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一

　
『
古
事
記
』
に
は
伊
耶
那
美
命
が
死
後
黄
泉
國
へ
行
つ
た
と
記
す
。

本
居
宣
長
は
『
古
事
記
傳
』
に
こ
の
黄
泉
國
を
註
し
て
死
者
の
行
く

所
と
說
明
し
た

（
1
（

。
善
人
も
惡
人
も
死
ね
ば
皆
行
く
場
と
言
ふ
の
で
あ

る
が
、
宣
長
は
具
體
的
に
日
本
人
の
死
後
の
世
界
を
古
典
か
ら
示
す

事
を
し
な
か
つ
た
。
そ
し
て
自
ら
の
靈
も
黄
泉
國
へ
は
行
か
な
か
つ

た
。

　

寛
政
十
二
年
秋
九
月
、
宣
長
は
本
居
（
小
津
）
家
の
菩
提
寺
、
樹

敬
寺
の
隱
居
寺
で
あ
る
山
室
の
妙
樂
寺
へ
行
き
、
そ
の
山
中
の
竹
叢

の
あ
る
場
を
自
ら
の
墓
所
と
定
め
た
。

　
　

�

山
深
く
つ
ひ
の
す
み
か
を
さ
た
め
來
て
心
に
か
ゝ
る
雲
も
は
れ

に
き

　
　

�

末
長
き
千
世
の
す
み
か
と
思
へ
ば
そ
の
竹
の
本
を
は
よ
し
と
定

め
し

　

こ
れ
ら
の
歌

（
（
（

は
永
遠
の
靈
の
所
在
を
定
め
得
た
宣
長
の
安
堵
感
と

わ
が
靈
は
永
遠
に
山
室
山
に
鎭
る
と
言
つ
た
宣
言
と
も
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
ゝ
に
は
佛
敎
的
な
、
死
後
の
世
界
へ
の
救
濟
を
願
ふ
と
言
つ
た
態

度
は
全
く
伺
へ
な
い
。
ま
た
「
遺
言
狀
」
に
も
死
後
の
墓
參
は
樹
敬

寺
の
墓
で
は
な
く
、
山
室
山
の
方
へ
案
内
せ
よ
と
訓
す
の
で
あ
つ
た
。

宣
長
の
靈
が
死
後
現
世
の
山
室
山
に
永
遠
に
鎭
ま
つ
た
と
言
ふ
事
は

後
の
敎
へ
子
逹
に
大
き
な
影
響
を
與
へ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　

享
和
元
年
、
宣
長
最
晩
年
の
上
京
に
途
中
か
ら
加
は
つ
た
田
中
紀

文
（
後
の
大
秀
）
は
こ
の
時
門
人
に
加
は
り
敎
へ
を
受
け
た
。
然
し

こ
の
秋
に
宣
長
は
逝
き
大
秀
は
自
分
の
不
運
を
か
こ
つ
た
も
の
の
先

師
追
慕
の
情
は
變
は
る
事
な
く
、
飛
驒
の
地
で
年
々
そ
の
追
慕
の
會

を
催
し
た

（
（
（

。
天
保
九
年
秋
、
六
十
二
歳
を
迎
へ
た
大
秀
は
飛
驒
高
山

郊
外
の
松
室
岡
を
訪
ひ
、
そ
こ
を
自
ら
の
靈
の
す
み
か
と
定
め
た
の

で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
全
く
先
師
宣
長
の
行
動
と
重
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
九
年
後
の
弘
化
四
年
九
月
に
こ
の
地
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

た
ま
の
ゆ
く
へ

―

國
學
者
の
考
へ
た
死
後
の
世
界―

中

澤

伸

弘
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「
齡
六
十
二
に
成
け
る
天
保
九
年
戊
戌
九
月
十
日
こ
ゝ
を
墓
所
に
定

め
て
松
室
岡
と
名
づ
け
て
」
と
題
す
る

　
　

�

今
日
よ
り
は
我
ま
つ
む
ろ
と
蔭
し
め
て
ち
よ
の
み
ど
り
を
友
と

た
の
ま
む

の
大
秀
の
歌
は
そ
の
墓
碑
の
右
側
に
彫
ら
れ
て
ゐ
る
。「
松
室
」
の

命
名
は
大
秀
に
よ
る
事
が
判
る
が
こ
れ
は
宣
長
の
「
山
室
」
を
意
識

し
て
の
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
斯
樣
に
し
て
大
秀
の
靈
は
永
遠
に
松

室
山
に
鎭
つ
た
の
で
あ
つ
た

（
4
（

。

　

文
政
八
年
六
月
九
日
、
津
和
野
の
岡
熊
臣
は
宣
長
の
山
室
山
の
墓

を
訪
ひ
「
槇
の
た
つ
あ
ら
山
中
も
我
う
し
の
住
家
と
お
も
へ
ば
か
へ

ら
ま
く
も
を
し
」
と
詠
ん
だ

（
（
（

。
宣
長
の
靈
の
住
み
か
と
こ
こ
を
思
ふ

と
歸
る
の
も
惜
し
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
ま
た
同
樣
に
越
前
の
橘
曙

覽
も
山
室
山
を
訪
ひ

　
　

�

宿
し
め
て
風
に
し
ら
れ
ぬ
花
を
今
も
見
つ
ゝ
ま
す
ら
む
や
ま
む

ろ
の
山

　
　

�

山
む
ろ
に
千
代
の
宿
し
め
ふ
る
事
の
衟
の
さ
か
え
を
見
つ
ゝ
ま

す
ら
む

の
二
首
の
歌
を
詠
ん
だ

（
（
（

。
こ
れ
ら
山
室
山
の
奥
墓
を
訪
う
た
歌
に
共

通
す
る
も
の
は
、
そ
こ
が
宣
長
の
靈
が
鎭
る
場
で
あ
る
と
言
つ
た
認

識
で
あ
る
。
宣
長
の
靈
は
嘗
て
自
ら
が
記
し
た
事
と
矛
盾
し
て
、
黄

泉
國
へ
は
行
か
ず
に
こ
の
世
の
山
室
山
に
鎭
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

二

　

宣
長
の
黄
泉
観
を
更
に
發
展
さ
せ
圖
示
し
た
の
は
宣
長
の
門
人
で

あ
る
服
部
中
庸
で
あ
つ
た
。
そ
の
『
三
大
考
』
は
師
の
激
賞
す
る
所

と
な
り
、『
古
事
記
傳
』
の
卷
十
七
に
附
篇
と
し
て
著
錄
さ
れ
た
の

で
あ
つ
た
が
、
宣
長
の
歸
幽
後
の
こ
の
『
三
大
考
』
を
め
ぐ
る
論
爭

は
長
期
間
、
多
く
の
人
々
を
卷
き
込
み
、
宗
敎
的
な
要
素
を
も
含
ん

で
死
後
の
世
界
に
就
て
深
く
考
へ
考
證
す
る
原
因
と
な
つ
た
。『
三

大
考
』
の
三
大
と
は
天
・
地
・
泉
（
黄
泉
）
を
示
し
、
こ
の
成
立
を

說
い
た
の
だ
が
、
こ
の
論
爭
を
通
し
て
同
門
で
あ
つ
て
も
統
一
の
見

解
が
得
ら
れ
な
か
つ
た
事
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
つ
た

（
7
（

。

　

