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は

じ

め

に

遺
棄
さ
れ
る
子
供
の
物
語
の
庵
原
へ
と
遡
及
す
る
時
、
記
紀
神
話
の
霧
の

中
か
ら
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
子
供
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
水
蛭

子
と
呼
ば
れ
る
子
供
の
姿
で
あ
る
。
彼
は
神
の
子
で
あ
り
な
が
ら
、
神
の
子

と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
海
へ
放
ち
棄
て
ら
れ
る
運
命
を
甘
受
せ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
棄
て
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
『
古
事
記
』
で
は
イ
ザ
ナ

ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
の
言
葉
と
し
て
「
わ
が
生
め
る
子
良
く
あ
ら
ず
」
を
記

す
が
、
ど
の
よ
う
に
良
く
な
か
っ
た
の
か
は
、
そ
の
水
蛭
子
と
い
う
名
前
か

ら
想
像
す
る
し
か
な
い
。
水
蛭
子
と
は
手
足
の
無
い
水
蛭
の
よ
う
な
形
態
を

し
た
子
と
い
う
よ
う
に
。
一
方
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
第
五
段
本
文
で
は
、

三
歳
に
な
る
ま
で
脚
が
立
た
な
か
っ
た
事
が
、
遺
棄
の
理
由
と
さ
れ
る
。
不

具
ゆ
え
の
遺
棄
。
遺
棄
さ
れ
た
水
蛭
子
は
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、
再
び
そ

の
姿
を
見
せ
る
事
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
至
っ
て
、
書
紀
の
説

を
継
承
し
な
が
ら
、

蛭
子
は
三
年
迄
足
立
た
ぬ
尊
と
て
お
わ
し
け
れ
ば
、
天
石
勝
樟
船
に
乗

せ
奉
り
、
大
海
が
原
に
推
し
出
し
て
流
さ
れ
給
ひ
し
が
、
摂
津
の
国
に

流
れ
寄
り
て
、
海
を
領
す
る
神
と
な
り
て
、
夷
三
郎
殿
と
顕
れ
給
ふ
て
、

西
の
宮
に
お
は
し
ま
す
。
（
『
源
平
盛
衰
記
』
剣
巻
）

と
、
水
蛭
子
は
海
原
を
統
治
す
る
西
宮
大
明
神
（
夷
三
郎
殿
）
と
し
て
祀

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
海
神
と
し
て
示
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
七
福
神
の
一
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

ま
た
、
一
方
で
中
世
に
は
す
で
に
水
蛭
子
＝
夷
三
郎
殿
と
い
う
説
に
対
し
て

の
異
論
が
存
在
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
異
形
（
不
具
）
な
る
童
子
神
の
変
容
は

起
こ
う
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
変
容
は
な
ぜ
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。

一
、
平
安
時
代
の
水
蛭
子
神
話

『
古
事
記
』
に
お
け
る
水
蛭
子
は
、
そ
の
異
形
性
故
に
人
格
神
と
い
う
よ

り
は
怪
物
に
近
い
。
た
だ
、
水
蛭
子
神
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
い
た
形

で
伝
承
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
中
世
に
お
い
て
も
『
日
本
書
紀
』
が
わ
が
国
の

（1）

最
も
重
要
な
古
典
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
平
安
時
代
の
水
蛭
子

の
受
容
に
つ
い
て
は
、
『
今
鏡
』
第
六
ふ
ぢ
な
み
の
下
「
志
賀
の
み
そ
ぎ
」
の
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段
に
、
鳥
羽
天
皇
の
第
三
皇
子
に
つ
い
て
、
 
 

三
の
御
子
は
若
宮
と
申
し
て
お
は
し
ま
し
～
。
お
さ
な
く
よ
り
な
え
さ
 
 

せ
給
て
。
起
き
ふ
し
も
人
の
ま
～
に
て
も
の
も
仰
せ
ら
れ
で
お
は
し
ま
 
 

し
～
。
十
六
に
て
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
て
う
せ
さ
せ
給
に
き
。
御
み
め
 
 

も
う
つ
く
し
う
御
ぐ
し
も
長
く
お
は
し
ま
し
け
り
。
 
 

と
、
美
し
く
あ
り
な
が
ら
不
具
の
皇
子
と
し
て
不
遇
の
生
涯
を
閉
じ
た
事
 
 

を
記
し
た
の
に
続
け
て
、
 
 

む
か
し
朝
綱
宰
相
の
日
本
紀
の
歌
に
。
 
 

た
ら
ち
ね
は
い
か
に
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
ん
三
年
に
成
り
ぬ
足
た
～
 
 

ず
し
て
。
 
 

と
よ
ま
れ
た
る
も
。
蛭
子
に
お
は
し
ま
し
け
る
宮
の
如
く
こ
そ
は
き
こ
 
 

え
さ
せ
た
ま
へ
。
 
 

と
、
『
天
慶
六
年
日
本
紀
尭
宴
和
歌
』
に
お
け
る
大
江
朝
綱
の
和
歌
を
引
用
 
 

（
2
）
 
 

し
た
こ
と
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
朝
綱
の
歌
は
、
「
伊
井
諾
尊
」
が
題
で
あ
 
 

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
親
神
が
い
か
に
足
萎
え
の
水
蛭
子
を
不
偶
に
思
っ
た
だ
 
 

ろ
う
か
と
、
親
の
気
持
ち
を
憶
測
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
紀
に
 
 

は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の
水
蛭
子
に
対
し
て
の
 
 

感
情
を
「
あ
は
れ
」
と
捉
え
た
朝
綱
の
歌
は
、
不
具
の
皇
子
、
そ
の
親
に
対
 
 

し
て
の
眼
差
し
を
決
定
し
た
。
『
今
鏡
』
に
お
い
て
、
若
宮
に
向
け
ら
れ
た
哀
 
 

れ
と
い
う
感
情
の
源
泉
は
、
不
具
な
る
第
三
皇
子
と
い
う
共
通
項
ゆ
え
に
、
 
 

水
蛭
子
へ
の
辿
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
宮
、
水
蛭
子
と
同
じ
不
具
 
 

な
る
皇
子
と
し
て
、
『
今
鏡
』
 
は
続
け
て
醍
醐
帝
の
皇
子
に
し
て
、
「
嵯
峨
隠
 
 

君
子
」
 
（
『
本
朝
皇
胤
紹
選
録
』
）
 
と
号
さ
れ
た
「
童
子
」
 
（
同
書
）
 
に
つ
い
て
 
 

の
昔
語
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
 
 
 

嵯
峨
の
み
か
ど
の
御
子
に
隈
君
子
と
申
し
け
る
御
子
は
。
御
身
に
い
か
 
 

な
る
こ
と
の
お
は
し
け
る
と
か
や
。
さ
て
嵯
峨
に
こ
も
り
ゐ
絵
ひ
て
ひ
 
 

き
も
の
～
う
ち
に
た
れ
こ
め
て
。
人
に
も
見
え
給
は
で
わ
ら
は
に
て
ぞ
 
 

お
は
し
け
る
。
こ
の
頃
な
ら
ば
法
師
に
ぞ
な
り
給
は
ま
し
。
昔
は
か
く
 
 

ぞ
お
は
し
け
る
。
 
 

こ
の
「
童
子
」
が
嵯
峨
に
引
き
籠
も
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
『
今
鏡
』
で
 
 

は
「
御
身
に
い
か
な
る
こ
と
の
お
は
し
け
る
と
か
や
。
」
と
臆
化
し
て
書
い
て
 
 

