
記
紀
神
話
の
死
生
観
と
自
然
観

(

一)

は
じ
め
に

問
題
の
所
在

記
紀
神
話
の
中
に
、
日
本
人
の
原
初
的
な
死
生
観
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う

(

１)

。

仏
教
受
容
以
前
の
日
本
人
は
生
き
る
こ
と
を
素
直
に
楽
し
む
、
楽
天
的
・
現
世

享
受
的
な
傾
向
の
強
い
民
族
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
万
葉
集
に
残
る
数
々
の

歌
が
そ
の
証
し
だ
と
。
そ
し
て
仏
教
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
は
生

の
否
定
的
側
面
に
も
気
付
き
、
以
後
、
あ
る
と
き
は
生
の
肯
定
面
が
強
く
意
識
さ

れ
、
ま
た
あ
る
と
き
は
生
の
否
定
面
が
強
く
意
識
さ
れ
、
と
、
相
反
す
る
二
つ
の

傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
初
め
、
現

在
に
つ
な
が
る

｢

日
本
的｣

な
る
も
の
が
作
ら
れ
始
ま
る
時
代
、
元
禄
の
文
化
に

お
い
て
中
世
の

｢

憂
き
世｣

は

｢

浮
き
世｣

に
変
わ
り
、
こ
の
世
の
生
を
謳
歌
す

る
近
世
の
文
化
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
一
面
で
は
正
し
い
が
、
し
か
し
、
元
禄
時
代
は
、
こ
の
世
で
の
生
の
否

定
で
あ
る

｢

心
中｣

の
流
行
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
元
禄
文
学
の
も
う
一
人
の

代
表
で
あ
る
松
尾
芭
蕉
の

｢

侘
び｣

や

｢

寂
び｣

も
ま
た
単
純
な
生
の
謳
歌
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
も
、
日
本
人
の
自
殺
率
の
高
さ
は
周
知
の

事
柄
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
こ
れ
ほ
ど
に
享
楽
的
な
民
族
も
少
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
象
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
生
き
る
こ
と
へ
の
肯
定
と
否
定
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
よ

り
本
質
的
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
の
傾
向
が

優
越
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
日
本
人
は
そ
の
原
初
か
ら
生
に
対
す
る
相
反

す
る
二
つ
の
傾
向
を
持
ち
続
け
て
き
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

そ
し
て
、
二
つ
の
傾
向
の
時
代
ご
と
の
あ
り
か
た
を
厳
密
に
と
ら
え
る
こ
と
も

意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
生
き
る
こ
と
の
肯
定
と
否
定
と
の

相
反
す
る
側
面
が
同
時
に
並
存
し
て
い
る
の
は
何
故
か
、
そ
れ
は
何
に
由
来
す
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
記
紀
神
話
と
そ
の
周
辺
史
料
を
見
て
行
き
、

仏
教
以
前
の
日
本
人
の
原
初
的
な
死
生
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

そ
う
い
っ
た
死
生
観
は
原
初
の
自
然
観
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
い

(

２)

。

一

『

旧
約
聖
書』

｢

創
世
記｣

の
生
と
死
の
起
源

記
紀
神
話
の
中
に
生
の
起
源
、
言
い
換
え
れ
ば
人
間
の
起
源
は
ど
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
か
。

意
外
と
言
え
ば
意
外
で
あ
る
が
、
記
紀
神
話
の
中
に
死
の
起
源
は
語
ら
れ
る
が
、

生
の
起
源
は
語
ら
れ
な
い
。
実
は
こ
の
こ
と
自
体
が
日
本
人
の
死
生
観
の
特
徴
に

深
く
か
か
わ
る
の
で
あ
る
が
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
比
較
の
基
準
と
し
て

『

旧
約

聖
書』

の

｢
創
世
記｣

を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

1

黒＊

崎

輝

人

二
〇
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〇
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川
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授

日
本
思
想
史



死
生
観
の

｢

日
本
的｣

な
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
比
較
対
象
に

『

旧
約

聖
書』

を
選
ぶ
こ
と
は
、｢

日
本
的｣

な
る
も
の
が
西
洋
近
代
と
の
対
照
の
中
で

意
識
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
考
え
れ
ば
現
在
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

あ
る
い
は
日
本
神
話
以
上
に
知
ら
れ
た
物
語
と
も
言
え
る
が
、
原
文
を
引
用
す
る
。

�

｢

創
世
記｣

1
・
26
―
27

神
は
言
わ
れ
た
。

｢

我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、
空

の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
。｣

神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。

神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
。

男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。

�

｢

創
世
記｣

2
・
16
―
22

主
な
る
神
は
、
土

(

ア
ダ
マ)

の
塵
で
人

(

ア
ダ
ム)
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻

に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
。
主
な

る
神
は
、
東
の
方
の
エ
デ
ン
に
園
を
設
け
、
自
ら
形
づ
く
っ
た
人
を
そ
こ
に
置

か
れ
た
。

(

中
略)

主
な
る
神
は
人
に
命
じ
て
言
わ
れ
た
。

｢

園
の
す
べ
て
の
木
か
ら
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
た
だ
し
、
善
悪
の
知
識
の
木

か
ら
は
、
決
し
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
食
べ
る
と
必
ず
死
ん
で
し
ま
う
。｣

主
な
る
神
は
言
わ
れ
た
。

｢

ひ
と
が
独
り
で
い
る
の
は
良
く
な
い
。
彼
に
合
う
助
け
る
者
を
造
ろ
う
。｣

(

中
略)

主
な
る
神
は
そ
こ
で
、
人
を
深
い
眠
り
に
落
と
さ
れ
た
。
人
が
眠
り
込
む
と
、

あ
ば
ら
骨
の
一
部
を
抜
き
取
り
、
そ
の
跡
を
肉
で
ふ
さ
が
れ
た
。
そ
し
て
、
人

か
ら
抜
き
取
っ
た
あ
ば
ら
骨
で
女
を
造
り
上
げ
ら
れ
た
。

�
と
�
と
微
妙
に
内
容
が
異
な
り
、
そ
れ
は

『

旧
約
聖
書』

の
成
立
に
か
か
わ

る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
神
が
人
を
作
っ
た
と
明
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。

そ
し
て
、｢

創
世
記｣

で
は
、
神
に
よ
る
人
間
の
創
造
と
対
応
し
て
、
人
間
の

死
も
ま
た
神
の
意
思
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

�

｢

創
世
記｣

3
・
15
―
23

神
は
女
に
向
か
っ
て
言
わ
れ
た
。

｢

お
前
の
は
ら
み
の
苦
し
み
は
大
き
な
も
の
に
す
る
。

お
前
は
苦
し
ん
で
子
を
産
む
。(

略)｣

神
は
ア
ダ
ム
に
向
か
っ
て
云
わ
れ
た
。

｢(

略)

お
前
の
ゆ
え
に
、
土
は
呪
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

お
前
は
、
生
涯
食
べ
物
を
得
よ
う
と
苦
し
む
。

(

略)

お
前
は
顔
に
汗
を
流
し
て
パ
ン
を
得
る
。

土
に
返
る
と
き
ま
で
。

お
前
が
そ
こ
か
ら
取
ら
れ
た
土
に
。

塵
に
す
ぎ
な
い
お
前
は
塵
に
返
る
。｣

(

中
略)

主
な
る
神
は
言
わ
れ
た
。

｢

人
は
我
々
の
一
人
の
よ
う
に
、
善
悪
を
知
る
者
と
な
っ
た
。
今
は
、
手
を
伸

ば
し
て
命
の
木
か
ら
も
取
っ
て
食
べ
、
永
遠
に
生
き
る
者
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
。｣

主
な
る
神
は
、
彼
を
エ
デ
ン
の
園
か
ら
追
い
出
し
、
彼
に
、
自
分
が
そ
こ
か
ら

取
ら
れ
た
土
を
耕
さ
せ
る
こ
と
に
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
ア
ダ
ム
を
追
放
し
、
命
の
木
に
至
る
道
を
守
る
た
め
に
、
エ
デ
ン
の

