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一
、
は
じ
め
に

 　

い
わ
ゆ
る
浦
島
子
伝
に
つ
い
て
、
現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
中
で
最
も

詳
し
い
記
事
を
載
せ
る
の
は
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
で
あ
る
（
以
下
、
こ
の

記
事
を
「
風
土
記
の
浦
島
子
伝
」
と
呼
ぶ
）。『
丹
後
国
風
土
記
』
は
散
逸
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、『
釋
日
本
紀
』
に
記
事
を
載
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
伝
わ
る
。

　

風
土
記
の
浦
島
子
伝
に
は
物
語
の
本
旨
に
入
る
前
提
と
し
て
、
本
物
語
は
伊

預
部
馬
養
の
記
録
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
明
記
す
る
文
章
が
置
か
れ
て
い
る

（
以
下
こ
の
部
分
を
「
冒
頭
」、
続
く
部
分
を
「
本
旨
」
と
す
る
）。
冒
頭
を
示

せ
ば
次
の
通
り
。（注
一
）

（
丹
後
国
風
土
記
曰
）
与
謝
郡
。
日
置
里
。
此
里
有
筒
川
村
。
此
人
夫

部
首
等
先
祖
、
名
云
筒
川
嶼
子
。
為
人
、
姿
容
秀
美
風
流
無
類
。
斯
、

所
謂
水
江
浦
嶼
子
者
也
。
是
、旧
宰
伊
預
部
馬
養
連
、所
記
無
相
乖
。
故
、

略
陳
所
由
之
旨
。

（
丹
後
の
国
の
風
土
記
に
曰
ふ
）
与
謝
の
郡
。
日
置
の
里
。
こ
の
里
に

筒
川
の
村
あ
り
。
こ
こ
の
人
夫
、

部
の
首
ら
が
先
つ
祖
、
名
を
、
筒

川
の
嶼
子
と
云
ふ
ひ
と
あ
り
。
為
人
、
姿
容
秀
美
れ
風
流
な
る
こ
と
類

な
し
。
こ
れ
、謂
ゆ
る
水
江
の
浦
の
嶼
子
と
い
ふ
者
な
り
。
こ
は
、旧
宰
、

伊
預
部
の
馬
養
の
連む
ら
じの
記
せ
る
に
相
乖
く
こ
と
な
し
。
故
、
所
由
の
旨

を
略
陳
べ
む
と
す
。
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冒
頭
に
は
浦
島
子（
注
二
）
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
記
し
た
部
分
に
続

い
て
「
こ
は
、
旧
宰
、
伊
預
部
の
馬
養
の
連
の
記
せ
る
に
相
乖
く
こ
と
な
し
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
相
乖
く
こ
と
な
し
」
の
「
乖
」
は
『
説
文
解
字
注
』
に
「
皆

取
分
背
之
意
」
と
あ
る
よ
う
に
「
背
」（
そ
む
く
）
意
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

「
伊
預
部
馬
養
が
こ
の
伝
説
を
記
録
し
て
い
た
の
で
、
風
土
記
は
そ
れ
に
も
と

づ
い
て
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
」（
水
野
裕
『
古
代
社
会
と
浦
島
伝
説
』
上
）（
注
三
）、

「
相
乖
く
こ
と
な
し
と
い
う
の
を
、
文
字
通
り
う
け
と
る
必
要
は
な
い
」（
重
松

明
久
『
浦
島
子
伝
』）（注
四
）
と
そ
の
解
釈
は
分
か
れ
る
。
風
土
記
の
浦
島
子
伝
は

馬
養
の
記
録
（
以
下
、
馬
養
の
浦
島
子
伝
）
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
動

か
な
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
乖
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
り
記

録
の
程
度
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

本
稿
は
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
冒
頭
に
使
わ
れ
て
い
る
「
乖
」
と
い
う
字
の

使
わ
れ
方
に
注
目
し
、
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
丹
後
国
風
土
記
』
の
浦
島

子
伝
の
記
録
者
が
馬
養
の
浦
島
子
伝
を
ど
の
よ
う
に
文
章
に
活
か
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

　
　
二
、「
乖
」
の
解
釈

 　

先
掲
水
野
氏
や
重
松
氏
の
言
及
は
あ
る
が
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
が
ど
の
程