中
庸
は
黄
泉
國
の
成
立
に
つ
い
て
重
下
す
る
も
の
に
よ
る
と
言
ひ
、

「
根

ノ
國
」「
底

ノ
國
」
と
も
言
ふ
樣
に
地
下
に
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
と
說
く
の
で
あ
る

（
（
（

。
ま
た
そ
こ
を
司
る
神
は
月
讀
命
で
あ
り
、『
古

事
記
』
に
須
佐
之
男
命
が
根
の
堅
洲
國
へ
行
つ
た
と
言
ふ
記
事
の
あ

る
事
か
ら
、
月
讀
命
須
佐
之
男
命
の
同
一
神
と
判
斷
し
、
ま
た
こ
の

事
を
踏
ま
へ
て
須
佐
之
男
命
の
御
子
神
で
あ
る
大
國
主
命
を
幽
界
主

宰
の
神
で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
『
三
大
考
』
の
大
き

な
特
色
で
あ
る
。『
三
大
考
』
は
言
ふ
、

　
　

�
大
國
主
神
（
中
略
）
八
十
坰
手
に
隱
て
侍
は
む
と
あ
る
は
、
永

く
此
ノ
世
を
去
り
て
、
泉

ノ
國
に
隱
待
て
幽
事
を
掌
賜
ふ
に
て
、

是
は
尋
常
の
人
の
死
ぬ
る
と
同
じ
さ
ま
に
（
中
略
）
大
か
た�
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世
ノ

中
の
人
の
死
て
泉
に
往
は
、
屍
は
此
地
に
留
ま
り
て
、
魂

の
ゆ
く
な
れ
ば
、
此

ノ
地
よ
り
つ
ゞ
け
る
衟
は
な
け
れ
ど
も
往

く
を
、
現
身
な
が
ら
往
還
ふ
こ
と
は
連
き
た
る
衟
無
く
て
は
得

往
還
は
ぬ
こ
と
也
。

中
庸
は
屍
は
こ
の
地
に
留
ま
り
、
魂
の
行
く
場
所
を
黄
泉
と
考
へ
た

の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
中
庸
の
幽
界
に
對
す
る
考
へ
が
明
示
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
中
庸
の
考
へ
を
更
に
發
展
さ
せ
た
の
は
平
田
篤
胤
で
あ
る
。

篤
胤
は
文
化
九
年
に
『
靈
の
真
柱
』
を
著
し
（
刊
行
は
翌
年
）
幽
界

の
存
在
を
訴
へ
た
の
で
あ
る
。
文
政
六
年
の
上
京
時
に
は
中
庸
に
會

ひ
、『
三
大
考
』
こ
そ
師
宣
長
の
考
へ
を
継
い
だ
も
の
と
言
は
れ
そ

の
意
を
堅
く
し
た

（
9
（

。『
靈
の
真
柱
』は
篤
胤
の
初
期
の
著
述
で
あ
る
が
、

篤
胤
の
考
へ
を
よ
く
表
し
た
代
表
的
な
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
さ
て

そ
の
中
で
篤
胤
は
言
ふ
、

　
　

�

さ
て
顕あ

ら

明わ
に

事ご
と

と
幽か

冥み

事ご
と

と
の
差
別
を
熟
想
ふ
に
（
中
略
）
死
て

は
、
そ
の
魂
や
が
て
神
に
て
、
か
の
幽
靈
冥
魂
な
ど
も
い
ふ
如

く
、
す
で
に
い
は
ゆ
る
幽
冥
に
歸お

も
むけ

る
な
れ
ば
、
さ
て
は
そ
の

冥
府
を
掌し

り
治し

ろ
しめ

す
大
神
は
、
大
國
主
神
に
坐
せ
ば
、
彼
神
に

歸ま
つ
ろ命

ひ
奉
り
、
そ
の
御み

お

制き
て

を
承
け
賜
は
る
こ
と
な
り
、

幽
界
に
行
つ
た
亡
き
人
の
魂
は
そ
の
幽
界
を
掌
治
す
る
大
國
主
神
の

も
と
に
赴
き
、
そ
の
世
界
の
掟
に
従
ふ
こ
と
と
な
る
と
言
ひ
、
更

に
「
八
十
隈
手
に
隱
り
坐
し
ま
す
、
大
國
主
神
の
治
す
る
、
冥

か
み
の

府み
か
どに

歸ま
つ
ろ命

ひ
ま
つ
れ
ば
な
り
」
と
記
し
、
そ
の
事
を
强
調
す
る
の
で
あ
つ

た
。
篤
胤
の
主
張
は
人
の
魂
は
死
後
幽
冥
界
の
大
國
主
神
の
も
と
に

行
く
と
言
ふ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
死
後
皆
黄
泉
國
へ
行
く
と

記
し
た
宣
長
の
考
へ
を
「
委
し
く
考
へ
ら
れ
ざ
り
し
ゆ
ゑ
の
非ひ

が

說こ
と

な

り
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

そ
れ
で
は
そ
の
幽
冥
界
は
ど
こ
に
所
在
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
ま

た
亡
き
靈
は
ど
の
場
所
に
行
く
の
で
あ
ら
う
か
。
篤
胤
は
そ
れ
に
就

て
「
常
磐
に
こ
の
國
土
に
居
る
」
卽
ち
永
遠
に
日
本
の
國
土
に
留
つ

て
ゐ
る
の
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　

�

そ
の
冥
府
と
云
ふ
は
、
此
顕
國
を
お
き
て
、
別
に
一
處
あ
る
に

も
あ
ら
ず
、
直
ち
に
こ
の
顕
國
の
内
い
づ
こ
に
も
有
な
れ
ど
も
、

幽
冥
に
し
て
現
世
と
は
隔
た
り
見
え
ず
、

そ
の
幽
冥
界
は
國
内
の
あ
ら
ゆ
る
所
に
あ
る
の
だ
が
現
世
と
は
隔
離

し
て
見
え
な
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
場
は
「
衣
食
住
」

の
衟
も
備
は
つ
て
ゐ
て
、
現
世
と
全
く
同
じ
と
說
く
の
で
あ
る
。
で

は
具
體
的
に
そ
の
靈
は
現
世
の
何
處
に
存
在
す
る
の
か
と
言
へ
ば
、

神
々
は
目
に
は
見
え
な
い
が
神
社
に
神
が
鎭
座
し
て
ゐ
る
事
に
思
ひ

を
致
し
、
そ
れ
と
同
じ
事
を
考
へ
れ
ば
よ
い
と
、
身
近
な
例
を
挙
げ

る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

篤
胤
は
死
者
の
靈
魂
は
現
世
に
近
い
こ
の
場
所
に
居
る
と
言
つ
た
。

佛
敎
の
言
ふ
遠
い
西
方
淨
土
な
ど
で
は
な
く
、
况
し
て
地
獄
な
ど
で

も
な
い
。
ま
た
そ
こ
は
現
世
と
何
ら
變
ら
ぬ
場
で
あ
る
と
も
說
い
た
。
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謂
は
ゞ
こ
れ
は
當
時
の
佛
敎
に
よ
る
死
後
の
世
界
か
ら
の
開
放
を
宣