園
の
東
に
ケ
ル
ビ
ン
と
、
き
ら
め
く
剣
の
炎
を
置
か
れ
た
。

記紀神話の死生観と自然観 (一) 2



生
の
起
源
の
明
快
さ
と
比
べ
て
死
の
起
源
に
つ
い
て
は
、｢

創
世
記｣

は
文
章

の
表
面
上
に
は
曖
昧
さ
が
残
る
。
�
で
は
、｢

食
べ
る
と
必
ず
死
ん
で
し
ま
う｣

と
さ
れ
た
の
に
、
食
べ
た
後
の
物
語
で
あ
る
�
で
は
、
す
ぐ
に
は
死
な
ず
、
ま
た

｢

命
の
木｣

の
実
を
食
べ
れ
ば

｢

永
遠
に
生
き
る
者
と
な
る｣

と
さ
れ
る
。
し
か

し
、｢

創
世
記｣

の
後
段
に
よ
れ
ば
ア
ダ
ム
は
九
三
〇
歳
の
寿
命
の
後
に
死
ぬ
か

ら
、
ア
ダ
ム
の
、
つ
ま
り
人
間
の
死
は
、
�
の

｢

土
に
返
る｣

と
い
う
神
の
言
葉

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
学
的
な
議
論
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
死
も
ま
た
神
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
人
の
死
の
起
源
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

二

『

日
本
書
紀』

｢

四
神
出
生
章｣
一
書
第
六

こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
と
、
そ
の
後
の
イ
ザ
ナ

キ
の
黄
泉
国
訪
問
譚
で
あ
る
。

火
の
神
、
軻
遇
突
智

(

か
ぐ
つ
ち)

が
生
ま
る
る
に
至
り
て
、
そ
の
母

(

い
ろ

は)

伊
奘
冉
尊

(

い
ざ
な
み
の
み
こ
と)

、
焦

(

や)

か
れ
て
化
去

(
か
む
さ)

り
ま
し
ぬ
。

火
神
カ
グ
ツ
チ
を
生
む
こ
と
で
イ
ザ
ナ
ミ
は
身
体
を
焼
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
。

『

旧
約
聖
書』

の
神
が
、
こ
の
世
界
の
外
側
に
存
在
す
る
、
永
遠
の
、
不
死
の

存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
紀
神
話
の
神
は

｢

死｣

ぬ
。
神
も
ま
た
限
り
あ
る

存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
自
体
は
周
知
に
属
す
る
が
、
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、｢

死｣

の
具
体
的
内
容
が
現
代
と
は
相
当
に
異
な
る
こ
と
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
物
語

を
追
っ
て
行
き
た
い
。

然

(

し
か
う)

し
て
後

(

の
ち)

に
、
伊
奘
諾
尊
、
伊
奘
冉
尊
を
追
ひ
て
、
黄

泉

(

よ
も
つ
く
に)

に
入
り
て
、
及

(

し)

き
て
と
も
に
語
る
。

時
に
伊
奘
冉
尊
の
曰

(

の
た
ま)

は
く
。｢

吾
夫
君

(

あ
が
な
せ)

の
尊

(

み

こ
と)

、
な
に
ぞ
晩

(

お
そ)

く
い
で
ま
し
つ
る
。
吾

(

わ
れ)

す
で
に
餐
泉

之
竈

(

よ
も
つ
へ
ぐ
ひ)

せ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
吾
ま
さ
に
寝
息

(

ね
や
す)

ま
む
。
請
ふ
、
な
視

(

み)

ま
し
そ｣

と
の
た
ま
ふ
。

伊
奘
諾
尊
、
聴

(

き)

き
た
ま
は
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
湯
津
爪
櫛

(

ゆ
つ
つ
ま

ぐ
し)

を
取
り
て
、
そ
の
雄
柱

(

ほ
と
り
は)

を
牽

(

ひ)

き
折

(

か)

き
て
、

秉
炬

(

た
ひ)

と
し
て
、
見
し
か
ば
、
膿

(

う
み)

湧

(

わ)

き
蟲

(

う
じ)

流

(

た
か)

る
。(

中
略)

時
に
伊
奘
諾
尊
、
大
き
に
驚

(

お
ど
ろ
き)

て
曰
は
く
、｢

吾
、
意

(

お
も)

は
ず
、
不
須
也

(

い
な)

凶
目

(

し
こ
め)

き
汚
穢

(

き
た
な)

き
国

(

く
に)

に
到

(

き)

に
け
り｣

と
の
た
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
急

(

す
み
や
か)

に
走

(

に)

げ
廻
帰

(

か
へ)

り
た
ま
ふ
。

物
語
の
展
開
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
可
能
な
限
り
敬
語
表
現
を
は
ず
し

て
現
代
語
訳
し
て
み
よ
う
。

そ
の
後
、
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
に
至
り
、
と
も
に
語
り
合
っ

た
。

イ
ザ
ナ
ミ
は
い
う
。｢

わ
が
君
よ
、
ど
う
し
て
も
っ
と
早
く
お
い
で
に
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
私
は
も
う
ヨ
モ
ツ
ヘ
グ
ヒ
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
で
は

あ
る
け
れ
ど
、
私
は
寝
ま
す
。
ど
う
ぞ
見
な
い
で
く
だ
さ
い｣

と
。

イ
ザ
ナ
キ
は
聞
か
ず
に
、
�
の
歯
を
欠
い
て
火
を
つ
け
、
灯
り
と
し
て
見
て
み

る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
身
体
に
は
膿
が
わ
き
、
蛆
が
た
か
っ
て
い
た
。(

中
略)

イ
ザ
ナ
キ
は
驚
い
て
い
う
。｢

私
は
、
思
い
も
か
け
ず
、
い
や
な
見
た
く
も
な

い
汚
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
た｣

と
言
っ
て
、
急
い
で
逃
げ
帰
っ
た
。
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現
在
は

｢

よ
み
の
く
に｣

が
一
般
的
で
あ
る
が
、｢

よ
も
つ
く
に｣

の
ほ
う
が

古
い
と
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
死
者
の
国
で
あ
る
。

｢
ヨ
モ
ツ
ヘ
グ
ヒ
を
し
て
し
ま
っ
た｣

こ
と
と

｢

寝
ま
す｣

と
が
、｢

し
か
れ
ど

も｣
で
つ
な
が
れ
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
違
和
感
を
感
じ
る
が
、
大
筋
に
問
題
は

な
い
。
死
者
の
世
界
の

｢

へ
＝
か
ま
ど｣

で
調
理
さ
れ
た
料
理
を
食
べ
る
こ
と
で
、

そ
の
世
界
の
住
人
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
さ
れ
た
。
現
代
で
も

｢

同
じ
釜
の
飯
を

食
う｣

と
い
う
成
句
が
あ
る
が
、
共
同
体
の
共
食
儀
礼
を
背
景
に
、
葬
送
儀
礼
の

｢

枕
飯｣

の
起
源
に
も
か
か
わ
る
と
い
う
。

日
本
の
�
と
い
う
と
半
月
形
の
横
�
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
弥

生
時
代
以
前
は
フ
ォ
ー
ク
の
歯
の
部
分
を
取
り
出
し
、
歯
数
を
増
や
し
、
伸
ば
し

て
平
ら
に
し
た
よ
う
な
縦
�
が
普
通
で
、
横
�
は
古
墳
時
代
以
降
の
も
の
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
一
番
外
側
の
歯
を
折
り
欠
き
、
火
を
と
も
し
て
灯
り
に
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
は

｢

恥
を
か
か
さ
れ
た｣
と
い
っ
て
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ

に
イ
ザ
ナ
キ
を
追
わ
せ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
呪
的
な
逃
走
を
続
け
、
最
後
に
イ
ザ
ナ

ミ
自
身
が
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
で
追
い
つ
く
。

故
、
便
ち
千
人
所
引

(

ち
び
き)

の
磐
石

(

い
は)

を
以
て
、
其
の
坂
路

(

さ
か
ぢ)

に
塞

(

ふ
さ)

ひ
て
、
伊
奘
冉
尊
と
相
向

(

あ
ひ
む)
き
て
立

ち
て
、
遂
に
絶
妻
之
誓
建

(

こ
と
ど
わ
た)