度
馬
養
の
記
録
し
た
浦
島
子
伝
に
拠
っ
て
記
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、そ
の
表
現
を
分
析
し
て
深
く
研
究
し
た
も
の
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
以
下
、

こ
の
問
題
を
作
品
の
冒
頭
を
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た

い
と
思
う
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
冒
頭
の
構
造
を
捉
え
よ
う
。
冒
頭
は

大
き
く
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
、
浦
島
子
伝
の
記
事
が
『
丹
後
国
風
土
記
』
に
載
る
こ
と
を
記
し
た

部
分
。

「
丹
後
国
風
土
記
曰
」

②
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
主
人
公
の
浦
島
子
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
。

「
与
謝
郡
日
置
里
此
里
有
筒
川
村
…
…
」

③
、
②
の
浦
島
子
に
つ
い
て
記
す
こ
の
物
語
が
伊
預
部
馬
養
の
記
録
に

た
が
う
も
の
で
は
な
い
と
記
し
た
部
分
。

「
是
旧
宰
伊
預
部
馬
養
連
所
記
無
相
乖
」

④
、
③
を
う
け
て
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
本
旨
へ
の
つ
な
ぎ
と
な
る
部

分
。

「
故
略
陳
所
由
之
旨
」

　

風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
冒
頭
を
理
解
す
る
た
め
に
は
各
部
分
が
ど
の
よ
う
に

関
係
し
て
、
本
旨
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

右
に
示
し
た
よ
う
に
浦
島
子
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
記
し
た
②
を

う
け
て
『
丹
後
国
風
土
記
』
の
筆
者
は
③
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
い
る
。

 

こ
は
、
旧
宰
、
伊
預
部
の
馬
養
の
連
の
記
せ
る
に
相
乖
く
こ
と
な
し
。

 　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
相
乖
く
こ
と
な
し
」
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部

分
を
め
ぐ
っ
て
は
前
述
の
よ
う
に
対
立
す
る
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
こ
れ
ら
の
説
は
「
乖
」
の
字
の
用
法
を
詳
し
く
調
査
し
て
「
相
乖
く
こ
と
な

し
」
の
表
現
の
重
要
性
を
捉
え
た
も
の
で
は
な
い
。

　
「
乖
」
の
字
は
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
と
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
諸
注
の

中
で
唯
一
「
乖
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
の
は
、
上
代
文
献
を
読
む
会
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編
『
風
土
記
逸
文
注
釈
』（
当
該
記
事
担
当
植
垣
節
也
氏
）
で
あ
る
。
そ
の
中

で
植
垣
氏
は『
広
雅
』釈
詁
二
に「
背
也
。」、『
万
象
名
義
』に「
古
壊
反
。
異
也
。

暌
也
。
雖
也
。
戻
也
。
背
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
「
乖
」
の
意
を
「
そ
む
く
」

と
し
た
。
加
え
て
植
垣
氏
は『
欽
明
紀
』即
位
前
の「
我
当
乖
汝
従
他
。」の「
乖
」

に
寛
文
板
本
が
付
し
て
い
る
訓
と
万
葉
集
巻
五
・
七
九
四
番
歌
に
「
語
ら
ひ
し

心
曽
牟
企
て
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
、「
そ
む
く
」
と
訓
を
付
し
て
い
る
。

『
説
文
解
字
』
に
も
「
乖
背
也
」
と
あ
り
、「
乖
」
は
和
語
「
そ
む
く
」
に
対
応

す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　

上
代
文
献
に
お
い
て
和
語
「
そ
む
く
」
に
は
い
く
つ
か
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ

る
。
最
も
よ
く
使
用
さ
れ
る
の
は
「
背
」
で
あ
り
「
乖
」
が
次
に
続
く
。「
乖
」

が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
他
の
字
と
の
違
い
は
あ
る
の
か
検
討
し
た
い
。

　

風
土
記
の
浦
島
子
伝
に
お
い
て
「
乖
」
の
用
例
は
当
該
例
を
含
め
て
二
例
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
島
子
が
亀
姫
と
の
約
束
を
破
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

 