言
し
た
事
と
も
な
る
。『
靈
の
真
柱
』
の
根
柢
に
は
當
時
の
、
死
後

は
佛
衟
に
よ
つ
て
「
佛
風
の
き
た
な
げ
な
る
名
」（
戒
名
）
を
つ
け

ら
れ
「
地
獄
に
行
く
て
ふ
嘘お

そ

言ご
と

」
を
「
か
た
は
ら
い
た
く
」
思
つ
て

ゐ
た
篤
胤
の
考
へ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

思
ほ
へ
ず
髮
も
逆
だ
ち
、
こ
ぶ
し
も
握
ら
れ
、
い
と
も
惜あ

た
らし

く

こ
そ
思
ふ
な
れ（

（（
（

と
言
ふ
篤
胤
の
思
ひ
は
、
佛
敎
の
呪
縛
を
解
か
ん
と
す
る
痛
烈
な
批

判
を
有
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
考

へ
は
わ
か
り
易
く
多
く
の
讀
者
を
得
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。

三

　

亡
き
人
の
靈
は
こ
の
世
に
留
ま
る
と
說
く
篤
胤
は
、
そ
の
事
を
更

に
展
開
し
て
、
尊
崇
す
る
本
居
宣
長
の
靈
も
「
黄
泉
の
國
に
は
往い

で

坐
さ
ず
」
と
述
べ
、
そ
れ
は
山
室
山
に
鎭
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　

�

然し

在か

ら
ば
老を

翁ぢ

の
御
魂
の
座お

は

す
る
處
は
何
處
ぞ
と
言
ふ
に
、
山

室
山
に
鎭
り
坐
す
な
り
。

と
記
し
、
先
述
し
た
宣
長
の
墓
所
撰
定
の
歌
二
首
を
挙
げ
、
そ
れ
を

解
說
し
て
「
此
は
す
べ
て
、
神た

靈ま

は
こ
ゝ
ぞ
住す

み

處か

と
、
ま
だ
き
定
め

た
る
處
に
鎭
ま
り
居
る
も
の
な
る
こ
と
を
、
悟
ら
し
し
趣
な
る
を
、

ま
し
て
か
の
山
は
老
翁
の
世
に
坐
し
ゝ
ほ
ど
、
此
處
ぞ
吾
が
常
磐
に

鎭
り
坐を

る
べ
き
ま
う
し
山
と
、
定
め
置
き
給
へ
れ
ば
、
彼
處
に
坐
す

こ
と
、
何
か
疑
は
む
」
と
確
信
を
も
つ
て
宣
長
の
靈
は
山
室
山
に
鎭

つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
思
ひ
は
先
に
も
述
べ
た
岡
熊
臣

や
橘
曙
覽
ら
の
歌
の
心
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
篤
胤
に
も
そ
れ
ら
の
歌
の
心
と
共
通
す
る
歌
が
あ
る
。

　
　

�

な
き
が
ら
は
何
處
の
土
に
な
り
ぬ
と
も
魂
は
翁
の
も
と
に
往
か

な
む

　

自
分
の
亡
き
あ
と
、
死
骸
は
何
處
の
地
に
朽
ち
果
て
て
も
、
わ
が

魂
は
翁
＝
宣
長
の
鎭
る
山
室
山
の
許
に
往
く
の
だ
と
言
ふ
確
信
の
歌

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
篤
胤
の
歌
集
『
氣
吹
舎
集
』
に
は
見
え
な
い

が
、『
靈
の
真
柱
』
の
文
中
、
自
ら
の
死
後
の
靈
の
行
方
を
述
べ
た

所
に
見
え
る
歌
で
あ
る
。『
靈
の
真
柱
』
成
稿
時
に
篤
胤
は
三
十
七

歳
な
の
で
、
こ
の
思
ひ
は
夙
く
か
ら
の
考
へ
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
篤
胤
は
続
け
て
言
ふ
「
此
身
死ま

か

り
た
ら
む
後
に
、
わ
が
魂
の
往ゆ

く

方へ

は
疾
く
定
め
お
け
り
」
と
、
そ
れ
は
ど
こ
と
言
ふ
に
山
室
山
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
亡
妻
織
瀨
と
共
に
行
く
の
だ
と
言
ふ

　
　

�

直
ち
に
翔
り
も
の
し
て
、
翁
の
御
前
に
侍さ

も
らひ

居
り
、
世
に
居
る

ほ
ど
は
お
こ
た
ら
む
歌
の
を
し
へ
を
承
け
賜
り
（
中
略
）
い
や

常と
こ

磐と
は

に
侍
ら
な
む

　

篤
胤
は
永
遠
に
宣
長
近
く
に
侍
り
鎭
る
と
言
ふ
の
で
あ
り
、
こ
こ

に
は
宣
長
の
思
ひ
を
斟
酌
す
る
餘
地
は
な
い
。
同
樣
な
事
を
岡
熊
臣

は
「
う
つ
そ
み
は
し
ば
し
こ
そ
あ
れ
五
十
年
の
後
は
ま
た
來
て
長
く

つ
か
へ
む
」と
死
後
宣
長
の
も
と
に
仕
へ
る
事
を
詠
ん
で
ゐ
る
。（『
乙
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酉
紀
行
』）

　

こ
の
『
靈
の
真
柱
』
に
記
す
篤
胤
の
確
信
は
門
人
に
も
信
じ
ら
れ

て
來
た
。
の
ち
慶
應
三
年
六
月
に
田
丸
藩
士
加
藤
成
次（
三
郎
五
郎
）

は
、
先
の
篤
胤
の
歌
を
石
に
琱
り
、
山
室
山
の
宣
長
墓
の
傍
ら
に
建

立
す
る
事
を
思
ひ
立
ち
、
鐵
胤
に
染
筆
を
依
賴
し
て
出
來
た

（
（（
（

。
丸
石

に
琱
り
つ
け
た
こ
の
歌
碑
は
篤
胤
に
と
つ
て
も
ま
た
そ
の
門
人
等
に

と
つ
て
も
、
そ
の
靈
魂
は
山
室
山
の
宣
長
の
奥
墓
の
傍
ら
に
永
遠
に

鎭
ま
つ
た
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
證
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
生
前
に
宣

長
の
門
人
と
な
る
機
を
逸
し
、
そ
の
無
念
を
夢
中
對
面
圖
に
描
い
て

本
居
春
庭
の
讚
を
乞
う
た
篤
胤
の
、
宣
長
に
寄
せ
る
思
ひ
は
大
き
な

も
の
で
あ
つ
た
。
明
治
四
年
に
川
口
常
文
や
野
呂
萬
次
郎
に
よ
つ
て

宣
長
奥
墓
の
傍
ら
に
宣
長
の
靈
を
祀
る
山
室
山
神
社
が
創
建
さ
れ
、

そ
の
後
に
篤
胤
の
靈
が
相
殿
に
奉
祀
さ
れ
た
の
も

（
（（
（

、
宣
長
・
篤
胤
と

続
く
學
統
の
思
想
と
言
ふ
よ
り
も
、
篤
胤
の
歌
を
重
視
し
魂
の
所
在

と
言
ふ
も
の
に
よ
つ
た
事
で
は
な
か
ら
う
か
。

四

　

本
居
宣
長
は
賀
茂
真
淵
に
學
ん
だ
が
同
門
の
村
田
春
海
な
ど
死
後

の
世
界
を
ど
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
た
か
を
徴
す
る
も
の
は
な
い
。
文