す
。

イ
ザ
ナ
キ
は
、
千
人
が
か
り
で
引
く
よ
う
な
大
岩
で
境
界
を
塞
ぎ
、
イ
ザ
ナ
ミ

と
向
か
い
合
っ
て
立
ち
、
遂
に
離
婚
宣
言
を
す
る
。

｢

坂｣

と
い
う
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
意
味
的
に
は

｢

境｣

と
取
っ

た
方
が
分
か
り
や
す
い
。
上
述
の

｢

ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ｣

も
原
文
は

｢

平
坂｣

と

表
記
さ
れ
て
い
る
が
、｢

平
ら
な
坂｣

と
は
意
味
が
通
り
づ
ら
い
。｢

ひ
ろ
い
さ
か

い｣

と
す
る
説
に
従
う
。
死
者
の
国
と
生
者
の
国
の
境
界
で
あ
る
。

｢

絶
妻
之
誓
建｣

と
い
う
印
象
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
離
婚
宣
言
と

さ
れ
る
。

そ
し
て
次
に
続
け
て
人
間
の
死
の
起
源
が
語
ら
れ
る
。

時
に
、
伊
奘
冉
尊
の
曰
は
く
、｢

愛

(

う
る
は)

し
き
吾

(

あ)

が
夫
君

(

な

せ
の
み
こ
と)

し
、
か
く
言

(

の
た
ま)

は
ば
、
吾
は
汝

(

い
ま
し)

が
治

(

し
ら)

す
国
民

(

ひ
と
く
さ)

、
日

(

ひ
と
ひ)

に
千
頭

(

ち
か
う
べ)

縊

(

く
び)

り
殺

(

こ
ろ)

さ
む｣

と
の
た
ま
ふ
。

伊
奘
諾
尊
、
乃
ち
報

(

こ
た)

へ
て
曰
は
く
、｢

愛
し
き
吾
が
妹

(

な
に
も
の

み
こ
と)

し
、
か
く
言

(

の
た
ま)

は
ば
、
吾
は
当

(

ま
さ)

に
日
に
千
五
百

頭

(

ち
か
う
べ
あ
ま
り
い
ほ
か
う
べ)

産
ま
し
め
む｣

と
の
た
ま
ふ
。

イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
譚
は
、
周
知
の
と
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
オ
ル
フ
ェ

ウ
ス
の
物
語
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
相
違
点
も
多
い
。
人
間
の
死
の

起
源
を
語
る
こ
の
部
分
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
物
語
に
は
な
い
。

イ
ザ
ナ
ミ
は
言
う
。｢

い
と
し
い
わ
が
君
よ
、
あ
な
た
が
そ
う
言
う
な
ら
ば
、

私
は
あ
な
た
の
治
め
る
国
民
を
一
日
に
千
人
、
く
び
り
殺
そ
う｣

と
。

イ
ザ
ナ
キ
は
応
じ
て
言
う
。｢

い
と
し
い
わ
が
妻
よ
、
あ
な
た
が
そ
う
言
う
な

ら
ば
、
私
は
一
日
に
千
五
百
人
を
産
ま
し
め
よ
う｣

と
。

千
人
の
死
と
、
千
五
百
人
の
生
。
こ
れ
は
人
が
増
え
続
け
る
こ
と
の
起
源
で
も

あ
る
。

物
語
は
続
く
。

因

(
よ)
り
て
曰
は
く
、｢

此

(

こ
れ)

よ
り
な
過

(

す)

ぎ
そ｣

と
の
た
ま

ひ
て
、
即
ち
其
の
杖

(

み
つ
ゑ)

を
投
げ
た
ま
ふ
。
是
を
岐
神

(

ふ
な
と
の
か

み)

と
謂

(
ま
う)

す
。(

中
略)

所
塞

(

ふ
さ)

が
る
磐
石

(

い
は)

と
い

ふ
は
、
こ
れ
泉
門

(
よ
み
ど)

に
塞

(

ふ
た
が)

り
ま
す
大
神

(

お
ほ
か
み)
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を
謂
ふ
。
亦
の
名
は
道
反
大
神

(

ち
が
へ
し
の
お
ほ
か
み)

と
い
ふ
。

フ
ナ
ド
ノ
カ
ミ
、
チ
ガ
ヘ
シ
ノ
オ
ホ
カ
ミ
と
い
う
、
生
者
の
国
と
死
者
の
国
を

分
け
隔
て
、
通
行
不
能
に
す
る
神
が
語
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て

有
ら
し
め
ら
れ
た
。

こ
こ
で
も
相
違
点
は
多
い
。

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
タ
ブ
ー
を
破
る
こ
と
で
エ
ウ
リ
デ
ィ
ケ
ー
を
失
う
。
生
と
死

の
分
離
の
起
源
と
さ
れ
る
。

イ
ザ
ナ
キ
も
タ
ブ
ー
を
破
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
生
と
死
の
分
離
の
起
源
で

は
な
い
。
生
者
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
の
側
の
意
思
に
よ
っ
て
生
者
の
世
界
と
死
者
の

世
界
は
分
離
さ
れ
る
。
死
者
の
国
が

｢
い
な
し
こ
め
き
き
た
な
き
く
に｣

で
あ
る

か
ら
。

そ
し
て
人
間
の
死
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
意
思
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
は

『

古
事
記』

の
物
語
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

類
似
の
物
語
が
、『

延
喜
式』

の

｢

鎮
火
祭
祝
詞｣
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
ち
ら

も
見
て
お
こ
う
。
鎮
火
祭
と
は
、
神
祇
令
に
規
定
さ
れ
る
毎
年
恒
例
の
朝
廷
の
祭

祀
で
、
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
、｢

宮
城｣

四
隅
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
大
内

裏
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
の
祭
り
で
あ
る
。

(

前
略)

火
結
神
生
給
て
、
美
保
止
被
焼
て
石
隠
坐
て
、
夜
七
日
昼
七
日
、
吾

を
な
見
給
比
そ
、
吾
奈
�
の
命
と
申
給
ひ
き
。
此
七
日
に
は
不
足
て
隠
坐
事
奇

と
て
見
所
行
す
時
、
火
を
生
給
て
、
御
保
止
を
所
焼
坐
き
。
如
是
時
に
吾
名
�

の
命
の
吾
を
見
給
ふ
奈
と
申
を
、
吾
を
見
阿
波
多
志
給
ひ
つ
と
申
給
て
、
吾
名

�
の
命
は
上
津
国
を
所
知
食
べ
し
、
吾
は
下
津
国
を
所
知
む
と
申
て
、
石
隠
給

て
、
与
美
津
枚
坂
に
至
坐
て
所
思
食
く
。
吾
名
�
命
の
所
知
食
上
津
国
に
、
心

悪
子
を
生
置
て
来
ぬ
と
宣
て
、
返
坐
て
、
更
生
子
。
水
神
、
匏
、
川
菜
、
埴
山

姫
、
四
種
物
生
給
て
、
此
の
心
悪
子
の
心
荒
比
曽
波
、
水
神
、
匏
、
埴
山
姫
、

川
菜
を
持
て
鎮
奉
れ
と
事
教
悟
給
き
。(

後
略)

難
解
な
部
分
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
で
き
る
だ
け
敬
語
表
現
を
は
ず
し
て
現
代

語
訳
し
て
み
よ
う
。

(

イ
ザ
ナ
ミ
は)

火
神
ホ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
を
生
み
、
み
ほ
と
を
焼
か
れ
て
死
に
、

｢

七
日
七
夜
、
私
を
見
る
な
、
わ
が
君
よ｣

と
申
し
上
げ
た
。(

と
こ
ろ
が
イ
ザ

ナ
キ
は
、)

七
日
た
た
な
い
う
ち
に

(

イ
ザ
ナ
ミ
が)

死
ん
で
し
ま
っ
た
の
は

｢

あ
や
し｣

と
し
て
見
た
と
こ
ろ
、
火
を
生
ん
で
み
ほ
と
を
焼
か
れ
た
。
そ
の

と
き
、(

イ
ザ
ナ
ミ
は)