い
る
が
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
で
は
「
白
髪
童
形
云
々
」
と
、
そ
の
異
形
性
 
 

が
「
白
髪
」
に
あ
っ
た
事
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
注
記
は
 
 

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
童
子
」
 
に
つ
い
て
 
『
今
鏡
』
 
で
は
、
 
 

心
も
さ
と
く
い
と
ま
も
お
は
す
る
ま
～
に
よ
ろ
づ
の
文
を
ひ
ら
き
見
給
 
 

け
れ
ば
。
身
の
御
ざ
え
人
に
す
ぐ
れ
給
ひ
て
お
は
し
ま
し
け
る
に
。
や
 
 

ん
ご
と
な
き
博
士
の
み
ち
を
と
げ
給
け
る
と
き
。
虞
相
の
宰
相
と
き
こ
 
 

え
け
る
人
の
か
の
は
か
せ
に
な
り
給
け
る
に
。
小
屋
と
か
い
ふ
所
た
ち
 
 

よ
り
と
ぶ
ら
ひ
奉
ら
れ
け
る
に
難
き
こ
と
侍
り
け
る
を
ぼ
。
駒
を
は
や
 
 

め
て
か
の
嵯
峨
に
ま
う
で
～
ぞ
間
ひ
奉
り
け
る
。
 
 

と
、
そ
の
博
学
ぶ
り
を
伝
え
る
。
若
宮
の
美
し
さ
と
童
子
の
博
学
、
そ
れ
 
 

ら
は
不
具
（
異
形
）
性
の
代
償
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
水
蛭
子
に
は
、
ど
の
よ
 
 

う
な
代
償
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
。
朝
綱
の
歌
は
、
「
か
ぞ
い
ろ
は
」
と
い
 
 

う
歌
語
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
平
安
時
代
の
種
々
の
歌
学
書
に
と
ら
れ
て
い
 
 

る
が
、
そ
の
中
で
源
俊
頼
の
『
無
名
抄
』
 
（
『
俊
頼
髄
脳
』
）
は
、
水
蛭
子
に
つ
 
 

い
て
、
 
 

か
た
ち
は
人
に
似
た
れ
ど
も
ふ
く
さ
の
き
ぬ
な
ど
の
や
う
に
て
足
も
た
1
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ず
お
き
も
あ
が
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
さ
を
な
ど
に
う
ち
か
け
て
お
き
た
り
 
 

け
れ
ば
、
あ
し
と
も
い
は
で
年
月
を
お
く
り
け
り
。
三
年
ま
で
ぞ
あ
り
 
 

け
る
。
 
 

と
い
う
描
写
を
し
て
い
る
。
こ
の
竿
に
掛
け
て
い
た
と
い
う
描
写
は
、
水
 
 

蛭
子
の
不
具
性
の
露
骨
な
描
写
で
あ
り
不
気
味
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
描
 
 

写
が
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
 
 

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
異
形
な
存
在
に
対
し
て
の
排
他
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
 
 

に
、
同
情
と
排
他
性
の
眼
差
し
に
、
水
蛭
子
は
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

〓
、
水
蛭
子
の
親
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
不
具
な
る
童
子
神
水
蛭
子
は
神
話
の
海
の
彼
方
か
ら
、
 
 

「
蛭
児
ト
ハ
西
宮
ノ
大
明
神
夷
三
郎
殿
是
也
此
御
神
ハ
海
ヲ
領
シ
給
フ
」
（
『
神
 
 

皇
正
統
録
』
上
）
 
と
中
世
の
海
原
に
時
空
を
超
え
て
漂
着
し
て
、
海
を
支
配
 
 

（
3
）
 
 

す
る
神
夷
三
郎
殿
と
し
て
示
現
し
た
。
即
ち
、
水
蛭
子
の
物
語
は
、
西
宮
大
 
 

明
神
夷
三
郎
殿
の
縁
起
評
の
形
を
取
っ
て
完
結
し
た
の
で
あ
る
。
水
蛭
子
は
 
 

こ
の
時
、
神
と
し
て
の
名
前
を
獲
得
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
事
に
つ
い
 
 

て
は
、
宣
長
が
「
水
蛭
子
は
上
ツ
代
に
水
蛭
に
似
た
る
児
を
い
ひ
し
称
な
り
、
 
 

此
ノ
御
子
の
名
と
心
得
る
は
ひ
が
こ
と
な
り
」
 
（
『
古
事
記
伝
』
 
四
之
巻
）
 
と
 
 

注
意
し
て
い
る
。
宣
長
は
、
水
蛭
の
形
態
を
し
た
子
、
そ
れ
が
水
蛭
子
と
い
 
 

う
。
『
古
事
記
』
 
に
基
づ
く
以
上
、
「
手
足
な
ど
も
無
ク
て
、
見
る
形
の
似
た
 
 

る
」
と
い
う
の
が
妥
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
 
 

は
、
水
蛭
子
は
〔
怪
物
〕
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
書
紀
に
基
 
 

づ
く
な
ら
ば
、
宣
長
も
言
う
よ
う
に
「
手
足
な
ど
も
あ
れ
ど
、
弱
て
凡
て
萎
々
 
 

と
あ
る
」
状
態
、
則
ち
手
足
に
障
害
を
持
っ
た
状
態
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
 
 

そ
し
て
夷
三
郎
殿
へ
の
示
現
の
道
は
後
者
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
 
 

に
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
水
蛭
に
形
態
が
似
た
場
合
、
同
情
 
 

よ
り
も
や
は
り
嫌
悪
の
情
が
向
け
ら
れ
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
不
具
な
御
子
 
 

と
し
て
哀
れ
さ
を
催
す
た
め
に
は
人
間
の
形
態
が
必
要
条
件
と
し
て
外
せ
な
 
 

か
っ
た
点
に
お
い
て
。
そ
の
事
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
中
世
、
水
蛭
子
 
 

に
つ
い
て
記
す
と
き
「
蛭
子
卜
申
ハ
。
西
宮
大
明
神
也
。
此
ノ
尊
生
レ
給
テ
 
 

後
。
三
年
マ
テ
御
足
不
立
シ
テ
。
片
輪
ニ
。
オ
ハ
シ
マ
シ
シ
カ
バ
。
天
磐
樟
 
 

船
二
乗
七
奉
テ
。
海
二
浮
へ
。
風
二
任
セ
テ
。
放
チ
奉
り
給
ヘ
リ
。
」
（
『
塵
添
 
 

壇
嚢
砂
』
巻
八
）
 
と
西
宮
大
明
神
縁
起
を
記
し
た
後
に
、
「
サ
レ
ハ
歌
ニ
モ
。
 
 

父
母
ハ
。
イ
カ
ニ
哀
卜
思
覧
。
三
年
二
成
ヌ
。
足
不
立
シ
テ
」
 
（
同
上
）
と
前
 
 

述
し
た
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の
心
情
を
慮
っ
た
歌
が
添
え
ら
れ
る
事
 
 

態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
（
『
太
平
記
』
巻
二
五
に
も
、
同
内
容
の
水
蛭
子
説
が
 
 

見
え
る
。
）
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
哀
れ
と
思
い
な
が
ら
も
、
流
し
棄
て
る
と
い
 
 

う
苦
渋
の
心
情
を
投
影
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
の
心
情
を
強
調
し
た
 
 

解
釈
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
の
井
沢
幡
竜
『
広
益
俗
説
弁
』
巻
三
神
砥
の
 
 