化
八
年
二
月
十
三
日
に
年
六
十
六
で
逝
い
た
春
海
は
錦
齋
淨
仙
春
海

居
士
と
戒
名
を
つ
け
ら
れ
、
江
戸
深
川
誓
寺
塔
中
勝
法
院
に
佛
式
に

よ
つ
て
葬
ら
れ
た
。
後
に
江
戸
派
の
祖
と
言
は
れ
る
春
海
は
宣
長
歸

幽
後
に
『
た
ま
の
ゆ
く
へ

（
（（
（

』
と
言
ふ
戯
文
を
作
つ
て
ゐ
る
。
宣
長
と

同
門
で
あ
り
な
が
ら
性
格
を
異
に
し
、
何
か
と
宣
長
と
相
容
れ
な
か

つ
た
春
海
ゆ
ゑ
、
そ
の
死
後
の
世
界
を
揶
揄
し
た
文
を
綴
つ
て
ゐ
る
。

宣
長
に
對
す
る
戯
文
と
は
言
へ
、
そ
こ
に
は
春
海
の
考
へ
た
宣
長
歿

後
の
世
界
が
垣
間
見
え
る
の
で
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。

　

話
は
宣
長
が
死
ん
で
「
黄
泉
の
大
君
の
宮
所
」
へ
行
く
所
か
ら
始

る
。
佛
敎
で
言
ふ
所
の
地
獄
で
は
な
く
「
黄
泉
」
で
あ
る
の
も
印
象

深
い
。

　
　

�（
宣
長
は
）
神
の
道
に
の
み
こ
ゝ
ろ
を
入
れ
て
佛
の
敎
を
ば
な
め

く
い
ひ
く
だ
し　

三
の
宝
は
あ
り
と
も
思
ひ
た
ら
ず　

あ
り
へ

し
む
く
い
い
か
ば
か
り

と
宣
長
の
佛
敎
批
判
を
評
す
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
結
果
宣
長
は
處

罰
さ
れ
る
事
に
な
つ
た
が
、
そ
の
折
天
か
ら
天
照
大
神
が
降
臨
し
て

宣
長
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
「
神
の
衟
に
深
く
お
も
ひ

て
」「
倭
魂
に
上
津
代
の
手
ぶ
り
を
」
尊
重
し
た
立
派
な
人
物
な
の

で
「
高
天
原
に
い
ま
し
を
住
せ
む
」
と
述
べ
て
、
黄
泉
國
か
ら
高

天
原
へ
連
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
高
天
原
で
天
照
大
神
は
宣

長
の
事
を
「
い
と
稀
な
る
功
人
」
と
称
揚
し
、「
神
の
位
に
あ
ら
し

め
、
萬

よ
ろ
づ
た
ま
こ
の
む
み
こ
と

玉
好
命
と
称
へ
つ
べ
し
」
と
仰
言
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
ゝ

で
は
黄
泉
國
を
地
獄
の
樣
に
描
き
、
そ
の
對
に
高
天
原
を
置
い
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
死
後
に
高
天
原
に
住
む
事
が
出
來
る
書
き
ぶ
り
で
あ

る
。
さ
て
そ
の
時
に
大
禍
津
日
神
が
御
前
に
出
て
反
論
を
述
べ
た
の
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で
あ
る
。
曰
く
、
宣
長
は
世
間
の
邪
惡
な
こ
と
ど
も
の
發
生
を
全
て

私
（
大
禍
津
日
神
）
の
荒
び
0

0

に
よ
る
も
の
と
し
、
私
を
「
う
た
て
き

も
の
」
と
し
た
の
は
冤
罪
で
あ
り
許
せ
な
い
。
そ
の
樣
な
人
物
を
功

あ
る
者
と
は
認
め
か
ね
る
と
主
張
し
、
遂
に
天
照
大
神
も
そ
の
事
を

承
知
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
宣
長
は
「
大
禍
津
日
神
八
十
禍
津
日

神
相
は
か
り
て
遠
く
根
の
國
へ
神
や
ら
ひ
に
や
ら
ひ
給
ひ
け
り
」
と

な
つ
た
の
で
あ
る
。
宣
長
は
最
終
的
に
「
根
の
國
」
へ
追
ひ
拂
は
れ

た
の
で
あ
つ
た
。
死
者
に
鞭
打
つ
樣
な
或
る
惡
意
を
感
じ
る
作
品
だ

が
、
こ
ゝ
に
死
後
の
世
界
と
し
て
黄
泉
・
高
天
原
・
根
の
國
が
描
か

れ
て
ゐ
る
事
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
三
箇
所
は
共
に
『
古
事
記
』
の

記
す
他
界
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
春
海
の
作
品
は
宣
長
の
門
人
、
ま
た
そ
の
學
統
を
尊
ぶ
人
々

に
と
つ
て
は
許
し
難
い
も
の
と
な
り
、
反
論
が
書
か
れ
た
。
宣
長
を

尊
崇
す
る
あ
ま
り
そ
の
門
人
を
僭
称
し
た
と
言
ふ
齋
藤
彦
麻
呂
は
、

春
海
の
話
の
続
編
を
作
り
、
戯
文
『
う
つ
し
身
の
な
や
み
』
と
名
づ

け
た
。
こ
れ
は
宣
長
を
擁
護
す
る
も
の
で
、宣
長
の
靈
は
「
根
の
國
」

へ
行
か
ず
伊
勢
の
神
宮
の
内
宮
に
降
つ
た
と
言
ふ
も
の
で
あ
る
。
宣

長
が
歸
幽
後
、
伊
勢
の
内
宮
、
卽
ち
天
照
大
神
の
御み

元も
と

に
鎭
つ
た
と

言
ふ
の
も
、
ま
た
一
つ
の
靈
の
行
方
を
示
し
て
ゐ
よ
う

（
（（
（

。

五

　

靈
魂
の
行
方
を
考
へ
る
場
合
、
靈
祭
り
の
事
も
無
視
は
出
來
な
い
。

宣
長
が
そ
の
書
齋
鈴
屋
に
「
縣
居
大
人
靈
位
」
の
軸
を
下
げ
て
真
淵

の
靈
を
祀
つ
て
ゐ
た
事
は
週
知
の
事
で
あ
る
。
宣
長
直
門
の
出
雲
の

千
家
俊
信
は
宣
長
の
生
前
に
「
流
れ
て
は
又
淸
主
の
君
が
手
に
く
ま

む
も
う
れ
し
古
き
水
莖
」
の
歌
と
共
に
『
古
事
記
傳
』
執
筆
に
使
用

さ
れ
た
筆
を
二
本
贈
ら
れ
た
と
言
ふ
。
こ
の
歌
に
あ
る
淸
主
は
俊
信

の
こ
と
で
あ
る
。
俊
信
は
宣
長
の
歸
幽
後
こ
の
筆
を
祀
り
自
ら
邸
内

に
宣
長
を
奉
祀
す
る
玉
鉾
社
を
建
て
た

（
（（
（

。
先
師
を
神
と
し
て
齋
ふ
の

で
あ
る
。
宣
長
の
年
々
の
年
忌
と
歌
會
は
本
居
家
で
は
毎
年
怠
ら
ず

行
な
は
れ
て
來
た
が
地
方
門
人
は
ま
た
獨
自
に
そ
の
年
祭
を
營
み
、

折
々
の
詠
草
や
祭
儀
の
記
錄
な
ど
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
文
化
四
年
九

月
の
七
回
忌
に
は
三
河
吉
田
で
穗
積
重
野
を
祭
主
と
し
て
中
山
美
石

等
が
祭
儀
を
行
な
ひ
、
文
化
十
四
年
に
は
遠
州
社
中
で
鈴
木
重
年
が

祭
主
と
な
つ
て
行
な
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
年
は
十
七
回
忌
に
當
り
大