嶼
子
、
即
ち
期
要
に
乖
き
違
ひ
、
か
へ
り
て
ま
た
会
う
こ
と
の
難
き
を

知
り
ぬ
。
首
を
廻
ら
し
て
踟
蹰
み
涙
に
咽
ひ
て
徘
徊
し
き
。（注
五
）

 　

島
子
は
亀
姫
と
の
約
束
（
期
）
に
そ
む
き
玉
櫛
笥
を
開
け
て
し
ま
い
、
芳
蘭

の
体
が
空
へ
と
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
島
子
が
亀
姫
と
の
約
束
を
破
っ

た
た
め
に
お
き
た
こ
と
で
あ
り
、
島
子
は
亀
姫
と
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
右
の
よ
う
に
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
重
要
な
場
面

で
「
乖
」
は
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
子
は
強
い
禁
忌
（
タ
ブ
ー
）
に

「
乖そ
む
」
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

風
土
記
の
浦
島
子
伝
に
使
用
さ
れ
る
「
乖
」
は
如
上
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
調
査
の
対
象
作
品
を
拡
げ
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
状
況
で
「
乖
」
と

い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

　

上
代
文
献
に
お
い
て
「
そ
む
く
」
の
意
で
「
乖
」
と
い
う
漢
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
例
は
『
日
本
書
紀
』
六
例
、『
万
葉
集
』
一
例
で
あ
る
。
は
じ
め
に
用

例
が
多
く
成
立
年
代
の
早
い
『
日
本
書
紀
』
を
取
り
上
げ
る
。『
日
本
書
紀
』

の
全
用
例
を
示
せ
ば
次
の
通
り
。（注
六
）

 

Ａ
、
然
る
を
其
の
王
、
立
操
厝
懐
、
本
よ
り
仁
義
に
乖
き
、
遂
に
以
ち
て

諒
闇
の
際
に
、
威
福
自
由
な
り
。
禍
心
を
苞
蔵
み
て
、
二
弟
を
害
は

む
こ
と
を
図
る
。（
巻
第
四 

綏
靖
天
皇
紀
即
位
前
）

 

Ｂ
、
今
し
太
子
と
仲
皇
子
と
は
、
並
に
兄
な
り
。
誰
に
か
従
ひ
、
誰
に
か

乖
か
む
。
然
れ
ど
も
、
道
無
き
を
亡
し
、
道
有
る
に
就
か
ば
、
其
れ
、

誰
か
我
を
疑
は
む
（
巻
第
十
二 

履
中
天
皇
紀
即
位
前
）

 

Ｃ
、
時
に
太
子
、
群
臣
従
は
ず
、
百
姓
乖
き
違
へ
る
こ
と
を
知
ろ
し
め
し

て
、
乃
ち
出
で
て
、
物
部
大
前
宿
禰
が
家
に
匿
れ
た
ま
ふ
。（
巻
第

十
三 

安
康
天
皇
紀
即
位
前
）

 

Ｄ
、
男
大
迹
天
皇
の
曰
は
く
、「
大
臣
・
大
連
・
将
・
相
・
諸
臣
、
咸
寡

人
を
推
す
。
寡
人
敢
へ
て
乖
か
じ
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
璽
符
を
受

け
た
ま
ふ
。（
巻
第
十
七 

継
体
天
皇
紀
元
年
二
月
）

 
Ｅ
、
為
歌
可
君
百
済
本
記
に
云
は
く
「
為
歌
岐
弥
、
名
は
有
非
岐
」
と
い

ふ
。
専
ら
其
の
言
を
信
け
て
、
国
難
を
憂
へ
ず
、
吾
が
心
に
乖
背
き
、

暴
虐
を
縦
肆
に
す
。
是
に
由
り
て
逐
は
る
。（
巻
第
十
九 

欽
明
天
皇
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紀
五
年
二
月
）

 
Ｆ
、
新
羅
、
元
来
奏
し
て
云
さ
く
、『
我
が
国
は
、
日
本
の
遠
つ
皇
祖
の

代
よ
り
、
舳
を
並
べ
檝
を
干
さ
ず
奉
仕
れ
る
国
な
り
』
と
ま
を
す
。

而
る
を
今
し
一
艘
の
み
な
る
こ
と
、
亦
故
典
に
乖
け
り
。（注
六
）
又
奏

し
て
云
さ
く
、『
日
本
の
遠
つ
皇
祖
の
代
よ
り
、
静
白
き
心
を
以
ち

て
仕
奉
れ
り
』
と
ま
を
す
。
而
る
を
竭
忠
し
本
職
を
宣
揚
す
る
こ
と

を
惟
は
ず
。（
巻
第
二
十 

持
統
天
皇
紀
三
年
五
月
）

 　