蛭
子
三
年
ま
で
足
た
～
ざ
る
故
、
二
神
こ
れ
を
に
く
ん
で
船
に
の
せ
は
 
 

な
ち
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、
い
や
し
き
土
民
の
た
ぐ
ひ
ま
で
も
、
崎
人
（
か
 
 

た
わ
）
 
な
る
子
は
一
入
あ
は
れ
む
な
ら
ひ
な
る
に
、
幼
児
に
何
の
罪
あ
 
 

っ
て
に
く
ん
で
放
ち
す
て
た
ま
は
ん
や
。
（
「
大
黒
・
夷
子
の
像
の
説
」
）
 
 

な
ど
に
引
き
継
が
れ
た
。
 
 

三
、
異
常
誕
生
拝
の
構
造
 
 

水
蛭
子
が
夷
三
郎
殿
と
し
て
顕
れ
た
背
景
と
し
て
、
異
常
誕
生
渾
の
構
造
 
 

が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
酒
呑
童
子
や
弁
慶
に
代
表
さ
れ
る
〔
鬼
子
〕
 
 

は
、
生
ま
れ
た
時
に
歯
が
生
え
揃
っ
て
い
た
り
、
歩
い
た
り
、
髪
が
ふ
さ
ふ
 
 

さ
し
て
い
た
り
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
異
常
誕
生
児
で
あ
る
。
彼
ら
は
過
剰
 
 

な
る
成
長
に
お
い
て
 
〔
鬼
子
〕
と
し
て
遺
棄
さ
れ
た
。
そ
の
〔
鬼
子
〕
 
の
原
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困
と
し
て
は
神
〔
異
類
〕
 
と
人
間
と
の
間
に
生
ま
れ
た
事
が
考
え
ら
れ
た
。
 
 

彼
ら
は
、
神
の
申
し
子
で
あ
る
が
故
の
聖
痕
に
よ
っ
て
〔
鬼
子
〕
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
事
に
関
し
て
は
彼
ら
に
は
何
の
罪
も
 
 

な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
水
蛭
子
は
 
『
古
事
記
』
 
で
は
手
足
の
無
い
水
蛭
の
 
 

形
態
を
持
つ
怪
物
神
と
し
て
誕
生
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
手
足
は
有
り
な
が
ら
、
 
 

足
萎
え
の
不
具
と
し
て
成
長
。
言
わ
ば
、
欠
損
に
よ
っ
て
遺
棄
さ
れ
た
神
の
 
 

子
で
あ
る
。
そ
の
欠
損
の
原
因
は
、
女
神
の
先
唱
に
あ
る
。
記
で
は
、
イ
ザ
 
 

ナ
ギ
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
先
唱
を
良
く
な
い
と
し
な
が
ら
、
性
交
を
行
っ
た
と
 
 

あ
る
。
た
だ
、
そ
の
事
が
出
来
損
な
い
の
原
因
と
は
考
え
到
ら
な
か
っ
た
と
 
 

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
書
記
第
五
段
本
文
で
は
、
不
具
と
な
っ
た
原
因
に
つ
い
 
 

て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
第
五
段
一
書
第
二
で
は
、
女
神
の
先
唱
が
「
陰
 
 

陽
の
理
」
 
に
反
し
た
か
ら
だ
と
記
す
。
即
ち
、
水
蛭
子
が
出
来
損
な
い
、
或
 
 

い
は
不
具
と
し
て
生
ま
れ
た
原
因
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
に
あ
る
 
 

と
い
う
の
が
、
記
紀
の
説
で
あ
る
。
水
蛭
子
に
は
何
の
罪
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

な
の
に
、
結
果
と
し
て
不
具
は
罪
＝
穣
れ
と
し
て
、
記
紀
神
話
は
水
蛭
子
を
 
 

海
に
流
し
去
る
こ
と
で
浄
化
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
〔
鬼
子
〕
は
そ
の
過
 
 

剰
性
に
よ
っ
て
物
語
で
は
〔
英
雄
〕
 
へ
の
道
を
歩
い
た
者
と
、
〔
怪
物
＝
鬼
〕
 
 

と
し
て
退
治
さ
れ
る
運
命
を
辿
っ
た
者
と
に
分
か
れ
た
。
水
蛭
子
の
場
合
も
、
 
 

そ
の
欠
損
性
が
聖
痕
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
中
世
、
水
蛭
子
が
夷
三
 
 

郎
殿
 
（
エ
ビ
ス
神
）
 
と
し
て
再
生
し
た
の
は
、
そ
の
聖
痕
に
よ
る
。
こ
の
欠
 
 

損
を
聖
痕
と
す
る
童
子
水
蛭
子
は
、
柳
田
国
男
の
言
う
「
海
神
少
量
」
 
（
『
桃
 
 

太
郎
の
誕
生
』
）
の
特
徴
に
通
じ
る
。
民
話
の
龍
宮
童
子
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
 
 

な
鼻
を
垂
ら
し
た
見
す
ぼ
ら
し
く
汚
ら
し
い
童
子
が
「
水
の
神
の
贈
物
」
 
（
石
 
 

田
英
一
郎
『
桃
太
郎
の
母
』
）
 
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
「
小
童
の
思
想
」
 
（
石
 
 

田
）
。
「
霊
童
も
し
く
は
童
神
が
人
界
に
出
現
し
て
、
お
お
む
ね
何
ら
か
の
福
 
 

徳
を
も
た
ら
す
と
い
う
観
念
」
 
（
石
田
）
に
沿
う
よ
う
に
水
蛭
子
は
夷
三
郎
殿
 
 

へ
と
変
身
と
遂
げ
て
い
る
。
即
ち
、
福
神
へ
の
変
身
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
 
 

こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
夷
三
郎
殿
と
七
福
神
の
中
の
恵
比
寿
と
が
始
め
か
ら
 
 

同
一
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
夷
三
 
 

郎
殿
は
「
海
を
領
す
る
神
」
（
『
源
平
盛
衰
記
』
剣
巻
）
 
で
は
あ
る
が
、
福
神
 
 

と
い
う
記
録
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
な
の
に
、
中
世
、
大
黒
と
と
も
に
早
い
 
 

段
階
に
福
神
と
し
て
の
恵
比
寿
が
民
衆
の
中
に
浸
透
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
 
 

そ
れ
は
、
水
蛭
子
が
海
の
彼
方
に
流
さ
れ
、
海
の
彼
方
か
ら
漂
着
し
た
行
程
 
 

そ
の
も
の
の
中
に
、
〔
常
世
〕
の
観
念
が
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
 

具
体
的
に
は
浦
島
子
も
行
っ
た
龍
宮
と
呼
ば
れ
る
海
神
の
宮
に
水
蛭
子
が
一
 
 

旦
流
れ
者
い
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
摂
津
の
浦
へ
と
漂
着
し
た
と
い
う
行
程
で
 
 

あ
る
。
こ
れ
は
龍
宮
童
子
の
行
程
で
も
あ
る
。
夷
三
郎
殿
が
福
神
恵
比
寿
の
 
 

（
4
）
 
顔
を
見
せ
る
必
然
的
な
流
れ
が
見
え
て
こ
よ
う
。
 
 

四
、
闇
を
畢
ん
だ
貴
種
 
 

水
蛭
子
の
変
身
爵
に
働
い
た
も
う
一
つ
の
話
型
は
折
口
の
言
う
〔
貴
種
流
 
 

離
讃
〕
 
で
あ
ろ
う
。
水
蛭
子
は
棄
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
貴
種
ゆ
え
に
流
 
 

離
す
る
宿
命
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
話
学
者
松
 
 