坂
の
一
柳
春
門
も
歌
會
を
行
つ
て
ゐ
る

（
（（
（

。
注
目
す
べ
き
事
は
歌
會
と

共
に
宣
長
を
神
と
し
て
祭
る
儀
式
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
俊

信
の
玉
鉾
社
も
、
出
雲
大
社
の
國
造
家
の
連
枝
と
言
ふ
家
柄
も
あ
ら

う
が
、
神
と
し
て
祭
る
と
い
つ
た
心
の
面
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

こ
の
文
化
文
政
期
に
は
國
學
思
想
も
廣
く
全
國
に
亘
つ
て
受
容
さ
れ

て
ゐ
た
時
代
で
あ
つ
た
。
浜
松
の
地
に
賀
茂
真
淵
の
靈
を
祀
る
縣
居

靈
社
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
、
靈
社
創
建
の
動
き
は
文
政
四
年
頃
か

ら
な
さ
れ
、
樣
々
の
曲
折
を
経
て
天
保
十
年
三
月
に
そ
の
遷
座
祭
が

な
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
文
化
文
政
期
に
は
國
學
思
想
は
一
つ
の
爛
熟
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し
た
時
代
を
迎
へ
て
ゐ
た
と
言
つ
て
も
よ
く
、
先
師
を
神
と
し
て
祀

る
と
言
つ
た
考
へ
が
一
般
的
に
定
着
し
て
い
つ
た
時
代
で
も
あ
つ
た
。

　

ま
た
自
ら
佛
敎
の
戒
名
と
は
別
に
、
國
學
者
が
謚
號
を
定
め
或
は

歸
幽
後
に
追
謚
さ
れ
る
と
言
つ
た
獨
自
の
死
後
の
、
佛
敎
に
把
は
れ

な
い
形
を
實
践
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。宣
長
は
自
ら
の
謚
號
を「
秋

津
彦
美
豆
櫻
根
大
人
」
と
遺
言
狀
に
認
め
た
事
は
著
名
で
あ
る

（
（（
（

。
宣

長
の
場
合
は
佛
敎
的
戒
名
も
用
意
し
て
の
事
だ
が
、
戒
名
と
は
別
に

こ
れ
を
定
め
る
心
理
を
も
考
へ
る
要
は
あ
ら
う
。
ま
た
斯
樣
な
著
名

な
活
動
を
し
た
人
物
に
對
し
て
、
白
川
吉
田
各
家
よ
り
「
靈
神
號
」

が
下
さ
れ
て
ゐ
る
。
平
田
篤
胤
に
對
し
て
は
弘
化
二
年
に
「
神
靈
能

真
柱
大
人
」（
文
久
二
年
に
神
靈
能
真
柱
靈
神
と
な
る
）
の
號
が
贈
ら
れ

た
事
も

（
（（
（

、
そ
の
死
後
の
靈
を
神
と
し
て
祀
る
と
言
つ
た
考
へ
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

六

　

篤
胤
の
示
し
た
死
後
の
世
界
の
考
察
を
更
に
深
め
た
の
は
岡
熊
臣

の
『
千
代
の
住
處
』
と
六
人
部
是
香
の
『
產
須
那
社
古
傳
抄
』
で
あ

つ
た
。『
三
大
考
』
以
降
多
く
の
著
述
が
世
に
出
た
が
、
そ
の
う
ち

こ
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。

　
『
千
代
の
住
處
』
は
上
卷
の
自
記
に
よ
る
と
文
政
元
年
に
成
つ
て

ゐ
た
事
が
判
る
。
そ
の
後
附
錄
を
つ
け
る
な
ど
し
て
世
に
出
た
の
が

天
保
四
年
。
書
名
は
先
に
挙
げ
た
宣
長
の
山
室
山
墓
所
撰
定
の
歌
に

よ
る
。
内
容
は
『
靈
の
真
柱
』
を
敷
衍
し
た
形
の
も
の
で
、
幽
冥
界

の
存
在
を
說
き
、
人
の
魂
は
死
後
墓
所
に
鎭
り
、
君
父
子
孫
を
守
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
下
卷
附
錄
は
上
卷
に
對
す
る
質
疑
問
答
の

形
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
篤
胤
が
佛
敎
を
批
判
し
た
態
度
と
は
違
ひ
、

そ
の
寬
容
性
が
現
れ
て
ゐ
る
。
卽
ち
死
後
の
追
善
供
養
に
就
て
「
當

時
世
俗
の
習
風
」「
生
前
の
心
習
」「
世
の
習
」
と
肯
定
し
た
上
で
「
佛

壇
は
我
家
に
あ
る
と
こ
ろ
の
幽
宮
に
て
幽
魂
の
此
處
に
留
り
坐
す

所
」
と
言
ひ
、
僧
法
師
を
賴
ん
で
の
追
善
供
養
も
構
は
な
い
と
述
べ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
世
俗
に
判
り
易
い
僻
へ
で
あ
つ
た
と
思

は
れ
る
。
熊
臣
は
と
も
か
く
死
後
の
靈
は
「
大
國
主
神
の
し
ろ
し
め

す
幽
府
の
境
に
入
り
、
幽
府
の
御
制
定
の
ま
ま
に
永
く
仕
奉
る
」
も

の
で
、
そ
こ
か
ら
子
孫
を
守
る
と
說
く
の
で
あ
つ
た
。

　

ま
た
こ
の
論
を
進
め
て
產う

ぶ

土す
な

神
社
へ
の
信
仰
を
重
ね
て
說
い
た
の

は
山
城
向
日
神
社
の
祠
官
六
人
部
是
香
の
『
產
須
那
社
古
傳
抄
』
で

あ
る
。是
香
は
篤
胤
の
門
人
で
顕
幽
界
に
関
心
が
あ
つ
た
と
見
え『
顕

幽
順
考
論
』
な
ど
も
記
し
て
ゐ
る
。
是
香
は
產
土
神
は
地
域
を
守
る

神
で
あ
り
、
そ
の
產
子
も
死
ん
だ
後
に
は
「
產
須
那
社
に
伺
候
」
し

て
そ
の
命
に
従
ふ
も
の
と
し
た
。
ま
た
そ
の
靈
は
毎
年
十
月
に
產
土

神
と
共
に
出
雲
大
社
に
行
き
出
雲
の
「
本
府
の
政
令
」
に
従
ふ
と
說

く
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
な
ど
は
神
無
月
に
全
國
の
產
土
神
が
出
雲
に

集
る
と
言
つ
た
民
間
信
仰
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た
考
へ
で
あ
つ
た
。

何
れ
に
し
ろ
自
分
の
產
土
神
社
を
尊
崇
す
る
事
は
自
分
の
祖
靈
神
を
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も
拝
む
事
と
な
る
と
は
身
近
な
事
で
あ
る
。
亡
き
靈
は
產
土
の
神
に

鎭
る
の
で
供
へ
物
を
す
る
事
は
そ
の
靈
に
も
及
ぶ
と
は
判
り
易
く
、

產
土
神
へ
の
信
仰
を
昂
め
る
事
と
な
つ
た
。
幕
末
以
降
明
治
初
年
に

產
土
神
社
の
境
内
に
祖
靈
社
を
創
祀
し
た
所
は
、
こ
の
敎
へ
の
影
響

も
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
明
治
五
年
に
は
定
め
た
ば
か
り
の
氏
子