｢

私
を
見
る
な
と
申
し
上
げ
た
の
に
、
私
を

｢

見
あ
は

た
し｣

た｣

、
と
言
っ
て

｢

わ
が
君
は
上
津
国
を
治
め
な
さ
い
、
私
は
下
津
国

を
治
め
よ
う｣

と
言
っ
て
死
に
、
ヨ
ミ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
に
至
っ
て
思
っ
た
。｢

わ

が
君
の
治
め
る
上
津
国
に
心
悪
し
き
子
を
生
み
置
い
て
き
て
し
ま
っ
た｣

と
言
っ

て
、
帰
っ
て
、
さ
ら
に
子
を
生
ん
だ
。
水
神
、
匏
、
川
菜
、
埴
山
姫
と
、
四
つ

の
も
の
を
生
ん
で
、
心
悪
し
き
子
の
心
が
荒
ん
だ
と
き
は
、
水
神
、
匏
、
埴
山

姫
、
川
菜
を
以
て
鎮
め
ま
つ
れ
と
教
え
諭
し
た
。

国
史
大
系
本
の
原
文
に
は
、｢

見
阿
波
多
志

(

見
あ
は
た
し)｣

と
か
、｢

心
荒

比
曽
波

(

心
荒
ひ
そ
ば)｣

と
か
、
そ
の
ま
ま
で
は
解
釈
し
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ

り
、
何
ら
か
の
錯
誤
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。
ま
た
、

｢

水
神
、
匏
、
川
菜
、
埴
山
姫｣

の
順
で
生
ま
れ
た
も
の
が
、
火
神
を
鎮
め
る
段

で
は

｢

水
神
、
匏
、
埴
山
姫
、
川
菜｣

の
順
に
な
っ
て
い
る
。
単
純
な
並
べ
替
え

又
は
錯
誤
で
こ
れ
ら
の
も
の
を
以
て
鎮
め
る
事
を
人
間
に
教
え
諭
し
た
の
か
、
そ

れ
と
も

｢

水
神
は
ひ
さ
ご
を
、
埴
山
姫
は
川
菜
を｣

以
て
鎮
め
る
事
を
両
神
に
教

え
諭
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
若
干
問
題
の
あ
る
史
料
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
事
が

読
み
取
れ
る
。

ま
ず
、
上
津
国
と
下
津
国
は
、
ヨ
ミ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
で
区
切
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、

ヨ
ミ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
は
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
世
界
と
地
下
世
界

と
し
て
の
黄
泉
の
国
、
す
な
わ
ち
死
者
の
国
と
を
指
し
て
い
る
と
解
せ
る
。
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そ
し
て
こ
の
祝
詞
で
注
目
す
べ
き
は
、
両
者
の
住
み
分
け
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
側

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『

日
本
書
紀』

や

『

古
事
記』

で
は
イ
ザ
ナ

キ
の
側
か
ら
生
者
の
国
と
死
者
の
国
は
分
離
さ
れ
た
が
、｢

鎮
火
祭
祝
詞｣

で
は

イ
ザ
ナ
ミ
の
側
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
。

全
く
相
反
す
る
二
つ
の
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
理
解
す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
二
つ
の
伝
承
は
矛
盾
し
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と

も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
に
乏
し
く
確
か
な
推
論
は
不
可
能
だ
が
、
二

つ
の
伝
承
が
並
存
す
る
と
い
う
事
実
に
即
し
て
言
え
ば
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て

イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
時
に
二
つ
の
世
界
は
分
離
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
十
分

で
、
ど
ち
ら
の
側
か
ら
分
離
さ
れ
た
か
は
二
者
択
一
的
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
、

と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
に
よ
り
問
題
な
の
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
国
土
を
生
み
、
自
然
を
生
み
、
神
々
を

生
ん
で
、
最
後
に
火
の
神
を
生
ん
で
死
ん
で
行
く
の
だ
が
、
ど
の
異
伝
に
も
人
間

を
生
ん
だ
と
言
う
記
述
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
が

｢

く
び
り
こ
ろ
さ
む｣

と
宣
言
し
た
人
間
は
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の

国
生
み
神
話
に
限
ら
ず
、
本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
起
源
を
語

る
物
語
は
記
紀
神
話
に
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
前
に
、
も
う
少
し
、
死
の
起
源
に
か
か
わ
る
神
話
を
見
て
お

こ
う
。

三

『

日
本
書
紀』

｢

天
孫
降
臨
章｣

一
書
第
二

人
の
命
の
短
か
さ
の
起
源
と
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。

時
に
皇
孫

(

す
め
み
ま)

、(

中
略)

ひ
と
り
の
美
人

(

を
と
め)

を
見

(

み
そ

な
は)

す
。

｢

皇
孫｣

と
は
、
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
孫
で
あ
る
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
尊

(

ア

マ
ツ
ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
、
以
下
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
略
す)

を
指
す
。

｢

天
孫
降
臨｣

の

｢

天
孫｣

と
同
じ
。
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
天
上
世
界
か
ら
地
上
世
界

に
降
り
立
っ
た
直
後
の
物
語
で
あ
る
。
一
人
の
乙
女
を
見
初
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。

皇
孫

(

す
め
み
ま)

問
ひ
て
曰
は
く
、｢

汝

(

い
ま
し)

は
こ
れ
誰

(

た)

が

子

(

む
す
め)

ぞ｣

と
の
た
ま
は
く
。
こ
た
へ
て
曰
さ
く
、｢

妾

(

や
つ
こ)

は
こ
れ
大
山
祇
神

(

お
ほ
や
ま
つ
み
の
か
み)

の
子

(

む
す
め)

。
名
は
神
吾

田
鹿
葦
津
姫

(

か
む
あ
た
か
し
つ
ひ
め)

、
ま
た
の
名
は
木
花
開
耶
姫

(

こ
の

は
な
の
さ
く
や
ひ
め)

と
ま
う
す
。
よ
り
て
白

(

ま
う)

さ
く
、｢

ま
た
妾
が

姉

(

い
ろ
ね)

磐
長
姫

(

い
は
な
が
ひ
め)

在

(

は
べ)

り｣

と
ま
う
す
。

皇
孫
の
曰
は
く
、｢

吾
汝
を
以
て
妻
と
せ
む
と
欲

(

お
も)

ふ
、
い
か
に｣

と

の
た
ま
ふ
。

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
問
う
。｢

お
前
は
誰
の
娘
か｣

と
。
万
葉
集
冒
頭
の
伝
雄
略
天

皇
歌
と
同
様
、
要
す
る
に
求
婚
し
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
女
性
が
自
分
の
本
名
を

教
え
る
こ
と
は
結
婚
を
承
諾
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

物
語
を
分
か
り
や
す
く
単
純
化
し
て
し
ま
え
ば
、
娘
は
、
山
の
神
の
娘
で
名
を

コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
だ
と
言
う
。
ま
た
、
姉
に
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
が
い
る
、
と

言
う
。

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
結
婚
を
申
し
込
む
。
す
る
と
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
は
、

こ
た
へ
て
白
さ
く
、｢

妾
が
父

(

か
ぞ)

大
山
祇
神
在

(

は
べ)

り
。
請

(

ね

が)
は
く
は
垂
問

(

と)

ひ
た
ま
へ｣

と
ま
う
す
。

(

中
略)

是

(

こ
こ)
に
大
山
祇
神
、
乃
ち
二

(

ふ
た
り)

の
女

(

む
す
め)

を
し
て
、

百
机
飲
食

(
も
も
と
り
の
つ
く
ゑ
も
の)

を
持
た
し
め
て
奉
進

(

た
て
ま
つ)

る
。
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父
の
オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
と
そ
の
姉
の
イ
ハ
ナ
ガ
と
、
二

人
と
も
に
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
妻
に
と
望
ん
だ
。

時
に
皇
孫
、
姉
は
醜

(

み
に
く)

し
と
謂

(

お
も
ほ)

し
て
、
御

(

め)

さ
ず

し
て
罷

(
ま)

け
た
ま
ふ
。
妹

(

お
と
と)

は
有
国
色

(

か
ほ
よ
し)

と
し
て
、

引

(

め)
し
て
幸

(

み
と
あ
た
は)