Ａ
の
例
は
綏
靖
天
皇
の
異
腹
の
兄
で
あ
る
手
研
耳
命
の
人
格
に
つ
い
て
説
明

し
た
部
分
に
お
け
る
例
で
あ
る
。
注
目
す
る
べ
き
は
、
王
が
「
乖
」
い
て
い
る

も
の
が
仁
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仁
は
慈
愛
の
心
、
義
は
物
事
の
道

理
を
あ
ら
わ
す
。す
な
わ
ち
仁
義
と
は
人
の
持
つ
徳
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

父
で
あ
る
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
（
神
武
天
皇
）
の
崩
御
に
際
し
、
好
き
勝
手
な

ふ
る
ま
い
を
し
た
上
に
弟
た
ち
の
暗
殺
を
企
て
た
手
研
耳
命
は
ま
さ
に
仁
義
に

「
そ
む
く
」
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
若
く
し
て
雄
々
し
く
立
派

で
、
武
芸
に
優
れ
た
（
少
く
し
て
雄
抜
之
気
有
し
ま
す
。
壮
に
及
り
て
容
貌
魁

偉
、
武
芸
人
に
過
ぎ
て
、
志
尚
沈
毅
に
ま
し
ま
す
）
綏
靖
を
天
皇
に
ふ
さ
わ
し

い
人
物
と
し
て
対
象
化
す
る
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

Ｂ
は
仲
皇
子
暗
殺
の
命
を
太
王
か
ら
受
け
た
瑞
歯
別
皇
子
が
ど
ち
ら
の
兄
に

つ
け
ば
良
い
の
か
迷
う
場
面
で
あ
る
。
瑞
歯
別
皇
子
は
つ
づ
く
言
葉
で
「
道
無

き
を
亡
し
、
道
有
る
に
就
か
ば
、
其
れ
、
誰
が
我
を
疑
は
む
」
と
述
べ
る
。
瑞

歯
別
皇
子
は
自
ら
の
行
動
を
決
断
す
る
に
あ
た
り
「
道
（
道
理
）」
を
問
題
と

し
て
い
る
。
当
該
部
に
先
立
ち
仲
皇
子
に
「
道
が
無
」
い
こ
と
を
自
身
の
口
で

語
る
こ
と
は
（
瑞
歯
別
皇
子
、
太
子
に
啓
し
て
曰
し
た
ま
は
く
、「
大
人
、
何

ぞ
憂
へ
ま
す
こ
と
甚
し
き
。
今
し
仲
皇
子
、
道
無
く
し
て
、
群
臣
と
百
姓
、
共

に
悪
み
恨
む
。
…
…
）、「
道
」
の
あ
る
方
に
つ
く
と
い
う
瑞
歯
別
皇
子
の
決
断

に
つ
な
が
る
表
現
で
あ
る
。

　

Ｃ
は
木
梨
軽
皇
子
を
穴
穂
天
皇
が
倒
す
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
百
姓
が「
乖
」

い
て
い
る
の
は
、「
暴
虐
を
行
い
、
婦
女
に
淫
け
て
道
を
外
れ
た
」（注
七
）
太
子
、

つ
ま
り
木
梨
軽
皇
子
に
で
あ
る
。
当
該
例
は
「
乖
違
」
と
二
字
続
け
て
使
用
し

て
い
る
例
で
あ
る
。『
新
編
全
集
』で
は「
乖そ
む

き
違た

が
へ
り
」と
訓
読
を
し
て
い
る
。

風
土
記
の
浦
島
子
伝
に
も
同
様
の
使
用
と
訓
読
が
認
め
ら
れ
る
。

　