札
を
歿
後
に
產
土
の
祖
靈
社
に
祀
れ
と
言
つ
た
書
物
が
刊
行
さ
れ
て

ゐ
る

（
（（
（

。七

　

篤
胤
の
『
靈
の
真
柱
』
は
か
な
り
刷
り
立
て
ら
れ
た
樣
で
あ
る
が
、

必
ず
し
も
肯
定
さ
れ
て
ゐ
た
訳
で
は
な
い
。國
學
者
の
批
判
小
說『
し

り
う
ご
と

（
（（
（

』
の
そ
の
第
一
話
は
「
聖
徳
太
子
平
田
篤
胤
を
罵
る
」
で

あ
り
、
天
か
ら
降
つ
た
聖
徳
太
子
が
先
づ
論
ふ
の
は
『
靈
の
真
柱
』

で
あ
つ
た
。
太
子
は
言
ふ

　
　

�

先
年
汝
が
書
き
た
る
『
靈
の
真
柱
』
と
い
ふ
書
は
、
あ
る
人
の

歌
に
「
だ
ま
さ
れ
て
驚
く
人
の
愚
か
さ
よ
か
ら
鐵
鉋
の
玉
の
真

柱
」
と
詠
み
し
ご
と
く
窮
理
を
そ
し
り
な
が
ら
窮
理
の
窟
中
に

入
り
て
、
臆
度
を
も
つ
て
人
を
誑
惑
し
た
る
書

で
あ
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
空
鐵
鉋
は
中
味
の
な
い
も
の
で
、

そ
の
緣
語
・
玉た

ま

に
繋
る
。
同
樣
に
『
靈
の
真
柱
』
も
無
意
味
な
も
の

な
の
に
大
騒
ぎ
を
し
て
ゐ
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
成
程
、
幽
冥

界
の
存
在
な
ど
全
く
な
い
と
一
蹴
す
れ
ば
、『
靈
の
真
柱
』
の
論
は

成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
流
行
に
棹
さ
す
樣
な
批
判
は
、
ま
た

必
ず
し
も
篤
胤
の
考
へ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
事
を
示
し

て
ゐ
る
。

　

下
総
の
鈴
木
雅
之
は
『
橦
賢
木
』
に
大
名
持
神
（
大
國
主
神
）
の

幽
冥
界
主
宰
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
幽
事
の
元
を
究
め
れ
ば
魂
の

し
わ
ざ
で
あ
り
、
す
べ
て
天
神
が
司
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に

　
　

�

世
間
の
幽
事
こ
と
〴
〵
く
皆
大
名
持
神
の
掌
こ
と
ゝ
す
る
は
、

い
ま
だ
く
は
し
か
ら
ざ
る
誤
ぞ
か
し（

（（
（

　

幽
顕
を
わ
け
て
分
掌
す
る
と
言
ふ
考
へ
が
誤
り
で
あ
り
、
幽
も
顕

も
天
神
が
掌
る
も
の
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
鈴
木
雅
之
の
學
統
は
神

山
魚
貫
、
伊
能
頴
則
な
ど
の
下
総
の
國
學
者
で
あ
り
、
直
に
平
田
の

學
統
を
受
け
て
ゐ
た
訳
で
は
な
く
獨
自
の
考
へ
で
あ
る

（
（（
（

。

　

ま
た
敷
田
年
治
も
幽
冥
界
を
大
國
主
神
が
主
宰
す
る
と
い
ふ
考
へ

を
批
判
し
て
ゐ
る
。
年
治
の
學
統
は
渡
邊
綱
章
と
言
ひ

（
（（
（

、
ま
た
江
戸

の
和
學
講
談
所
に
も
出
仕
し
て
ゐ
た
経
歷
が
あ
る
。
平
田
派
と
は
一

線
を
画
し
て
ゐ
た
と
言
へ
る
。
年
治
は
明
治
元
年
に
神
葬
祭
、
殊
に

古
例
に
則
し
た
も
の
を
世
に
弘
め
る
べ
く
『
古
葬
徴
』
を
著
し
た
。

神
葬
祭
普
及
の
為
の
書
の
初
期
の
も
の
だ
が
刊
行
は
明
治
二
十
年
と

な
つ
た
。
ま
た
同
十
一
年
に
は
死
後
の
靈
の
行
方
を
記
し
た
『
他た

萬ま

能の

由ゆ

久く

閇へ

』
を
著
し
た
。（
刊
行
は
同
十
三
年
）
こ
の
二
著
は
年
治
の

葬
禮
と
靈
魂
觀
を
よ
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
他
萬
能
由
久
閇

（
（（
（

』
に
は
年
治
の
考
へ
が
よ
く
表
は
れ
て
ゐ
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る
の
で
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。
人
は
生
れ
出
る
前
に
魂
を
賜
り
、

死
し
て
神
に
な
る
と
說
く
。
體
は
魂
を
宿
し
お
く
器
で
あ
り
、
靈
魂

は
風
月
の
あ
は
れ
を
樂
し
み
萬
代
不
朽
で
天
地
と
共
に
あ
り
、
こ
れ

は
天
神
の
神
ざ
ね

0

0

0

を
分
け
授
け
ら
れ
た
も
の
と
言
ふ
。
以
下
年
治
の

靈
魂
論
が
展
開
す
る
。
卽
ち

　
　

一
、
魂
は
う
か
れ
出
る
も
の
な
の
で
鎭
魂
祭
が
必
要

　
　

二
、�

魂
は
抜
け
出
る
。
縊
死
者
の
ぬ
け
出
た
魂
を
見
た
事
が
あ

る
が
蒟
蒻
玉
の
樣
で
あ
つ
た
。

　
　

三
、�

魂
に
は
和
魂
と
荒
魂
が
あ
る
。
和
魂
は
天
津
神
の
日
若
宮

に
昇
り
、
產
靈
の
神
に
報
告
し
た
の
ち
產
土
神
の
所
に
鎭

り
、
荒
魂
は
墓
地
に
居
る

と
い
ふ
事
と
な
る
。
こ
の
考
へ
に
は
幽
界
な
ど
は
な
く
、
そ
こ
を
主

宰
す
る
大
國
主
神
の
存
在
も
な
い
。
ま
た
黄
泉
國
へ
の
言
及
も
な
い

の
で
あ
る
。「
死
て
黄
泉
國
に
往
く
と
云
ふ
事
を
、
本
居
氏
は
じ
め

て
說イ

ヒ

出
て
」
と
切
り
出
し
、「
平
田
氏
が
著
せ
る
古
史
傳
廿
三
に
（
中

略
）
幽
世
ぞ
吾
人
の
本
ツ
世
」
と
論
じ
た
事
を
批
判
し
、『
靈
の
真

柱
』
に
言
ふ
事
を
「
か
ゝ
る
妄
說
、
平
田
流
等
の
妄
說
に
惑
は
さ
れ

ず
、
皇
國
固
有
の
神
傳
を
仰
ぎ
、
本
末
を
思
ひ
誤
ら
ざ
る
こ
そ
神
ン

習
ふ
神
の
ミ
民
に
は
あ
り
け
れ
」
と
、
妄
說
と
言
ふ
語
を
も
用
ゐ
て

の
批
判
は
嚴
し
い
も
の
が
あ
る
。
更
に
「
追
次
」
の
考
に
は
、

　
　