本
信
広
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
水
蛭
子
流
し
の
話
を
世
界
的
に
広
く
 
 

分
布
す
る
貴
い
日
の
御
子
を
「
う
つ
ぽ
舟
」
に
入
れ
て
流
す
神
話
の
類
型
と
 
 

（
5
）
 
 

考
え
る
見
解
が
あ
る
。
松
本
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ル
コ
は
ヒ
ル
メ
に
対
す
る
名
称
 
 

で
あ
っ
て
、
太
陽
の
子
を
意
味
し
、
水
蛭
子
は
不
具
ゆ
え
に
遺
棄
さ
れ
た
の
 
 

で
は
な
く
、
日
の
御
子
ゆ
え
に
流
離
の
運
命
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 
 

っ
た
事
に
な
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
三
歳
ま
で
脚
が
立
た
な
か
っ
た
事
は
、
 
 

直
接
的
な
遺
棄
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
不
具
の
日
の
御
子
で
あ
っ
た
と
い
 
 

う
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
水
蛭
子
は
記
・
紀
に
お
い
て
は
遺
棄
さ
れ
た
後
、
 
 

再
び
神
話
の
世
界
に
顕
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
水
蛭
子
の
そ
の
後
が
 
 

何
ら
記
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
松
本
の
言
 
 

う
「
う
つ
ぼ
舟
」
に
乗
る
日
子
（
ヒ
ル
コ
）
説
は
弱
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
 
 

に
至
っ
て
、
水
蛭
子
は
海
を
統
治
す
る
西
宮
大
明
神
（
夷
三
郎
殿
）
 
と
し
て
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祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
言
わ
ば
、
長
く
流
離
し
て
い
た
水
蛭
子
が
戻
っ
 
 
 

て
き
た
の
で
あ
る
。
海
を
統
治
す
る
神
と
し
て
。
こ
の
事
は
、
平
安
時
代
を
 
 

通
じ
て
水
蛭
子
に
向
け
ら
れ
て
い
た
〔
哀
れ
〕
と
い
う
感
情
が
、
〔
貴
種
流
離
 
 

弄
〕
と
し
て
の
完
成
を
導
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
 
 

水
蛭
子
の
異
常
誕
生
に
つ
い
て
は
、
水
蛭
子
に
は
何
の
罪
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
神
話
学
に
お
い
て
「
う
つ
ぽ
舟
」
神
話
に
対
略
す
る
近
親
相
姦
に
 
 

ょ
る
第
一
子
不
具
神
話
の
範
疇
に
水
蛭
子
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
も
事
実
で
 
 

あ
る
。
水
蛭
子
は
罪
の
子
で
あ
る
が
故
に
、
横
れ
と
し
て
流
さ
れ
ね
ば
な
ら
 
 

な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
不
具
説
を
認
め
な
が
ら
も
「
求
 
 

婚
に
当
た
っ
て
は
男
が
先
に
声
を
か
け
る
と
い
う
習
俗
に
反
し
た
か
ら
で
あ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
岐
神
を
兄
、
美
神
を
妹
で
あ
る
と
し
て
近
親
相
姦
の
結
 
 

（
6
）
 
 

果
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
 
（
西
宮
一
民
）
 
と
い
う
反
論
も
存
 
 

在
し
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
水
蛭
子
が
近
親
相
姦
に
よ
る
罪
の
子
で
な
 
 

い
と
し
て
も
、
過
ち
に
よ
る
子
と
い
う
説
は
成
立
し
う
る
。
即
ち
、
記
・
紀
 
 

を
見
る
限
り
、
水
蛭
子
神
話
に
は
罪
を
流
す
と
い
う
浄
化
儀
礼
（
放
流
神
事
）
 
 

の
影
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ひ
こ
の
よ
う
な
水
蛭
子
帯
を
め
ぐ
る
 
 

両
義
的
な
見
解
は
、
ま
さ
に
遺
棄
さ
れ
る
子
供
の
物
語
が
畢
む
光
と
闇
の
対
 
 

立
構
造
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
水
蛭
子
は
貴
種
と
し
て
も
 
 

闇
を
学
ん
だ
貴
種
と
し
て
再
生
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 

五
、
異
相
の
伝
承
 
 

夷
神
が
釣
魚
翁
の
像
で
親
し
ま
れ
る
一
方
で
、
夷
神
が
異
相
で
あ
り
自
ら
 
 

の
姿
を
恥
じ
、
そ
の
姿
を
見
る
者
を
憎
ん
だ
と
い
う
伝
承
が
、
居
籠
祭
の
由
 
 

来
に
関
わ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
 
 

摂
津
国
武
庫
郡
西
宮
ハ
祭
神
夷
三
郎
殿
也
。
毎
年
正
月
九
日
二
条
祀
ア
 
 

リ
。
此
神
広
田
社
へ
臨
幸
也
。
形
容
異
相
也
。
人
見
ル
事
ヲ
悪
ミ
給
テ
、
 
 

是
日
村
ノ
者
共
皆
悉
ク
門
戸
ヲ
閉
テ
出
ル
事
ナ
シ
。
門
松
モ
逆
二
立
ツ
。
 
 

是
ヲ
居
籠
祭
卜
云
。
（
正
徳
五
年
版
『
本
朝
怪
談
故
事
』
巻
第
四
の
第
三
 
 

「
西
宮
ノ
居
籠
祭
」
）
 
 

こ
の
伝
承
が
中
世
以
降
の
成
立
で
あ
る
事
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
 
 

こ
の
異
相
の
伝
承
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
水
蛭
子
の
不
具
性
で
あ
る
事
は
、
 
 

「
エ
ビ
ス
と
云
ふ
ハ
常
に
異
な
る
物
を
さ
し
て
云
ふ
名
な
り
、
蛭
子
の
命
三
 
 

歳
ま
で
足
た
～
ざ
り
し
と
云
ふ
、
常
に
異
な
る
ゆ
ゑ
に
、
エ
ビ
ス
の
神
と
云
 
 

ひ
停
へ
た
り
」
 
（
『
安
斎
随
筆
』
巻
九
）
 
と
あ
る
よ
う
な
〔
異
形
（
不
具
・
奇
 
 

形
）
＝
エ
ビ
ス
〕
理
解
で
あ
る
。
こ
の
事
は
『
本
朝
怪
談
故
事
』
 
に
引
用
さ
 
 

れ
て
い
る
『
廿
二
社
註
疏
』
 
に
「
形
容
異
相
ナ
ル
故
二
夷
卜
号
ス
」
と
い
う
 
 

理
解
に
通
じ
る
。
七
福
神
の
起
源
は
、
室
町
時
代
に
流
行
し
た
画
軸
の
神
仙
 
 

な
ど
か
ら
意
匠
を
得
て
、
竹
林
の
七
賢
人
に
倣
っ
て
当
時
崇
拝
さ
れ
た
七
体
 
 

の
福
神
を
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
を
仏
教
の
所
謂
七
福
の
数
に
あ
て
た
。
た
だ
、
 
 

取
り
合
わ
せ
以
前
に
、
釣
魚
翁
恵
比
寿
の
像
が
大
黒
天
と
組
合
せ
ら
れ
、
福
 
 

（
7
）
 
 

神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
形
容
異
相
な
る
夷
三
郎
殿
 
 

と
七
福
神
恵
比
寿
と
が
併
存
し
て
い
た
事
に
な
ろ
う
。
水
蛭
子
に
エ
ビ
ス
性
 
 