し
つ
。
則
ち
、
一
夜

(

ひ
と
よ)

に
し
て

有
身

(

は
ら)
み
ぬ
。

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
だ
け
を
召
し
、
イ
ハ
ナ
ガ
を
追
い
帰
し
て

し
ま
っ
た
。

故
、
磐
長
姫
、
大
き
に
慙

(

は)
ぢ
て
詛

(

と
ご)

ひ
て
曰

(

い)

は
く
、

｢

た
と
ひ
天
孫

(

あ
め
み
ま)

、
妾

(

や
つ
こ)

を
斥

(

し
り
ぞ)

け
た
ま
は
ず

し
て
御

(

め)

さ
ま
し
か
ば
、
生

(

う)

め
ら
む
児
(

み
こ)

は
寿

(

い
の
ち)

永

(

な
が)

く
し
て
、
磐
石

(

と
き
は
か
ち
は)
の
有
如

(

あ
ま
ひ)

に
常

(

と
ば)

に
存

(

ま
た
か)

ら
ま
し
。
今
す
で
に
然

(
し
か)

ら
ず
し
て
、
た

だ
弟

(

い
ろ
ど)

を
の
み
独

(

ひ
と
り)

見
御

(

め)

せ
り
。
故
、
其
の
生
む

ら
む
児

(

み
こ)

は
、
必
ず
木

(

こ)

の
花
の
如

(

あ
ま
ひ)
に
、
移
落

(

ち

り
お)

ち
な
む｣

と
い
ふ
。

あ
る
に
云
は
く
、
磐
長
姫
、
恥
ぢ
恨
み
て
、
唾

(

つ
は)

き
泣

(

い
さ)
ち
て

曰
は
く
、｢

顕
見

(

う
つ
し
き)

蒼
生

(

あ
を
ひ
と
く
さ)

は
、
木
の
花
の
如

(

あ
ま
ひ)

に
、
俄

(

し
ば
ら
く)

に
遷
転

(

う
つ
ろ)

ひ
て
衰
去

(

お
と
ろ)

へ
な
む｣

と
い
ふ
。

此

(

こ
れ)

世
人

(

ひ
と)

の
短
折

(

い
の
ち
も
ろ)

き
縁

(

こ
と
の
も
と)

な
り
。

イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
呪
い
を
か
け
た
。｢

も
し
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
自
分
を
退
け
ず

に
召
し
た
な
ら
ば
、
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
児
は
永
遠
の
命
を
持
っ
た
で
あ
ろ

う
に
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
妹
だ
け
を
召
し
た
。
だ
か
ら
そ
の

生
む
だ
ろ
う
児
は
、
木
の
花
の
よ
う
に
あ
っ
と
い
う
間
に
衰
え
死
ん
で
し
ま
う
だ

ろ
う｣

と
。

｢

あ
る
に
云
は
く｣

と
し
て
、
唾
を
吐
い
て
呪
っ
た
と
い
う
別
伝
が
付
載
さ
れ

て
お
り
、
呪
詛
の
具
体
的
な
方
法
が
窺
え
る
が
、
全
体
の
文
脈
に
大
差
は
な
い
。

こ
の
物
語
は

『

古
事
記』

に
も
あ
る
。

大
山
津
見
神
、
石
長
比
売
を
返
し
た
ま
ひ
し
に
因
り
て
、
い
た
く
恥
ぢ
、
ま
を

し
送
り
て
言
は
く
、｢

我
が
女
ふ
た
り
並

(

と
も)

に
た
て
ま
つ
る
由

(

ゆ
ゑ)

は
、
石
長
比
売
を
使
は
さ
ば
、
天
つ
神
の
御
子
の
命
は
、
雪
零

(

ふ)

り
風
吹

く
と
も
、
恒
に
石

(

い
は)

の
如
く
し
て
、
常

(

と
き
は)

に
堅

(

か
き
は)

に
動
か
ず
坐

(

い
ま)

さ
む
、
亦
、
木
花
之
佐
久
夜
比
売
を
使
は
さ
ば
、
木
の

花
の
栄
ゆ
る
が
如

(

ご
と)

栄
え
坐
さ
む
、
と
宇
気
比
弖

(

う
け
ひ
て)

貢
進

(

た
て
ま
つ)

り
き
。
か
く
、
石
長
比
売
を
返
さ
し
め
て
、
ひ
と
り
木
花
之
佐

久
夜
毘
売
の
み
を
留

(

と
ど)

め
た
ま
ひ
つ
。
故
、
天
つ
神
の
御
子
の
御
寿

(

み
い
の
ち)

は
、
木
花
之
あ
ま
ひ
の
み
坐
さ
む｣

と
い
ふ
。
故
、
是
を
以
て
、

今
に
至
る
ま
で
天
皇
命
た
ち
の
御
命
は
長
く
は
あ
ら
ぬ
そ
。

オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
イ
ハ
ナ
ガ
が
返
さ
れ
た
こ
と
を
大
変
に

｢

恥｣

じ
、
ホ
ノ
ニ

ニ
ギ
に
申
し
送
っ
て
き
た
。
二
人
の
娘
の
名
前
に
か
け
た

｢

ウ
ケ
ヒ

(

３)｣

の
う
ち
、

イ
ハ
ナ
ガ
に
か
か
わ
る
部
分
が
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
、
天
皇
の
命
は
木
の
花
の

よ
う
に
短
い
だ
ろ
う
、
と
。

『
日
本
書
紀』

が
人
間
一
般
の
命
の
短
さ
の
起
源
と
す
る
の
に
対
し
て
、『

古
事

記』
は
人
間
一
般
で
は
な
く
天
皇
の
命
の
短
さ
の
起
源
と
す
る
。

天
皇
か
人
間
一
般
か
の
違
い
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
る
ま
い
。
と
も
に
命
に

限
り
あ
る
存
在
と
し
て
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
呪
い
の
主
体
が
イ
ハ
ナ
ガ
で
は
な

く
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
伝
雄
略
天
皇
歌
が

｢

家
を
も
名
を
も｣

と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て
お
り

(

４)

、
物
語
の
呪
詛
の
側
面
よ
り
も
求
婚
と
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結
婚
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
と
父
親
が
意
識
さ
れ
る
と
解
し
て
お
け
ば
い
い
の
で

あ
ろ
う
。

む
し
ろ
注
意
し
て
お
く
べ
き
は

『

日
本
書
紀』

の
記
述
に
従
え
ば
、
も
し
イ
ハ

ナ
ガ
を
召
し
て
い
た
な
ら
ば

｢

と
き
は
か
き
は｣

の
よ
う
に

｢

常｣

に
長
か
っ
た

だ
ろ
う
に
、
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。｢

常｣

は

｢

と
ば｣

と
濁
音
で
読
ま
れ
て

い
る
が

｢

と
は｣
と
同
じ
で
あ
り
、｢

永
遠｣

で
あ
る
。『

古
事
記』

も
表
現
は
違

う
が
同
じ
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
に
長
命
に
対
す
る
短
命
で
は
な
く
、
実

は
永
遠
す
な
わ
ち
不
死
に
対
す
る
短
命
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
こ
れ
も
死
の
起
源

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
記
紀
神
話
に
は
、
系
統
を
異
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
二
つ
の
死
の
起

源
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ハ
ナ
ガ
と
、

女
神
の
呪
詛
に
よ
っ
て
死
の
起
源
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

特
に
イ
ザ
ナ
ミ
は
国
生
み
の
主
役
で
あ
り
、
全
て
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

死
を
も
与
え
う
る
と
さ
れ
る
地
母
神
と
し
て
の
姿
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で

は
な
い
。
本
稿
の
冒
頭
以
来
、
記
紀
神
話
に
は
人
間
の
起
源
が
語
ら
れ
て
い
な
い

と
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
、
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
異
伝
が
ひ
と
つ
だ
け

あ
る
。
こ
の
解
釈
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
人
の
死
の
起
源
は
地
母
神
と
絡
め
て
論

ず
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
文
脈
を
丁
寧
に
追
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
、
若
干
長