Ｄ
は
男
大
迹
天
皇
が
諸
臣
に
請
わ
れ
即
位
を
決
意
す
る
場
面
で
あ
る
。
男
大

迹
は
禰み

符
、
す
な
わ
ち
天
子
の
鏡
・
剣
を
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
り
、

「
賢
者
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（「
願
請
は
く
は
、
慮
を
廻
し
て
賢
者
を
択
ば
む

こ
と
を
。
塞
人
は
敢
へ
て
当
ら
じ
」）。「
賢
者
」
は
「
徳
行
あ
る
者
」（『
大
漢

和
辞
典
』）
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、「
賢
者
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
に

よ
り
即
位
す
る
べ
き
人
物
と
し
て
男
大
迹
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
場
面
、

そ
む
く
か
否
か
問
題
と
さ
れ
る
の
は
臣
下
の
国
へ
の
想
い
で
あ
る
（
臣
等
、
宗

廟
社
稷
の
為
に
計
る
こ
と
、
敢
へ
て
忽
に
せ
ず
。
幸
に
衆
の
願
に
藉
り
て
、
乞

は
く
は
、
聴
納
る
る
こ
と
を
垂
れ
た
ま
へ
）。

　

Ｅ
は
河
内
直
の
暴
虐
が
百
済
王
の
心
に
「
乖
背
」
く
も
の
で
あ
る
と
記
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
つ
づ
く
言
葉
で
河
内
直
の
行
為
（
暴
虐
）
が
「
不
善
」
と
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
善
に
そ
む
い
た
行
為
は
国
を
損
な
う
も

の
と
さ
れ
、河
内
直
を
戒
め
る
欽
明
天
皇
の
紹
（
詔
）
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

ま
た
、「
乖
背
」
と
漢
字
二
字
を
つ
づ
け
て
使
用
し
た
例
は
風
土
記
の
浦
島
子

伝
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
上
述
し
た
と
お
り
。

　

Ｆ
は
新
羅
に
対
し
て
日
本
の
天
皇
（
持
統
）
へ
の
忠
誠
を
求
め
る
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
新
羅
の
朝
貢
の
態
度
が
故
典
に
「
乖
」
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
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が
指
摘
さ
れ
る
。
故
典
と
は
古
来
の
法
の
こ
と
で
あ
り
、
法
は
そ
の
性
質
上
、

禁
忌
性
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
記
事
に
伊
予
部
馬
養
の
名
前
が

登
場
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
乖
」
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、「
そ
む
い
」
て
い
る

と
記
さ
れ
る
そ
の
行
為
は
「
道
理
」
に
沿
っ
て
い
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
は『
日
本
書
紀
』に
お
け
る「
乖
」の
用
例
す
べ
て
に
一
貫
し
て
い
る
。「
道
理
」

と
は
王
が
政
を
行
う
た
め
の
「
天
命
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、天
命
に
「
乖
」

く
こ
と
は
強
い
禁
忌
を
破
る
こ
と
で
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
乖
」

く
が
頻
出
す
る
こ
と
は
、
天
命
と
の
関
係
の
中
で
王
権
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

正
史
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』
の
性
質
を
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

つ
づ
い
て
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
乖
」
の
使
用
を
見
て
み
よ
う
。『
万
葉
集
』

に
お
い
て
「
乖
」
は
一
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。（注
八
）

 

心
に
は 

緩ゆ
る

ふ
こ
と
な
く 

須
加
の
山 

す
か
な
く
の
み
や 

恋
ひ
渡
り
な
む

（
巻
十
七
・
四
〇
一
五
）

 