が
あ
る
故
に
、
夷
神
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
伊
勢
貞
丈
の
説
は
、
そ
の
夷
 
 

三
郎
殿
と
い
う
神
の
曖
昧
さ
に
よ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
が
〔
水
蛭
子
＝
夷
三
郎
 
 

殿
〕
説
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
 
 

六
、
中
世
神
道
家
の
説
の
揺
れ
 
 

中
世
神
道
家
に
お
い
て
「
蛭
児
ハ
西
宮
ノ
ヲ
キ
ノ
ア
ラ
エ
ヒ
ス
ト
云
是
也
」
 
 

（
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
）
と
〔
水
蛭
子
＝
夷
三
郎
殿
〕
説
は
支
 
 

持
さ
れ
て
は
い
た
が
、
一
方
で
は
「
件
二
神
混
ジ
テ
一
神
卜
称
シ
奉
ル
事
、
 
 

尤
モ
不
可
也
、
蛭
子
ハ
天
照
太
神
ノ
弟
タ
ル
事
、
神
紀
二
所
載
也
、
夷
卜
申
 
 

シ
奉
ル
ハ
、
別
ニ
ー
機
ノ
中
二
出
現
之
神
、
即
チ
鷹
土
老
翁
ノ
異
名
也
」
（
ト
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部
兼
満
『
神
武
拾
遺
』
「
蛭
子
夷
事
」
）
 
と
水
蛭
子
と
夷
神
と
を
明
確
に
区
別
 
 

す
る
説
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に
働
い
て
い
る
の
が
、
前
述
 
 

し
た
〔
貴
種
流
離
帝
〕
の
構
造
で
あ
る
。
貴
種
と
そ
れ
を
見
守
り
養
う
存
在
、
 
 

（
8
）
 
 

こ
の
場
合
は
水
蛭
子
と
い
う
貴
種
に
仕
え
る
翁
神
が
夷
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
 
 

夷
な
の
か
。
そ
れ
は
「
神
代
ノ
昔
、
蛭
子
ヲ
石
樟
船
二
乗
セ
テ
、
放
チ
玉
ヒ
 
 

シ
時
、
彼
吟
心
憐
玉
ヒ
テ
、
釣
翁
ノ
匹
夫
二
形
作
為
シ
玉
ヒ
シ
ョ
リ
、
夷
卜
 
 

称
シ
上
ル
事
也
」
（
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
釣
魚
翁
の
姿
を
い
っ
た
。
そ
し
て
、
 
 

堕
土
老
翁
が
そ
の
姿
を
と
っ
た
の
は
、
や
は
り
「
哀
れ
」
 
の
感
情
だ
っ
た
。
 
 

兼
満
が
堕
土
老
翁
を
こ
の
場
面
で
最
も
相
応
し
い
と
考
え
た
の
は
、
衆
知
の
 
 

よ
う
に
彦
火
々
出
見
尊
 
（
山
幸
）
 
が
海
辺
を
彷
操
っ
て
い
る
時
に
現
れ
て
導
 
 

い
た
の
が
壁
土
老
翁
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
塵
土
老
翁
は
住
吉
明
神
と
同
 
 

体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
海
神
で
あ
り
導
師
的
存
在
で
も
あ
る
。
水
 
 

蛭
子
は
天
照
大
神
の
弟
、
則
ち
貴
種
で
あ
る
事
と
、
そ
の
貴
種
が
夷
と
呼
ば
 
 

れ
る
事
の
不
自
然
さ
と
と
も
に
、
彷
径
う
童
子
神
を
助
け
導
く
翁
神
と
い
う
 
 

（
9
）
 
 

構
図
が
、
水
蛭
子
と
夷
三
郎
殿
と
の
分
離
を
決
定
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
 
 

倉
時
代
、
ト
部
兼
方
は
、
『
秤
目
本
紀
』
に
お
い
て
「
此
蛭
児
巳
従
放
弄
。
若
 
 

有
所
成
之
神
哉
。
」
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
「
無
所
見
。
先
儒
又
闘
也
。
」
と
 
 

い
う
答
え
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
南
北
朝
期
、
そ
の
孫
兼
員
は
日
野
前
 
 

大
納
言
資
明
か
ら
、
三
種
の
神
器
の
由
来
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
時
、
 
 

そ
の
中
で
「
蛭
子
と
申
す
は
、
今
の
西
宮
の
大
明
神
に
て
ま
し
ま
す
。
」
 
（
『
太
 
 

平
記
』
巻
第
二
十
五
）
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
塵
 
 

添
填
嚢
砂
』
巻
八
「
三
種
神
器
事
」
 
に
、
兼
貞
の
説
は
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
 
 

て
い
た
。
兼
貞
は
花
園
上
皇
に
『
日
本
書
紀
』
の
進
講
を
行
う
な
ど
、
「
日
本
 
 

紀
の
家
」
 
（
同
上
）
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
部
兼
満
 
 

が
室
町
末
期
『
押
紙
拾
遺
』
 
に
お
い
て
、
水
蛭
子
と
夷
と
の
不
一
致
、
夷
＝
 
 

塵
土
老
翁
説
を
唱
え
た
事
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
 
 

う
に
、
清
原
宣
賢
は
水
蛭
子
＝
夷
三
郎
殿
説
を
踏
襲
し
た
。
則
ち
、
ト
部
氏
 
 

の
中
で
も
説
が
揺
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
兼
満
の
説
は
「
貧
 
 

苦
無
縁
ノ
族
、
室
中
二
安
置
シ
テ
拝
ミ
、
此
ノ
神
ノ
哀
懸
ヲ
憑
ム
ナ
ル
ベ
シ
」
 
 

と
、
七
福
神
恵
比
寿
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
の
説
で
あ
っ
た
。
 
 

七
、
釣
魚
翁
の
図
 
 

七
福
神
に
み
る
夷
神
の
像
は
南
北
朝
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
 
 

る
（
『
吉
野
拾
遺
物
語
』
）
。
夷
三
郎
殿
が
海
神
と
さ
れ
る
事
が
、
海
辺
に
彷
径
 
 

う
神
へ
の
連
想
を
導
い
た
と
想
像
で
き
る
。
た
だ
、
な
ぜ
海
辺
の
釣
魚
翁
の
 
 

姿
に
神
像
が
考
え
ら
れ
た
の
か
が
解
け
な
い
謎
で
あ
っ
た
。
謎
の
ま
ま
に
、
 
 

夷
神
の
像
は
夷
三
郎
殿
の
神
格
決
定
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
図
像
の
 
 

力
は
大
き
い
。
そ
れ
故
、
海
神
で
翁
神
の
姿
を
と
る
塵
土
老
翁
が
考
え
ら
れ
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
塵
土
老
翁
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
彦
火
々
出
 
 

見
尊
（
山
幸
）
 
が
、
貴
種
・
海
辺
に
彷
径
う
翁
神
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
 
 

に
も
な
る
（
滝
沢
馬
琴
『
玄
同
放
言
』
）
。
大
寂
庵
立
綱
な
ど
は
エ
ビ
ス
が
「
咲
 
 

眉
主
」
と
も
表
記
さ
れ
る
と
し
て
「
か
の
御
名
の
咲
眉
主
ハ
為
笑
〔
エ
マ
ス
〕
 
 

の
義
な
る
べ
し
、
眉
と
か
き
て
美
と
よ
む
ハ
読
法
に
て
、
恵
美
須
〔
エ
ビ
ス
〕
 
 

咲
満
春
〔
エ
マ
ス
〕
そ
の
こ
と
お
な
じ
」
（
『
渾
の
跡
』
文
化
十
四
年
刊
）
 
と
 
 