く
な
る
が
以
下
に
引
用
す
る
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た

『

日
本
書
紀』

｢
四
神
出

生
章｣

一
書
第
六
の
直
前
の
部
分
で
あ
る
。

伊
奘
諾
尊
と
伊
奘
冉
尊
と
、
共
に
大
八
洲
国
を
生
み
た
ま
ふ
。
然
し
て
後
に
、

伊
奘
諾
尊
の
曰
は
く
、｢

我
が
生
め
る
国
、
唯
朝
霧
の
み
有
り
て
、
薫
り
満
て

る
か
な｣

と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
、
吹
き
撥

(

は
ら)

ふ
気

(

い
き)

、
神
と

化
為

(

な)

る
。
号

(

み
な)

を
級
長
戸
辺
命

(

し
な
が
と
べ
の
み
こ
と)

と

曰

(

ま
を)

す
。
亦
は
級
長
津
彦

(

し
な
つ
ひ
こ)

命
と
曰
す
。
是
、
風
神
な

り
。
又
飢

(

や
は)

し
か
り
し
時
に
生
め
り
し
児
を
、
蔵
稲
魂

(

う
か
の
み
た

ま)

命
と
号
す
。
又
、
生
め
り
し
海
神
等
を
、
少
童

(

わ
た
つ
み)

命
と
号
す
。

山
神
等
を
山
祇

(

や
ま
つ
み)

と
号
す
。
水
門
神
等
を
速
秋
津
日

(

は
や
あ
き

つ
ひ)

命
と
号
す
。
木
神
等
を
句
句
廼
馳

(

く
く
の
ち)

と
号
す
。
土
神
を
埴

安
神

(

は
に
や
す
の
か
み)

と
号
す
。
然
し
て
後
に
、
悉

(

ふ
つ
く)

に
万
物

(

よ
ろ
づ
の
も
の)

を
生
む
。
火
神
軻
遇
突
智
が
生
る
る
に
至
り
て
、
其
の
母

(

い
ろ
は)

伊
奘
冉
尊
、
焦
か
れ
て
化
去

(

か
む
さ)

り
ま
し
ぬ
。

こ
こ
で
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は

｢

大
八
洲
国｣

を
生
み
、
風
の
神
を
生
み
、

食
料
の
神
を
生
み
、
海
神
、
山
神
、
水
門
神
、
木
神
、
土
神
と
次
々
と
生
ん
で
行
っ

て
、｢

然
し
て
後
に
、
悉
に
万
物
を
生
む｣

と
さ
れ
、
そ
の
後
に
火
神
を
生
ん
で

イ
ザ
ナ
ミ
は
死
に
、
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
へ
と
続
い
て
行
く
。

こ
の

｢

万
物｣

は
論
理
的
に
は

｢

人
間｣

を
含
み
う
る
。
こ
こ
に
人
間
が
含
ま

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
記
紀
神
話
に
は
人
間
の
起
源
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

ひ
い
て
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
地
母
神
と
し
て
の
性
格
も
鮮
明
に
な
る
。

だ
が
一
書
第
六
の
文
脈
上
、
こ
こ
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
生
ま
れ
て
最
後
に
火

の
神
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、｢

万
物｣

に
人
間
を
含
め
る
こ
と
は
無
理
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
記
紀
神
話
に
は
人
間
の
起
源
に
か
か
わ
る
物
語
は
な

い
、
と
単
純
明
快
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
名
前
か
ら
し
て
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
常
に
イ
ザ
ナ
キ
と
対
に
な
っ
て

い
て
、
単
独
で
母
神
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、
イ
ザ
ナ
ミ

を
地
母
神
と
し
て
と
ら
え
、
地
母
神
と
し
て
の
一
般
的
な
性
格
か
ら
推
論
を
膨
ら

ま
せ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
、『

古
事
記』

で
は
脇
役
に
押
し
や
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
言
い
、
そ
も
そ
も
母
神
と
し
て
の
資
格
を
持
た
な
い
。
こ
の
女
神
も
ま
た
地

母
神
で
は
な
い
。

記
紀
神
話
に
お
け
る
死
の
起
源
を
地
母
神
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
有
効
な
視

点
で
は
な
い
。
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四

｢

死
ぬ｣

こ
と
の
イ
メ
ー
ジ

こ
こ
ま
で

『

旧
約
聖
書』

と
比
較
し
な
が
ら
記
紀
神
話
に
お
け
る
死
の
起
源
を
、

物
語
に
即
し
て
具
体
的
に
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
指
摘
で

き
た
が
、
一
方
で
は
、
死
の
起
源
の
物
語
そ
の
も
の
の
中
に
は
、
な
ぜ
生
の
起
源

が
語
ら
れ
な
い
の
か
を
解
明
す
る
手
が
か
り
は
ど
う
や
ら
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に

な
っ
た
と
思
う
。

そ
こ
で
以
下
、
視
点
を
変
え
て
手
が
か
り
を
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
神
も
ま
た
死
ぬ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
ふ
た
た
び

イ
ザ
ナ
ミ
の
死
の
物
語
で
あ
る
。

『

日
本
書
紀』

｢

四
神
出
生
章｣

一
書
第
五
。

伊
奘
冉
尊
、
火
神
を
生
む
時
に
、
灼
か
れ
て
神
退
去
(

か
む
さ)

り
ま
し
ぬ
。

故
、
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬
村
に
葬

(

は
ぶ)

り
ま
つ
る
。
土
俗

(

く
に
ひ
と)

此
の
神
の
魂

(

み
た
ま)

を
祭
る
に
は
、
花
の
時
に
は
亦
花
を
以
て
祭
る
。
又
、

鼓
吹
幡
旗

(

つ
づ
み
・
ふ
え
・
は
た)

を
用
て
、
歌
ひ
舞
ひ
て
祭
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
は
火
神
に
焼
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
熊
野
の
有
馬
に
葬
っ

た
と
言
う
。
こ
こ
で
は
土
地
の
人
々
に
よ
っ
て
、
御
魂
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

花
を
以
て
祭
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
百
合
の
花
を
憑
り
代
と
す
る
三
枝
祭
の

よ
う
に
、
花
を
馮
り
代
と
し
て
祭
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
も
憑
り
代

で
あ
る
幡
旗
を
使
い
、
歌
舞
音
曲
し
て
祭
っ
た
と
い
う
。

黄
泉
国
と
の
関
係
は
全
く
不
明
で
あ
る
し
、
季
節
等
の
詳
細
も
全
く
不
明
、
書

紀
編
纂
の
同
時
代
の
こ
と
な
の
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
ん
だ
後
に

特
定
の
場
所
に
葬
ら
れ
、
そ
こ
で
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

同
様
の
伝
承
は

『

古
事
記』

に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

故
、
そ
の
、
所
神
避

(

か
む
さ)

り
ま
し
し
伊
耶
那
美
神
は
、
出
雲
国
と
伯
耆

国
と
の
堺
の
比
婆
の
山
に
葬

(

は
ぶ)

り
ま
つ
り
き
。

書
紀
が
実
在
の
地
名
に
対
応
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
島
根
県
と
鳥

取
県
の
県
境
に

｢

比
婆
山｣

に
比
定
し
う
る
地
名
は
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

『

古
事
記』

で
も
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
ん
で
葬
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
と
い
う
程
度

の
解
釈
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、｢

葬
っ
た｣

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
神
も

｢

死
ぬ｣

と
理
解
し
て
い
い

わ
け
だ
が
、
見
て
き
た
所
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
現
代
語
で
最
も
一
般
的
な

｢

死

ぬ｣

と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
は

｢

化
去｣

や

｢

神
避｣

、

｢

神
退
去｣

な
ど
と
い
う
漢
字
で
表
さ
れ
、
終
止
形
だ
と
い
ず
れ
も

｢

か
む
さ
る｣

と
読
ま
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

一
方
イ
ザ
ナ
キ
に
つ
い
て
は
、『

日
本
書
紀』

第
六
段
本
文
に

是
の
後
に
、
伊
奘
諾
尊
、
神
功

(

か
む
こ
と)

既
に
畢

(

を)

へ
た
ま
ひ
て
、

霊
運
当
遷

(

あ
つ
し)