右
、
射
水
郡
の
旧
江
村
に
し
て
蒼
鷹
を
取
獲
る
。
形
容
美
麗
し
く
し

て
雉
を
鷙
る
こ
と
群
に
秀
れ
た
り
。
こ
こ
に
、養
吏
山
田
史
君
麻
呂
、

調
試
節
を
失
ひ
、
野
猟
候
を
乖
く
。
搏
風
の
翹
は
、
高
く
翔
り
て
雲

に
匿
り
、
腐
鼠
の
餌
も
、
呼
び
留
む
る
に
験
靡な

し
。
こ
こ
に
、
羅
網

を
張
り
設
け
て
、
非
常
を
窺
ひ
、
神
祇
に
幣
奉
り
て
、
不
虞
を
恃
む
。

こ
こ
に
夢
の
裏
に
娘
子
あ
り
。
喩を
し
へ
て
曰
く
、「
使
君
、
勿
、
苦
念

を
作
し
て
、
空
し
く
精
神
を
費
や
す
こ
と
。
放
逸
せ
る
彼
の
鷹
は
獲

り
得
む
こ
と
、幾
だ
も
あ
ら
じ
」
と
い
ふ
。
須
臾
に
し
て
覚
き
寤
め
、

懐
に
悦
あ
り
。
因
り
て
恨
み
を
却す

つ
る
歌
を
作
り
、
式
て
感
信
を
旌

あ
ら
は

す
。
守
大
伴
宿
禰
家
持
。
九
月
二
十
六
日
に
作
る
。

 

当
該
例
は
鷹
狩
の
慣
習
に
山
田
史
君
麻
呂
が
「
乖
」
い
た
こ
と
に
よ
り
、
優
れ

た
鷹
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
部
分
の
例
で
あ

る
。
鷹
の
成
長
段
階
に
お
い
て
適
切
な
訓
練
を
施
す
こ
と
は
鷹
狩
の
重
要
な
仕

事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
な
に
よ
り
鷹
猟
の
時
候
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
そ
む
く
こ
と
は
強
い
禁
忌
性
に
そ
む
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
乖
」
に
付
さ
れ
た
「
相あ
ひ

」
の
字
に
つ
い
て
言
い
添
え
る
。「
相
」
の
字
が
動

詞
に
付
く
時
に
「
互
い
に
」
の
意
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。
こ
の
用
法
は
風
土
記

の
浦
島
伝
説
に
も
散
見
さ
れ
る（
注
九
）。
し
か
し
、
当
該
例
の
場
合
、
問
題
と
さ

れ
て
い
る
の
は
丹
後
国
風
土
記
の
記
事
が
伊
預
部
馬
養
の
記
録
に
乖
い
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
互
い
に
」
乖
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
は
、「
相
」

の
も
う
一
つ
の
用
法
で
あ
る
下
の
動
詞
の
意
を
強
め
る
強
調
用
法
と
考
え
ら
れ

る
。
参
考
に
な
る
用
例
が
万
葉
集
に
載
る
。
歌
の
中
の
例
と
散
文
に
お
け
る
例

の
二
つ
ほ
ど
示
そ
う
。

 

春
さ
ら
ば 

逢
は
む
と
思(

も)

ひ
し 

梅
の
花 

今
日
の
遊
び
に 

相
見
つ
る

か
も

（
巻
五
・
八
三
五
）

 

古
老
相
伝
へ
て
曰
く
、

（
巻
五
・
八
一
三
～
八
一
四
の
前
文
）

 

い
ず
れ
も
「
相
」
は
下
の
動
詞
を
強
調
す
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
。
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三
、
結
び

 

以
上
、
風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
一
文
「
是
れ
、
旧
の
宰
、
伊

預
部
馬
養
の
連む
ら
じが
記
す
に
相
乖
く
こ
と
な
し
。」
に
つ
い
て
そ
の
表
わ
す
と
こ

ろ
を
、上
代
文
献
に
記
さ
れ
た
「
乖
」
の
用
例
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。「
乖
」

は
強
い
禁
忌
性
を
持
つ
事
柄
に
「
そ
む
く
」
行
為
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
「
乖
」
に
強
調
の
接
頭
語
「
相
」
を
付
し
て
風
土
記
の
浦
島
子
伝
が
馬
養

が
記
し
た
浦
島
子
伝
に
そ
む
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
風
土
記
の
浦
島
子
伝
は
馬
養
の
記
し
た
浦
島
子
伝
を
ほ
ぼ
踏

襲
す
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
掲
二
説
の
う
ち
で

は
、
水
野
氏
の
説
の
方
が
実
態
に
近
い
と
言
え
る
。
け
れ
ど
も
、
馬
養
の
記
録

を
「
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
」
と
す
る
こ
と
に
は
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
当
該
一
文
の
直
下
に
「
故
、
所
由
の
旨
を
略
陳
べ
む
と
す
。」

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
馬
養
の
浦
島
子
伝
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
の
で
は
な

