』
（
中
公
新
書
一
㊤
㊤
O
）
の
中
で
、
「
海
民
奉
拝
の
霊
山

の
盛
行
は
、
山
ア
テ
航
海
に
よ
る
遠
隔
で
広
域
に
わ
た
る
航
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
」
と
し
、
山
の
上
に
あ
り
な
が
ら
海
上
航
海
者
の
目
印
と
な
っ
て
漁
民
の
信
仰
を
あ
つ
め
た

霊
山
が
、
日
本
海
沿
岸
と
関
東
や
紀
伊
半
島
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
青
峰
山
も

そ
の
霊
山
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。

（
1
5
）
（
1
1
）
倉
田
一
郎
論
文
に
同
じ
。

（
1
6
）
佐
美
長
神
社
社
殿
が
東
面
し
て
い
る
の
も
、
（
6
）
に
よ
れ
ば
、
伊
雑
海
口
か
ら
に
西
に
向

か
っ
て
進
ん
で
き
た
猿
田
彦
を
迎
え
る
為
の
も
の
だ
と
い
う
。
社
殿
東
面
の
由
来
を
神
話
世
界
に
求

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（8）