れ
た
ま
ふ
。
是
を
以
て
、
幽
宮

(

か
く
れ
み
や)

を
淡

路

(

あ
は
ぢ)

の
洲

(

く
に)

に
構

(

つ
く)

り
て
、
寂
然

(

し
ず
か)

に
長

く
隠
れ
ま
し
き
。
亦
曰
は
く
、
伊
奘
諾
尊
、
功

(

こ
と)

既
に
至
り
ぬ
。
徳

(

い
き
ほ
ひ)

亦
大

(

お
ほ
き)

な
り
。
是
に
、
天
に
登
り
ま
し
て
報
命

(

か

へ
り
こ
と
ま
う)

し
た
ま
ふ
。
乃
り
て
、
日
の
少
宮

(

わ
か
み
や)

に
留

(

と

ど
ま)

り
宅

(

す)

み
ま
し
き
と
い
ふ
。

と
、
二
つ
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。

｢
霊
運
当
遷｣

の
四
字
は

｢

あ
つ
し｣

る
、
と
訓
ま
れ
て
き
た
。
古
典
大
系
本

の
頭
注
に
言
う
よ
う
に
、｢

病
重
る｣

と
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
問
題
は
漢

字
表
記
の
方
で
、
原
文
は

｢

神
功
既
畢
、
霊
運
当
遷｣

と
四
字
の
対
句
表
現
で
あ

る
か
ら
、｢

す
で
に｣
と

｢

ま
さ
に｣

が
対
で
、｢

お
わ
る｣

と

｢

う
つ
る｣

も
対

で
あ
る
。｢

霊
運｣

は

｢
霊
の
う
ご
き｣

と
い
う
程
度
の
名
詞
と
解
し
て
、｢

霊
運
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ま
さ
に
遷
ら
ん
と
す｣

と
訓
め
る
。
ど
こ
に

｢

遷
る｣

の
か
と
い
う
と
、
こ
の
世

界
の
淡
路
島
の

｢

幽
宮｣

に

｢

隠
れ｣

る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
伝
承
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
は
天
上
世
界
に
上
っ
て
、
そ
こ
に
留
ま
っ

た
と
い
う
。

い
ず
れ
も

｢

し
ぬ｣

と
い
う
表
現
は
な
い
が
、｢

か
み
か
く
る｣

や

｢

か
む
あ

が
る｣

と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
世
界
か
ら
い
な

く
な
る
こ
と
、
見
え
な
く
な
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
イ
ザ
ナ
キ
の

｢

死｣

で
あ
る
。

死
ぬ
こ
と
と
は
、
文
字
通
り
に

｢

去
る｣

こ
と
、
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
が
、
そ
の
こ
と
を
論
ず
る
前
に

｢

死
ぬ｣

と
い
う
言
葉
に
付
い
て
み
て
お

こ
う
。

小
学
館
版
の

『

日
本
国
語
大
辞
典』
に
は

｢

死
ぬ｣

と
い
う
語
の
い
く
つ
か
の

語
源
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

(

５)

。

い
ず
れ
も
な
る
ほ
ど
と
即
座
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。｢

死
ぬ｣

と
い

う
こ
と
ば
の
語
源
は
定
説
と
い
え
る
ほ
ど
の
仮
説
は
な
い
、
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

｢

死
ぬ｣

と
い
う
言
葉
は
本
来
の
や
ま
と
こ
と
ば
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
外

来
語
と
し
て
の

｢

死｣

が
、
日
本
語
の
動
詞
化
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

律
令
国
家
以
来
、
公
文
書
の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
の
死
は
そ
の
身
分
に
よ
っ

て
文
字
が
使
い
分
け
ら
れ
て
き
た
。｢

崩

(

ホ
ウ)｣

｢

薨

(

コ
ウ)｣

｢

卒

(
ソ
ツ
・

シ
ュ
ツ)｣

そ
し
て

｢

死

(

シ)｣

の
四
字
で
あ
る
。｢

崩｣

は
天
皇
・
皇
后
・
皇

太
子
の
み
に
、｢

薨｣

は
一
位
か
ら
三
位
ま
で
の
位
階
を
持
つ
貴
族
に
、｢

卒｣
は

四
位
・
五
位
の

｢

通
貴｣

と
さ
れ
た
貴
族
た
ち
に
、
そ
し
て
六
位
以
下
、
庶
人
に

至
る
ま
で
が

｢

死｣

と
い
う
漢
字
で
そ
の
死
を
表
さ
れ
た
。

現
在
は
、｢

崩｣

の
字
だ
け
が
古
来
の
用
法
を
残
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
を

過
ぎ
て
明
治
に
な
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
公
的
文
書
で
は
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ

続
け
て
き
た
。

ま
た
、｢

死｣

と
い
う
漢
字
は
、
律
令
用
語
と
し
て
の

｢

死｣

が
特
定
の
身
分

と
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
は
別
に
、
人
間
一
般
の
死
を
表
す
漢
字
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、｢

死｣

と
い
う
漢
字
は
、
音
読
み
と
訓
読
み
が
同
じ
く

｢

し｣

で
あ

る
。こ

れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
律
令
用
語
と
し
て
の
外
来
語
の

｢

死｣

が
ま
ず
あ
り
、
日
本
語
と
し
て
読
む
た
め
に

｢

死
す

(

し
す)｣

と
い
う
動
詞
が

作
ら
れ
、
そ
の
連
用
形
に
完
了
の
助
動
詞
の

｢

ぬ｣

が
付
い
て

｢

死
ぬ

(

し
ぬ)｣

と
い
う
言
葉
が
成
立
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上
か
ら
、
記
紀
神
話
に
お
け
る
人
の
死
の
起
源
を
論
ず
る
と
き
、｢

死
ぬ｣

と
い
う
言
葉
に
か
か
わ
る
問
題
は
除
外
し
て
差
し
支
え
な
い
と
判
断
す
る
。

あ
ら
た
め
て
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
人
の
死
が
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
考

え
た
い
の
だ
が
、
実
は
記
紀
神
話
に
は
人
間
の
い
わ
ば
自
然
死
に
か
か
わ
る
物
語

は
な
い
。
そ
こ
で
範
囲
を
広
げ
て
、
一
般
に
古
代
に
お
い
て

｢

死｣

を
意
味
す
る

言
葉
を
拾
い
上
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
神
の

｢

死｣

に
付
い
て
は
、
先
の
イ
ザ
ナ
ミ
の

｢

か
む

(

み)

さ
る｣

を

始
め
、｢

か
む

(

み)

あ
が
る｣

、｢

か
む

(

み)

か
く
る｣

な
ど
が
代
表
的
な
こ

と
ば
で
あ
ろ
う
。
称
え
言
葉
と
し
て
の

｢

神｣

を
除
い
て
し
ま
え
ば
い
ず
れ
も
、

こ
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
へ
と
移
動
す
る
、
と
い
う
意
味
で
一
致
し
て
い
る
。

ま
た

｢

鎮
火
祭
祝
詞｣

に
は

｢

石
隠

(

い
は
か
く)｣

る
と
い
う
語
が
使
わ
れ

て
い
た
。｢

岩｣

は
人
の
力
で
は
動
か
せ
な
い
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
永
遠
性
の

象
徴
で
あ
る
。｢

か
く
る｣

と
は

｢

い
る
け
れ
ど
も
見
え
な
い｣

と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
が
、
祝
詞
の
文
脈
で
は

｢

下
津
国｣

へ
と
去
っ
て
行
く
。
こ
の
世
界
か
ら

は
永
遠
に
見
え
な
く
な
り
、
別
の
世
界
に
永
遠
に
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

人
の

｢

死｣

に
付
い
て
は
、
崇
神
紀
五
年
条
の
、
大
物
主
の
祭
り
の
発
端
部
分

に
、国

内

(
く
に
の
う
ち)

に
疾
疫

(

え
の
や
ま
ひ)

多
く
し
て
、
民

(

お
お
み
た

か
ら)

死
亡

(

ま
か)

れ
る
者
あ
り
て
、
且
大
半

(

な
か
ば
に
す)