�

凡
ソ
我
古
傳
に
お
い
て
幽
冥
界
と
云
フ
事
決
テ
な
し
、
か
ゝ
る

妄
說
の
糸
口
を
引
出
し
た
る
ハ
上
に
も
云
へ
る
如
く
、
平
田
篤

胤
に
て
、
此
ノ
顕
世
の
大
御
世
を
仮
ノ
世
と
云
ヒ
穢
せ
る
ハ
天

地
に
入
レ
が
た
き
重
罪
な
ら
ず
や

と
再
び
妄
說
と
論
じ
、
重
罪
と
ま
で
斷
じ
る
点
、
年
治
の
平
田
派
へ

の
嫌
惡
感
が
う
か
が
へ
る
。
年
治
は
現
世
を
生
き
る
事
の
重
要
性
を

說
き
そ
れ
ゆ
ゑ
に
佛
敎
と
も
似
た
安
心
の
為
の
他
界
（
幽
冥
界
）
の

所
在
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
年
治
に
と
つ
て
神
な
が
ら
の
衟
と
は

現
世
を
祈
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
卷
末
に
「
然
レ
ば
幽
冥
の

妄
說
ハ
神
衟
を
滅
せ
む
と
す
る
陽
惡
に
て
天
地
神
に
對
へ
、
其
罪
去

が
た
き
大
イ
な
る
恥
な
る
を
や
」
と
記
す
の
で
あ
つ
た
。
神
衟
と
い

ふ
も
の
を
思
へ
ば
『
靈
の
真
柱
』
以
來
弘
く
宣
傳
さ
れ
た
幽
冥
界
大

國
主
神
主
宰
と
す
る
考
へ
は
、
神
衟
を
滅
ぼ
す
程
の
去
り
難
き
罪
で

あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
考
へ
の
相
違
の
渠
は
埋
め
難
き
も
の

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

八

　

徳
川
時
代
中
期
以
降
の
「
國
學
」
の
發
展
は
、
古
典
に
記
す
事
の

な
か
つ
た
死
後
の
世
界
を
幽
冥
界
と
し
て
考
へ
た
。
そ
れ
は
實
に
宗

敎
的
要
素
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
が
或
点
實
證
で
き
る
も
の
で
は

な
か
つ
た
。
そ
こ
に
說
得
と
し
て
は
行
き
止
ま
り
が
見
え
た
。
だ
が

こ
れ
を
荒
唐
無
稽
と
し
て
今
日
退
け
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

神
社
界
で
今
日
「
死
」
を
表
は
す
「
歸
幽
」
の
語
は
、
こ
の
幽
界
の

考
へ
が
あ
る
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
語
は
『
大
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漢
和
辭
典
』
に
も
見
出
せ
な
い
特
異
な
語
な
の
で
あ
る
。

註（
1
）　

ま
た
『
玉
勝
間
』
に
も
「
皇
國
の
神
代
の
神
の
つ
た
へ
說ご

と

に
、
夜

見
國
に
ま
か
る
と
い
へ
る
こ
そ
い
と
〳
〵
た
ふ
と
け
れ
」
と
あ
る
。

（
（
）　
「
九
月
十
七
日
山
室
行
ノ
時
の
歌
」
と
題
す
る
十
首
中
の
歌
、
他

に
「
つ
ひ
の
わ
が
す
み
か
と
思
へ
ば
う
ち
つ
け
た
に
み
山
の
木
々

も
な
つ
か
し
き
か
な
／
山
む
ろ
の
山
に
墓
を
さ
た
め
た
る
こ
ろ
よ

め
る　

今
よ
り
は
は
か
な
き
身
と
は
な
げ
か
じ
よ
千
世
の
す
み
か

を
も
と
め
え
つ
れ
は
／
初
霜
の
お
く
つ
き
の
名
の
長
く
こ
そ

千
世　

世
に
は

も
有
へ
め
わ
か
玉
の
緒
は
」と
あ
る
。『
本
居
宣
長
全
集
』（
以
下『
全

集
』）
二
十
卷
二
三
七
頁
。

（
（
）　

松
室
會
編
『
田
中
大
秀
』
な
ほ
以
下
の
記
事
も
本
書
に
よ
る
。

（
4
）　

門
人
で
あ
る
山
崎
弘
泰
は
こ
の
事
を
「
い
ま
よ
り
は
千
代
の
あ
る

じ
と
松
枝
の
あ
せ
ぬ
翠
の
色
に
あ
へ
ま
せ
／
こ
ゝ
ろ
あ
ら
ば
植
は

そ
ふ
と
も
我
大
人
の
し
め
い
ま
す
木
立
き
り
な
あ
ら
し
そ
」
と
詠

ん
だ
こ
の
二
首
は
大
秀
の
墓
碑
の
左
側
に
琱
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　
『
乙
酉
紀
行
』
所
収
歌
『
岡
熊
臣
集
』
下
卷　