く
、
略
し
た
り
し
て
手
を
加
え
た
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
歌
の
部
分
は
旧
古
典
大
系
本
の
頭
注
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
後

に
追
加
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
本
文
の
文
章
は
、
馬
養
の
記
し
た
浦
島
子
伝

を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

 

こ
の
結
論
は
本
文
の
表
現
研
究
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
、
次
の
論
文
に
記
す
。

　
　
注

 （
注
一
） 

風
土
記
の
浦
島
子
伝
の
原
文
及
び
訓
読
文
は
、
植
垣
節
也
ほ
か
校
注

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

風
土
記
』（
小
学
館
・
１
９
９
７
）
に
よ

り
、
一
部
私
に
改
め
た
。

（
注
二
）
以
下
、
浦
島
子
を
「
島
子
」
と
記
す
。

（
注
三
）
水
野
裕
『
古
代
社
会
と
浦
島
伝
説
』
上
（
雄
山
閣
出
版
・
１
９
７
５
）

六
四
頁

（
注
四
）
重
松
明
久
『
浦
島
子
伝
』（
現
代
思
想
新
社
・
２
０
０
６
）
十
六
頁

（
注
五
）「
乖
違
」
に
つ
い
て
「
乖そ
む
き
違た
が
ひ
」、「
乖そ

違む

き
」、「
乖た

違が

ひ
」
の
三
通

り
の
訓
読
が
想
定
さ
れ
る
。
諸
注
多
く
、
下
の
文
字
の
「
違
」
に
重

心
を
置
い
て
「
乖た

違が

ひ
」
の
訓
を
採
る
け
れ
ど
も
、
一
字
一
字
を
訓

み
「
乖そ
む

き
違た

が
ひ
」、
あ
る
い
は
「
乖
」
の
字
の
方
に
重
心
を
置
い
て
、

「
乖そ

違む

き
」
と
訓
む
の
が
良
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
い
ず
れ
の
訓
読
も
意

味
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

（
注
六
）『
日
本
書
紀
』
の
訓
読
文
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集 

日
本
書
紀
』（
小
学
館
・
１
９
９
４
～
８
）
に
よ
る
。
な

お
『
新
編
全
集
』
に
お
い
て
「
乖
」
は
Ｆ
の
例
を
除
く
例
が
「
そ
む
く
」

と
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
の
例
は
「
乖
へ
り
」
と
あ
り
「
た
が
へ
り
」

と
訓
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
も
「
乖
き
」
と
訓
む
べ
き
で
、

訓
を
改
め
る
。

（
注
七
）『
新
編
全
集
』
百
三
十
頁
頭
注
。

（
注
八
）『
万
葉
集
』
の
訓
読
文
は
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集 
万
葉
集
』（
小
学
館
・
１
９
９
４
～
１
９
９
６
）
に
よ
る
。
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（
注
九
）「
互
い
に
」
の
意
の
「
相
」
の
用
例
を
す
べ
て
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
。

・
請
は
く
は
君
な
疑
ひ
そ
。
相
談
の
愛
を
垂
へ
」
と
い
ふ
。

・
即
ち
七
豎
子
来
り
相
語
り
て
曰
は
く
「
こ
は
亀
比
売
の
夫
そ
」
と

い
ふ
。

・
ま
た
八
豎
子
来
り
相
語
り
て
曰
は
く
「
こ
は
亀
比
売
の
夫
そ
」
と

い
ふ
。

・
女
娘
の
父
母
共
相
に
迎
へ
、
揖
み
て
坐
に
ま
し
き
。

・
即
ち
相
携
は
り
徘
徊
り
、
相
談
ら
ひ
慟
哀
し
み
き
。

・
即
ち
相
分
か
れ
て
船
に
乗
り
、
仍
ち
眠
目
ら
し
め
、
忽
に
も
と
つ

土
の
の
筒
川
の
郷
に
到
り
ぬ
。

付
記　

本
稿
を
成
す
に
際
し
て
、
鈴
木
武
晴
教
授
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

受
領
日
：
二
〇
一
七
年
十
月
二
十
七
日

改
訂
日
：
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
九
日

受
理
日
：
二
〇
一
七
年
十
二
月
六
日
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