ぎ
な
む
と

す
。
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と
あ
り
、｢

死
亡｣

を
、｢

ま
く｣

と
い
う
言
葉
か
ら
派
生
し
た

｢

ま
か
る｣

と
読

ま
せ
て
い
る
。

こ
れ
も

｢

行
く｣

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
移
動
を
意
味
す
る
。｢

ど
こ
へ｣

移

動
す
る
の
か
と
い
う
意
識
は
言
葉
自
体
か
ら
も
文
脈
か
ら
も
希
薄
だ
が
、｢

こ
こ

か
ら｣
出
て
行
く
、
い
な
く
な
る
、
と
い
う
意
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
れ
は
神
の

｢
死｣

に
付
い
て
も
同
様
で
、
こ
の
世
界
か
ら
い
な
く
な
る
、
と

い
う
意
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
神
に
付
い
て
も
人
に
付
い
て
も
、｢

死｣

は

｢

こ
こ｣

か
ら
い
な
く

な
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
古
代
の

｢

死｣

に
付
い
て
の
常
識
的
な
理
解
に
近
い
の
だ
が
、
注
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、｢
ど
こ
へ｣

行
く
の
か
、
は
意
外
と
明
確
で

は
な
い
こ
と
で
あ
る
。｢

か
み
あ
が
る｣
は
天
上
世
界
へ
、
と
考
え
て
い
い
の
だ

ろ
う
が
、｢

か
み
さ
る｣

｢

か
み
か
く
る｣

｢
ま
か
る｣

は
ど
こ
へ
行
く
の
か
曖
昧

で
あ
る
。
こ
の
世
界
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
だ
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
れ
も
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る

｢

身

(

み)

失

(
う)
す｣

も
、
こ
の
世
界
か

ら
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、｢

ま
か
る｣

と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

一
方
、｢

死｣

の
対
極
と
し
て
の

｢

生｣

は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
さ
れ
る
か
。

概
略
の
み
を
示
せ
ば
、｢

な
る｣

、｢

あ
る｣

、｢

う
ま
る｣

が
そ
れ
で
あ
る
。｢

生

ま
る｣

は

｢

生
む｣

の
受
動
形
が
い
わ
ば
自
動
詞
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
も
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
自
動
詞
的
な
動
詞

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も

『

旧
約
聖
書』

｢

創
世
記｣

と
の
違
い
は
明
白
で
、
何
ら
か
の
超
越

的
存
在
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば

｢

お
の
ず
か

ら
に｣

こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
記
紀
神
話
を
手
が
か
り
と
し
て
、｢

生｣

と

｢

死｣

を
意
味
す
る
や

ま
と
こ
と
ば
を
も
参
考
に
し
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る

｢

生｣

と

｢

死｣

の
原
初

の
姿
を
探
っ
て
行
く
と
、｢

お
の
ず
か
ら
に｣

こ
の
世
界
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
そ

し
て
去
っ
て
行
く
、
と
い
う
観
念
を
読
み
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
言
う

が
、｢

ど
こ
か
ら｣

｢

ど
こ
へ｣

は
あ
ま
り
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。｢

こ
こ

へ｣
｢

こ
こ
か
ら｣

だ
け
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め
に
代
え
て

残
さ
れ
た
課
題

文
字
に
残
さ
れ
た
資
料
に
こ
だ
わ
っ
て
日
本
古
代
に
お
け
る

｢

生｣

と

｢

死｣

の
観
念
の
あ
り
方
を
探
っ
て
き
た
。

記
紀
神
話
に
お
い
て
は

｢

死｣

の
起
源
は
語
ら
れ
る
が

｢

生｣

の
起
源
は
語
ら

れ
な
い
と
い
う
特
徴
的
な
事
実
が
あ
る
こ
と
が
ま
ず
分
か
っ
た
。
生
者
の
世
界
と

死
者
の
世
界
の
分
離
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
側
か
ら
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
側
か
ら
と
、
相
反

す
る
二
つ
の
伝
承
が
あ
る
が
、
二
つ
の
世
界
の
分
離
が
ど
ち
ら
側
か
ら
な
さ
れ
た

か
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
推
定
さ
れ
た
。

イ
ザ
ナ
ミ
が

｢

く
び
り
こ
ろ
さ
む｣

と
宣
言
し
た
人
間
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、

語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
殺
さ
れ
た
人
間
が
ど
こ
へ
行
く
の
か
も
語
ら
れ
な
い
。

イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
世
界
か
ら
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
複

数
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
お
り
、
一
義
的
に
確
定
し
て
い
な
か
っ
た

(

６)

。

一
方
、
死
ぬ
こ
と
と
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
古
語
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
、

こ
の
世
界
に
現
れ
る
こ
と
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
こ
の
世

界
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
、
こ
の
世
界
か
ら
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
、
を
内
容
と

し
て
い
る
。
こ
と
ば
の
分
析
か
ら
も
、
こ
の
世
界
が
中
心
で
あ
っ
て
、｢

ど
こ
か

ら｣
｢

ど
こ
へ｣

と
い
う
意
識
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
生
命
観
・
死
生
観
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。
日
本
独
特
の

自
然
観
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
稿
で
論
ず

る
こ
と
と
し
た
い
。

(

未
完)
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注

(

1)

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
江
戸
川
大
学
春
期
公
開
講
座
の
内
容
を
も
と
に

活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
史
料
は
、『

日
本
書
紀』

お
よ
び

『

万

葉
集』

は
古
典
大
系
本
を
、『

古
事
記』

は
思
想
体
系
本
を
、『

旧
約
聖
書』

は
新
共
同
訳
本
を
、『

延
喜
式』

は
国
史
大
系
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し

た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
を
適
宜
新
漢
字
に
換
え
、
動
詞
・
副
詞
は
か
な
標

記
に
変
更
す
る
な
ど
、
読
み
や
す
く
手
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
た
本
稿
は
研
究
史
の
総
括
に
触
れ
ず
、
史
料
を
忠
実
に
読
み
解
く
こ

と
に
専
念
し
た
。
そ
の
た
め
、
論
文
と
し
て
で
は
な
く
、
研
究
ノ
ー
ト
と

し
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

(

2)

紙
数
の
都
合
か
ら
本
稿
は
死
生
観
の
み
を
扱
い
、
自
然
観
は
次
稿
に
譲

る
こ
と
に
し
た
。
次
稿
で
は
自
然
観
と
宇
宙
観
を
扱
う
予
定
で
い
る
。

(

3)

ウ
ケ
ヒ
と
は
、
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
で
あ
る
、
と
い
う
類
型
の
占
い
で
あ
る
。

Ａ
と
Ｂ
の
間
に
論
理
的
な
関
係
性
は
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
例
え
ば
、

下
駄
を
放
り
投
げ
て
表
が
出
れ
ば
明
日
は
晴
れ
、
と
い
う
の
も
ウ
ケ
ヒ
の

一
種
で
あ
る
。
本
来

｢

表
が
出
る｣

こ
と
と

｢

晴
れ｣

る
こ
と
の
間
に
関

係
は
一
切
な
い
。

(

4)

歌
の
解
釈
は
古
典
大
系
本
の
補
注
に
従
う
。

(

5)
『

日
本
国
語
大
辞
典』

か
ら
抜
粋
引
用
す
る
。

語
源
説
�
息
が
な
く
な
る
の
意
の
シ
イ
ヌ

(

息
去)

の
義

[

日
本
語
源

学=

林
甕
臣]

。
シ
イ
ヌ
ル

(

息
逝)

の
義

[

松
屋
棟
梁
集]

。
�
サ
リ
ヌ

ル
の
反

[

名
語
記]

。
�
ス
ギ
イ
ヌ
ル

(

過
往)

の
義

[

名
言
通]

。
�
シ

ヲ
ル
ル
、
シ
ボ
ム
、
シ
ヒ
ル
の
義
と
通
じ
る

[

国
語
の
語
源
と
そ
の
分
類]

。

�
シ
は
〆
領
る
、
ヌ
は
歇
了
る
義

[

国
語
本
義]

。

(

6)

人
間
は
死
ん
で
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
日
本
書
紀
や
古
事
記
の
編
者
た
ち

は
一
義
的
に
確
定
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
推
定
し
て

い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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