こ
の
折
他
に
六
首

の
追
慕
歌
を
詠
ん
で
ゐ
る
。

（
（
）　

橘
曙
覽
は
文
久
元
年
九
月
伊
勢
參
宮
と
併
せ
て
山
室
山
を
訪
う
た
。

そ
の
紀
行
を
『
さ
か
き
の
か
を
り
』
と
言
ふ
『
橘
曙
覽
全
集
』
所
収
。

（
7
）　
『
神
衟
大
系
』
復
古
神
衟
篇　

小
笠
原
春
夫
執
筆
解
說
の
論
爭
の

表
を
參
照
。

（
（
）　
『
三
大
考
』
に
「
彼
の
一
ツ
物
の
中
よ
り
、
重
降
る
物
も
有
り
て
、

黄
泉
と
は
成
れ
る
な
る
べ
し
、
其
は
根

ノ
國
底

ノ
國
と
も
云
て
、
地

ノ
下
に
在
れ
ば
也
、故
レ
今
其
趣
キ
を
以
て
圖
に
著
せ
り
」
と
あ
る
。

（
9
）　
『
毀
譽
相
半
書
』（
平
田
鐡
胤
編
）
は
こ
の
時
の
上
京
を
め
ぐ
る
毀

譽
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
）　

ま
た
『
靈
の
真
柱
』
に
于
い
て
「
夜
見
ノ
國
へ
神
の
御
魂
の
往
き

坐
せ
る
事
の
實
は
斷
て
例
な
き
こ
と
」
と
言
ひ
、
靈
魂
は
幽
冥
界

に
行
く
の
で
あ
つ
て
決
し
て
夜
見
（
黄
泉
）
國
へ
行
く
の
で
は
な

い
と
言
ふ
。

（
11
）　
『
靈
の
真
柱
』
に
「
そ
は
黄
泉
へ
往
か
ず
は
、
何
處
に
安し

在づ

ま
り

て
し
か
る
と
云
ふ
に
、
社
ま
た
祠
な
ど
を
建
て
祭
り
た
る
は
、
其

處
に
鎮
ま
り
坐を

れ
ど
も
然し

か
ら在

ぬ
は
、
其
墓お

く
つ
きの

上ほ
と
り

に
鎮
り
居
り
、

こ
れ
は
た
天あ

め

地つ
ち

と
共
に
窮
り
盡
く
る
期と

き

な
き
こ
と
、
神
々
の
常
磐

に
そ
の
社
々
に
坐
し
ま
す
と
お
な
じ
き
な
り
」
と
あ
り
、
社
や
祠
、

ま
た
は
墓
の
近
く
に
永
遠
に
存
在
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

（
1（
）　

以
上
『
靈
の
真
柱
』
に
よ
る
。

（
1（
）　

引
用
は
註
（
1（
）
に
同
じ　

以
下
の
引
用
も
そ
れ
に
よ
る
。

（
14
）　

現
存　

池
山
聰
助
「
山
室
山
の
平
田
篤
胤
歌
碑
に
関
す
る
資
料
」

『
神
衟
古
典
の
研
究
』
所
収
參
考
。

（
1（
）　

野
呂
萬
次
郎
の
發
意
と
言
ひ
、異
論
も
あ
つ
た
と
言
ふ
。
ま
た
『
氣

吹
舎
大
人
奉
悼
長
謌
幷

短
歌
』（
羽
田
野
敬
雄
直
筆
架
蔵
）
に
篤
胤

の
死
を
「
こ
の
世
さ
か
り
て
目
に
見
え
ぬ
神
の
み
か
ど
に
か
へ
り

ご
と
ま
を
し
た
ま
ひ
し
」
と
詠
ん
で
ゐ
る
。

（
1（
）　

弾
琴
平
編
『
柔
子
草
』
所
収
（
架
蔵
）
ま
た
刈
谷
市
立
圖
書
館
村

上
文
庫
蔵
。

（
17
）　
『
う
つ
し
身
の
な
や
み
』
も
註
（
1（
）
に
所
収
、
な
ほ
こ
の
話
の

中
で
門
下
の
和
泉
真
國
が
黄
泉
國
の
月
讀
命
の
下
で
書

ふ
み
　
よ
み
の
　
み
こ
と

讀
命
と

称
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
條
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
『
三
大
考
』
の
影

響
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
真
國
は
『
令
義
解
』
の
解
釋
を
め
ぐ
つ

て
春
海
と
對
立
し
た
と
言
ひ
、
こ
こ
で
も
春
海
を
「
黄
泉
路
に
は
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や
く
む
か
へ
」
よ
う
と
言
つ
て
ゐ
る
。

（
1（
）　

肥
後
の
長
瀨
眞
幸
（
宣
長
門
）
の
大
平
宛
享
和
三
年
閏
正
月
廿
三

日
附
書
簡
。

（
19
）　

以
上
は
出
丸
恒
男
『
宣
長
の
没
後
』
に
よ
る
。
な
ほ
文
化
十
四
年

度
の
記
錄
は
架
蔵
の
册
子
綴
に
よ
る
。

（
（0
）
例
へ
ば
本
居
大
平
の
「
國
足
八
十
言
靈
大
人
」、
同
内
遠
の
「
彌
足

功
績
衟
根
大
人
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
謚
號
は
歿
後
に
後
嗣
が
贈

つ
た
も
の
で
あ
る
が
戒
名
と
は
ま
た
別
の
考
へ
が
働
い
て
ゐ
た
事

は
當
然
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
國
學
者
と
呼
ば
れ
る
人
逹
に
は
謚
號

は
必
要
の
も
の
と
な
つ
た
。
そ
の
点
を
考
へ
る
と
謚
號
に
は
當
然

神
葬
祭
に
繋
る
要
素
が
あ
る
。
権
田
直
助
が
『
謚
號
考
』
を
書
い

て
そ
の
普
及
を
圖
つ
た
の
も
明
治
初
年
の
事
で
あ
つ
た
。

（
（1
）『
玉
襷
』
卷
十
所
収
「
大
壑
君
御
一
代
畧
記
」
に
よ
る
と
こ
の
時

白
川
家
よ
り
「
一
世
ノ
學
業
ヲ
称
美
シ
玉
ヒ
」
贈
ら
れ
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
白
川
家
に
限
ら
ず
、
た
と
へ
ば
天
明
三
年
に
は
吉
田
家
よ

り
高
山
正
之
（
彦
九
郎
）
に
「
伊
賀
靈
神
」
が
贈
ら
れ
、
歌
人
の

香
川
景
樹
に
は
「
桂
園
靈
神
」
の
號
が
贈
ら
れ
て
ゐ
る
。（『
桂
園

一
枝
拾
遺
』
序
文
）。

（
（（
）　
「（
前
略
）
氏
神
の
社
に
初ハ

ツ

參マ
ヰ
リの

際ト
キ

必カ
ナ
ラず

守
マ
モ
リ

札フ
ダ

則
氏
子
札

　
　
　
　

を
申
受
け
、
終

身
こ
れ
を
肌
に
着
け
御ミ

守マ
モ
リ

護
を
戴
き
奉
り
、
天
寿
を
竟
へ
て
此

世
を
罷
る
後
の
遺カ

骸バ
ネ

は
、
神
葬
に
ま
れ
佛
葬
に
ま
れ
（
中
略
）
氏

神
の
社
の
域
内
に
既
に
祖
靈
社
の
設マ

置ウ
ケ

あ
る
所
は
、
五
十
日
祭
の

後
、
必
ず
守

マ
モ
リ

札フ
ダ

を
其
祖
靈
社
に
祫
祀
を
願
ひ
出
づ
べ
く
、
尚ナ

ホ

己ヲ
ノ

が

父
母
及
祖
先
代
々
の
靈
を
も
祖
靈
社
に
祫
祀
を
願
ひ
度
き
輩
は
其

神
職
に
委マ

マ

賴
し
て
御
靈
代
を
造
り
祫
祀
祭
を
執
行
し
…
…
」『
産

須
那
社
古
傳
抄
略
』（
須
賀
廼
舎
校
合　

八
坂
神
社
日
供
講
蔵
版
）

架
蔵
。
本
書
は
是
香
の
著
書
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
こ
こ
に
あ
る

氏
子
札
の
事
は
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。

（
（（
）　
『
し
り
う
ご
と
』
小
言
舎
主
人
著
『
日
本
随
筆
大
成
』
三
期
所
収
、

批
判
は
故
人
が
當
時
の
著
名
人
を
駁
す
る
形
で
進
め
ら
れ
る
。
平

田
門
人
の
作
と
言
ふ
が
如
何
。

（
（4
）　
『
神
衟
大
系
』
諸
家
神
衟
上
卷
解
說
の
表
參
照
。

（
（（
）　

伊
藤
至
郎
著
『
鈴
木
雅
之
研
究
』
に
詳
し
い
。
篤
胤
の
敎
へ
は
早

く
に
こ
の
地
に
入
つ
て
ゐ
た
が
。

（
（（
）　

渡
邊
綱
章
を
師
と
す
る
の
は
『
和
學
者
総
覽
』
に
よ
る
。『
國
學

者
傳
記
集
成
』
続
編
は
帆
足
萬
里
に
師
事
数
年
と
記
す
。
綱
章
の

傳
は
未
詳
。『
敷
田
年
治
翁
傳
』
に
よ
る
と
江
戸
で
幕
臣
蜂
屋
光

世
に
仕
へ
た
と
言
ふ
。
光
世
の
周
囲
に
は
和
學
講
談
所
に
関
る
人

が
ゐ
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
間
柄
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で

年
治
の
集
『
百
園
雑
纂
』
に
は
篤
胤
を
讚
へ
る
長
歌
が
あ
る
。
或

は
鈴
木
重
胤
の
暗
殺
に
よ
る
何
か
が
影
を
落
と
し
て
ゐ
た
か
も
し

れ
な
い
。

（
（7
）　

以
下
引
用
は
架
蔵
本
。

（
東
京
都
立
足
立
高
等
学
校
教
諭
）