エ
ビ
ス
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
笑
い
の
表
情
に
あ
る
と
考
え
、
「
そ
の
為
笑
 
 

よ
し
ハ
、
う
し
な
ひ
玉
ひ
し
鈎
を
得
た
ま
ひ
、
此
の
大
御
国
を
さ
へ
し
ろ
す
 
 

め
す
に
い
た
れ
ぼ
な
り
」
 
（
同
）
と
彦
火
々
出
見
尊
神
話
と
関
連
さ
せ
、
エ
ビ
 
 

ス
と
い
う
呼
称
も
「
こ
の
御
名
ハ
字
の
ご
と
く
火
々
の
義
な
る
を
、
含
笑
を
 
 

ほ
～
ゑ
む
と
い
ふ
義
と
お
も
ひ
て
、
恵
備
春
と
ハ
い
ひ
は
じ
め
け
ん
」
 
（
同
）
 
 

と
彦
火
々
出
見
尊
と
い
う
神
名
に
依
る
と
ま
で
説
い
た
。
ま
た
、
一
方
で
は
 
 

直
接
的
に
釣
魚
翁
に
相
当
す
る
神
を
記
・
紀
神
話
の
中
に
見
出
す
方
向
へ
向
 
 

か
っ
た
。
貝
原
益
軒
は
『
和
爾
雅
』
 
（
元
禄
七
年
刊
）
に
お
い
て
、
西
宮
夷
社
 
 

の
神
を
「
蛭
児
及
少
量
神
」
と
す
る
一
方
で
、
一
説
と
し
て
「
俗
所
謂
夷
殿
 
 

者
、
事
代
主
命
而
大
己
貴
命
之
子
也
」
と
〔
エ
ビ
ス
＝
事
代
主
命
〕
説
が
あ
 
 

る
事
を
記
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
「
設
其
垂
釣
之
像
者
、
依
日
本
紀
所
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記
、
事
代
主
命
遊
行
、
在
於
出
雲
国
三
穂
之
碕
、
以
釣
魚
為
楽
之
説
也
」
と
 
 

『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
神
代
下
第
九
段
本
文
の
事
代
主
命
の
記
事
が
考
え
ら
 
 

れ
た
。
こ
の
説
の
背
景
に
は
、
水
蛭
子
が
釣
魚
翁
の
姿
を
取
る
こ
と
の
理
解
 
 

の
困
難
さ
が
働
い
た
だ
け
で
な
く
、
事
代
主
命
が
「
大
己
貴
命
之
子
」
で
あ
 
 

る
と
い
う
点
が
大
き
く
働
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
室
町
時
代
に
信
仰
さ
れ
 
 

た
大
黒
天
・
恵
比
寿
の
組
み
合
わ
せ
が
、
大
黒
天
が
大
国
主
神
と
混
同
さ
れ
 
 

る
事
で
、
大
国
主
神
に
関
わ
る
神
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
「
牽
 
 

強
付
会
と
云
べ
し
、
い
か
さ
ま
に
も
此
説
古
く
は
あ
ら
ず
」
 
（
『
嬉
遊
笑
覧
』
 
 

巻
七
）
と
否
定
さ
れ
は
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
〔
エ
ビ
ス
＝
水
蛭
子
〕
説
 
 

に
対
し
て
、
井
沢
騰
竜
が
「
此
蛭
児
の
船
、
摂
津
国
に
な
が
れ
着
、
其
所
の
 
 

夷
も
り
そ
だ
て
～
夷
三
郎
と
号
し
、
後
に
西
ノ
宮
明
神
と
現
ず
と
い
ふ
事
、
 
 

正
史
・
神
寿
に
か
つ
て
な
き
偽
説
な
り
。
」
 
（
『
広
益
俗
説
弁
』
巻
三
神
舐
「
大
 
 
 

黒
・
夷
子
の
像
の
説
」
）
 
と
正
面
切
っ
て
の
反
論
を
投
げ
掛
け
た
上
で
、
「
夷
 
 

子
の
像
は
事
代
主
命
な
り
。
事
代
主
は
大
己
貴
（
だ
い
こ
く
）
 
の
子
な
り
。
」
 
 

と
事
代
主
命
説
を
掲
げ
た
よ
う
に
大
黒
・
恵
比
寿
の
組
合
せ
に
由
来
し
て
根
 
 

強
く
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
逆
に
大
黒
・
恵
比
寿
の
組
合
せ
の
由
来
が
明
確
 
 

で
な
い
故
の
説
で
あ
っ
た
。
幡
竜
は
事
代
主
が
大
己
貴
と
父
子
の
関
係
で
あ
 
 

る
だ
け
で
な
く
、
国
譲
り
の
場
面
に
お
い
て
は
天
神
の
勅
に
対
し
て
従
順
に
 
 

従
い
、
父
大
己
貴
を
し
て
不
義
に
陥
し
め
な
か
っ
た
の
は
徳
の
至
り
で
あ
り
、
 
 

「
高
畠
産
霊
、
大
己
貴
命
ヲ
褒
ム
ル
コ
ト
、
尤
モ
感
熱
ナ
リ
。
神
武
天
皇
、
 
 

八
神
殿
ヲ
建
ツ
。
大
己
貴
・
事
代
主
与
焉
。
是
ノ
放
こ
人
家
此
父
子
二
神
ヲ
 
 

崇
ム
ル
者
ナ
リ
。
」
 
（
山
崎
闇
斎
『
夷
子
記
』
）
と
い
う
儒
学
的
評
価
を
認
め
る
 
 

と
と
も
に
「
二
神
と
も
に
本
邦
の
地
主
神
な
る
故
に
、
人
家
、
福
神
と
た
つ
 
 

と
ぶ
も
の
な
る
べ
し
。
」
と
、
二
神
が
日
本
国
土
の
守
護
神
で
あ
る
と
い
う
点
 
 

が
、
福
神
と
し
て
共
に
祀
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
と
説
い
た
。
水
蛭
子
説
の
消
 
 

滅
が
、
図
像
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
夷
神
は
 
 

不
具
の
童
子
神
の
変
容
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

エ
ビ
ス
と
申
ス
コ
ト
ハ
、
彼
ノ
神
様
ハ
、
御
形
チ
ガ
殊
二
小
サ
ク
、
少
 
 
 

彦
神
卜
御
名
ヲ
サ
ヘ
ニ
ア
ソ
バ
ス
程
ノ
御
事
ユ
ヱ
、
其
ノ
御
形
ノ
イ
ト
 
 

モ
小
サ
ク
坐
マ
ス
虞
ガ
、
常
二
違
ツ
テ
居
ル
ニ
依
ツ
テ
ノ
コ
ト
デ
、
（
傍
 
 

線
－
筆
者
。
『
志
都
乃
石
室
』
上
）
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
少
彦
名
神
が
異
常
に
小
さ
か
っ
た
か
ら
だ
と
篤
胤
は
説
 
 

く
。
こ
の
説
の
も
う
一
方
の
根
拠
と
も
言
う
べ
き
は
、
エ
ビ
ス
と
い
う
の
が
 
 

固
有
の
対
象
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
何
二
依
ラ
ズ
事
物
ノ
、
常
二
違
ッ
テ
居
 
 

ル
ヲ
申
ス
ノ
古
言
」
 
（
同
上
）
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
は
、
前
述
 
 

し
た
よ
う
に
伊
勢
貞
丈
の
『
安
斎
随
筆
』
と
も
通
じ
、
こ
の
点
か
ら
、
彼
は
、
 
 

西
宮
大
明
神
夷
三
郎
殿
と
七
福
神
恵
比
寿
と
を
分
離
す
る
。
 
 

津
ノ
国
広
田
ノ
西
宮
二
坐
マ
ス
蛭
子
ノ
神
ヲ
モ
、
エ
ビ
ス
ト
申
ス
ニ
付
 
 
 

テ
、
其
レ
ニ
モ
混
雑
シ
タ
物
卜
見
エ
ル
デ
ゴ
ザ
ル
、
コ
ノ
蛭
子
ノ
神
ヲ
 
 
 

モ
、
エ
ビ
ス
ト
云
フ
ハ
、
此
ノ
神
ハ
生
レ
テ
三
歳
ニ
ナ
ル
マ
司
1
脚
刃
 
 
 

八
、
篤
胤
の
夷
神
説
 
 

右
の
よ
う
な
諸
説
の
中
で
、
独
自
の
夷
神
説
を
出
し
た
の
が
篤
胤
で
あ
る
。
 
 

彼
の
説
は
「
世
二
条
ル
虞
ハ
前
二
申
ス
通
り
、
モ
ト
少
彦
名
神
様
ヲ
祭
ツ
タ
 
 

モ
ノ
ト
思
ハ
レ
ル
デ
ゴ
ザ
ル
、
」
 
（
『
志
都
乃
石
室
』
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、
〔
夷
 
 

神
＝
少
彦
名
神
〕
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
「
彼
ノ
神
ハ
大
国
主
神
 
 

様
卜
御
一
虞
ニ
、
天
ノ
下
ヲ
ア
ソ
バ
シ
、
又
医
薬
ノ
法
オ
ヨ
ビ
世
ノ
中
ノ
萬
 
 

ノ
コ
ト
ヲ
御
始
メ
ア
ソ
バ
シ
タ
ル
」
（
同
）
と
、
大
国
主
神
と
一
対
の
神
と
し
 
 

て
国
造
り
を
行
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
た
。
篤
胤
も
大
黒
・
恵
比
寿
の
組
合
せ
 
 

の
由
来
を
、
〔
大
黒
天
＝
大
国
主
神
〕
説
に
依
拠
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
 
 

る
。
で
は
な
ぜ
少
彦
名
神
が
エ
ビ
ス
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
た
の
か
。
 
 

古
へ
ノ
世
ニ
、
大
国
主
神
卜
並
べ
テ
祭
り
奉
ツ
タ
ル
コ
ト
デ
、
其
レ
ヲ
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な
い
。
エ
ミ
シ
 
（
エ
ビ
ス
）
が
陸
奥
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
 
 

ラ
ザ
ル
故
ニ
、
エ
ビ
ス
ト
申
ス
コ
ト
、
思
ハ
レ
マ
ス
ル
、
（
傍
線
－
筆
者
。
 
 

同
上
）
 
 

則
ち
、
篤
胤
の
考
え
に
立
つ
な
ら
ば
、
エ
ビ
ス
と
呼
ば
れ
る
神
が
複
数
存
 
 

在
し
て
も
ー
向
に
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

九
、
流
動
す
る
神
観
念
 
 
 

エ
ビ
ス
が
異
常
（
特
殊
）
性
を
意
味
す
る
言
葉
な
ら
ば
、
未
知
な
る
野
蛮
 
 

人
を
意
味
す
る
夷
・
戎
と
、
異
郷
か
ら
来
臨
し
て
幸
・
富
を
お
た
ら
す
客
神
 
 

を
意
味
す
る
恵
比
寿
と
の
共
存
は
可
能
で
あ
る
、
言
わ
ば
、
エ
ビ
ス
を
め
ぐ
 
 

る
光
と
闇
の
対
立
構
造
の
共
存
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 
 

ヒ
ル
コ
の
エ
ビ
ス
神
へ
の
転
生
の
背
景
に
、
ヒ
ル
コ
の
両
義
性
に
対
応
す
る
 
 

か
の
よ
う
に
、
エ
ビ
ス
の
両
義
性
が
存
在
し
、
そ
の
事
が
変
換
式
を
複
雑
に
 
 

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

古
来
、
エ
ミ
シ
 
（
「
愛
滴
詩
」
）
 
と
は
、
書
紀
神
武
巻
で
誅
さ
れ
た
八
十
兵
 
 

帥
を
指
し
、
エ
ビ
ス
は
エ
ミ
シ
の
転
語
と
考
え
ら
れ
た
。
宣
長
は
愛
滴
詩
と
 
 

い
う
称
呼
が
、
八
十
臭
帥
等
の
勇
猛
さ
が
蝦
夷
に
準
え
ら
れ
た
事
に
よ
る
と
 
 

考
え
た
が
（
『
古
事
記
伝
』
）
、
信
友
は
そ
の
見
解
に
対
し
て
、
記
紀
に
お
い
て
 
 

蝦
夷
は
景
行
天
皇
の
時
代
に
始
め
て
現
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
疑
問
を
呈
し
 
 

た
。
そ
し
て
、
「
愛
瀦
詩
と
い
ふ
は
、
も
と
よ
り
も
の
の
情
も
な
す
わ
ざ
も
異
 
 

に
て
、
勇
猛
く
暴
行
ぶ
る
類
の
も
の
を
呼
ぶ
上
代
の
称
」
（
「
え
み
し
」
『
比
古
 
 

婆
衣
』
）
で
あ
り
、
八
十
島
帥
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
「
そ
の
ほ
か
土
雲
熊
 
 

襲
な
ど
い
へ
る
類
の
も
の
も
、
或
は
愛
涌
詩
と
も
い
ひ
け
む
こ
と
、
准
へ
お
 
 

も
は
る
～
な
り
。
」
（
同
）
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
「
え
ぞ
が
島
よ
り
陸
奥
に
渡
 
 

り
来
て
暴
行
ぶ
る
党
類
」
を
も
愛
瀦
詩
と
言
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
 
 

ホ
立
タ
ズ
ト
有
ル
ガ
、
 
 外
ノ
御
子
等
ト
ハ
異
リ
テ
、
御
子
ノ
列
ニ
モ
入
 
 

倭
建
命
が
上
総
国
か
ら
東
方
に
向
か
い
、
「
こ
と
ご
と
荒
ぶ
る
蝦
夷
等
を
言
向
 
 

け
」
た
と
、
エ
ミ
シ
に
蝦
夷
と
い
う
表
記
を
当
て
は
め
た
事
に
よ
る
。
陸
奥
 
 

の
エ
ビ
ス
に
対
し
て
、
〔
恐
れ
と
優
越
〕
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
意
識
が
 
 

形
式
さ
れ
て
い
っ
た
中
で
、
平
安
時
代
に
毘
沙
門
天
を
本
地
と
す
る
エ
ビ
ス
 
 

と
呼
ば
れ
る
神
が
、
広
田
社
の
摂
社
西
の
宮
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
 
 

る
。
そ
し
て
、
毘
沙
門
天
を
本
地
と
す
る
事
は
「
開
よ
り
西
な
る
軍
神
、
（
略
）
 
 

淡
路
の
石
屋
に
は
住
吉
西
の
宮
」
（
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
『
四
句
神
歌
』
二
 
 

四
九
）
 
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
神
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
事
を
意
味
し
た
。
昆
 
 

沙
門
天
が
夷
神
の
本
地
と
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
陸
奥
の
蝦
夷
を
媒
介
に
し
 
 

た
と
考
え
ら
れ
る
。
衆
知
の
よ
う
に
、
毘
沙
門
天
は
仏
国
土
に
お
け
る
北
方
 
 

の
守
護
神
で
あ
る
。
こ
の
事
が
、
毘
沙
門
天
に
中
央
の
護
り
神
と
い
う
性
格
 
 

と
と
も
に
、
我
が
国
に
お
け
る
北
方
、
ま
さ
に
陸
奥
の
蝦
夷
の
守
護
神
と
い
 
 

う
性
格
を
も
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
毘
沙
門
天
が
武
神
で
あ
る
が
 
 

ゆ
え
に
、
中
央
に
と
っ
て
は
荒
ぶ
る
凶
々
し
い
神
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
 
 

こ
の
性
格
は
毘
沙
門
の
垂
迩
で
あ
る
夷
に
投
影
さ
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
 
 

し
て
、
夷
神
は
〔
夷
三
郎
殿
〕
と
は
異
な
る
神
で
は
あ
る
が
、
遺
棄
さ
れ
た
 
 

異
形
な
る
童
子
神
に
対
す
る
畏
怖
と
同
情
と
が
、
〔
夷
三
郎
殿
〕
と
い
う
新
た
 
 

な
神
を
つ
く
り
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
夷
神
の
凶
々
し
さ
の
継
承
は
 
 

否
定
す
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
、
同
時
に
、
水
蛭
子
の
凶
々
し
さ
を
も
。
 
 

夷
三
郎
殿
と
福
神
恵
比
寿
と
の
鶴
的
な
関
係
の
中
で
、
江
戸
時
代
に
「
夷
小
 
 

判
」
が
「
戎
金
」
と
も
言
わ
れ
、
贋
小
判
、
贋
金
を
意
味
す
る
よ
う
な
事
態
 
 

が
生
じ
た
の
も
、
恵
比
寿
が
福
神
で
あ
り
な
が
ら
、
暗
い
影
を
曳
き
ず
っ
た
 
 

（
1
0
）
 
 

福
神
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
 
 

お
 
わ
 
り
 
に
 
 

中
世
は
童
子
神
の
時
代
で
あ
っ
た
。
水
蛭
子
は
王
権
が
自
ら
の
王
権
を
維
 
 

持
す
る
た
め
に
遺
棄
さ
れ
た
穣
れ
の
童
子
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
王
権
の
シ
ス
 
 
 



童子神の変容  1
3
 
 
テ
ム
は
醍
醐
帝
の
皇
子
、
白
髪
の
「
童
子
」
に
ま
で
及
ぶ
。
異
形
の
存
在
と
 
 
 

し
て
排
斥
さ
れ
た
彼
ら
は
、
彼
ら
の
物
語
り
を
紡
ぎ
始
め
る
。
そ
の
時
に
、
 
 

そ
の
物
語
り
を
醸
成
し
て
い
く
力
と
し
て
、
赤
坂
意
雄
の
言
う
「
受
難
の
王
 
 

へ
〓
）
 
 

子
（
貴
種
）
」
の
主
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
平
安
初
期
に
 
 

御
霊
信
仰
を
形
成
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
。
で
は
、
水
蛭
子
の
場
合
は
ど
う
 
 

か
。
水
蛭
子
の
場
合
は
、
神
話
に
お
け
る
「
受
難
の
王
子
（
貴
種
）
」
故
に
、
 
 

御
霊
信
仰
の
圏
内
か
ら
は
離
脱
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
福
神
信
仰
へ
と
侵
入
 
 

し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
を
彩
る
も
の
は
、
「
日
本
的
道
化
の
系
譜
」
（
赤
坂
）
 
 

で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』
 
に
お
け
る
少
子
部
 
 

ス
ガ
ル
、
そ
し
て
「
傑
儒
の
神
話
的
祖
型
」
（
赤
坂
）
と
し
て
少
名
毘
古
邪
神
。
 
 

保
儒
と
は
∧
小
人
＞
的
な
異
形
性
を
持
つ
道
化
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
平
安
 
 

時
代
の
末
に
は
、
触
棲
息
想
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
宮
廷
か
ら
消
え
て
い
 
 

っ
た
。
彼
ら
は
何
処
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
赤
坂
は
言
う
。
「
わ
た
し
た
 
 

ち
の
中
世
に
、
傑
備
に
代
わ
っ
て
道
化
の
主
題
を
背
負
い
つ
つ
そ
の
独
特
な
 
 

翳
り
の
あ
る
姿
態
を
さ
ら
す
の
は
、
童
子
な
い
し
童
形
の
人
々
で
あ
る
。
」
（
『
王
 
 

と
天
皇
≡
二
〇
貫
。
）
と
。
七
福
神
で
あ
る
夷
三
郎
殿
の
笑
い
の
背
後
に
、
＜
 
 

道
化
＞
性
を
見
出
す
と
き
、
水
蛭
子
の
変
容
に
働
い
て
い
た
力
の
多
様
性
を
 
 

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 

川
 
久
保
田
 
収
「
中
世
に
お
け
る
日
本
書
紀
研
究
」
（
神
道
史
学
会
編
 
 

『
神
道
史
研
究
』
第
二
二
巻
第
四
号
、
一
九
七
四
年
二
月
）
。
 
 
 

闇
 
「
た
ら
ち
ね
」
は
『
天
慶
六
年
日
本
紀
責
宴
和
歌
』
 
で
は
「
か
ぞ
 
 

い
ろ
」
で
あ
り
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
「
詠
史
」
に
「
江
相
公
」
 
 

作
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

㈱
 
夷
三
郎
殿
に
は
、
川
〔
流
さ
れ
－
帰
っ
て
来
る
〕
と
い
う
彦
火
々
 
 

出
見
型
、
吻
〔
や
っ
て
来
て
－
去
っ
て
い
く
〕
と
い
う
少
彦
名
神
 
 

塑
と
い
っ
た
二
種
類
の
漂
着
神
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
。
 
 
 

㈲
 
筑
土
鈴
寛
「
使
霊
と
叙
事
伝
説
」
（
『
筑
土
鈴
寛
著
作
集
』
第
四
巻
、
 
 

5
 
 

6
 
 

7
 
 

0
0
 
 

9
 
 

せ
り
か
書
房
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
）
参
考
。
 
 

「
蛭
児
と
日
女
」
 
（
『
日
本
神
話
の
研
究
』
東
洋
文
庫
一
八
〇
、
一
 
 

九
七
一
年
二
月
）
所
収
。
 
 

『
古
事
記
』
 
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
九
年
六
月
）
。
 
 

喜
田
貞
吉
「
七
福
神
の
成
立
」
 
（
『
民
族
と
歴
史
』
三
巻
一
号
）
参
 
 

考
。
 
 

田
中
信
置
『
広
西
南
官
記
』
 
（
享
保
十
二
年
版
）
。
 
 

山
折
哲
雄
「
翁
と
童
子
」
「
神
か
ら
翁
へ
」
（
『
神
か
ら
翁
へ
』
青
土
 
 

社
、
一
九
八
九
年
八
月
）
参
考
。
 
 

郡
司
正
勝
『
童
子
考
』
 
（
白
水
社
、
一
九
八
四
年
七
月
）
一
二
五
頁
 
 

～
一
二
六
貢
。
 
 

赤
坂
憲
雄
『
王
と
天
皇
』
 
（
筑
摩
書
房
一
九
八
八
年
六
月
）
。
 
 

（
一
九
九
一
年
六
月
二
九
日
受
理
）
 
 
 




