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神
代
時
代
に
素
蓋
鳴
尊
が
馬
の
皮
を
剥
い
で
、
姉
神
に
あ
た
る
天
照
皇
大
神

の
機
織
場
に
投
げ
込
ん
だ
事
件
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
高
天
原
に
在

っ
て
、
天
の
下
を
治
め
て
お
ら
れ
た
大
神
は
、
そ
の
乱
暴
を
怒

っ
て
、
天
の
岩

戸
に
お
か
く
れ
に
な
り
、
た
め
に
天
地
こ
と
ご
と
く
暗
黒
。
神
々
は
岩
戸
の
前

の
天
安
河
原
に
参
集
、
善
後
対
策
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
，
大
神
の

再
出
馬
を
願
う
こ
と
に
衆
議

一
決
、
こ
こ
で
大
舞
踏
会
を
開
催
し
た
。
や
が
て

岩
戸
が
開
い
て
、
天
照
皇
大
神
が
現
わ
れ
、
大
八
洲
に
朝
陽
が
輝
き
わ
た
る
。

こ
れ
が
日
本
歴
史
の
序
幕
で
あ
る
。

投
げ
込
ま
れ
た
の
は
、
野
馬
の
皮
だ
ろ
う
。
そ
の
肉
は
、
安
河
原
会
議
の
あ

と
の
祝
宴
に

「
さ
く
ら
鍋
」
と
し
て
供
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
神
々
は
美
酒
を
酌

み
交
わ
し
、
鍋
を
つ
っ
つ
き
な
が
ら
、
夜
明
け
の
歌
を
唄
い
、
あ
け
ぼ
の
の
舞

を
ま
っ
た
。
こ
の
舞
踏
会
の
音
曲
や
役
振
り
に
関
し
て
は
、
わ
り
あ
い
と
詳
し

士
ロ

田

士
口（食

い
伝
承
が
あ
る
が
、
宴
の
献
立
に
つ
い
て
は
、
少
し
も
伝
わ

る
と

こ
ろ
が
な

い
。
或
る
者
は
説
を
立
て
、
馬
肉
鍋
を
国
花

。
桜
に
こ
と
よ
せ
て
さ
く
ら
鍋
と

称
ぶ
の
は
、
肇
国
議
会
の
宴
に
供
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
が
、
こ
れ
は
保
証

の
限
り
で
な
い
。
と
に
か
く
、
皮
と
肉
で
日
本
の
歴
史
が
開
幕
し
た
こ
と
は
、

笑
い
ご
と
で
な
く
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
ん
な
事
件
を
惹
き
起
し
た
素
蓋
鳴
尊
は
、
中
央
か
ら
追
放
さ
れ
て
出
雲
の

国
に
到
り
、
簸
の
川
の
ほ
と
り
に
幡
居
し
て
良
民
を
い
じ
め
て
い
た
八
岐
大
蛇

を
退
治
し
、
そ
の
体
内
か
ら
天
叢
雲
剣
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を
天
照
皇
大
神
に

献
じ
て
、
か
つ
て
の
乱
暴
を
謝
し
た
の
で
あ
っ
た
。

天
孫
民
族
は
、
南
方
か
ら
の
渡
来
だ
と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
蛇
退
治
は
お
家
の
芸
で
、
素
蓋
鳴
尊
の
蛇
料
理
の
腕
前
は
堂
に
入

っ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
ま
ず
蛇
の
肉
は
、
塩
と
南
蛮
と
で
「
む
ら
く
も
漬
」
と
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し
、
薬
用
に
な
る
内
臓
で
蛇
酒
を
作
り
、
ま
た
こ
れ
を
乾
燥
し
て
燻
製
と
し
た
。

皮
は
袋
物
に
仕
立
て
て
、
出
雲
の
国
神
の
女
に
贈

っ
た
。

そ
ん
な
縁
で
、
む

す
め
は
素
蓋
鳴
尊
に
嫁
し
、
や
が
て
大
国
主
命
を
生
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
む

ら
く
も
漬
の
ベ
ー
コ
ン
は
、
両
家
の
お
め
で
た
の
披
露
宴
に
、
オ
ー
ド
ブ
ル
と

し
て
出
さ
れ
た
。
末
永
く
と
い
う
縁
起
で
、
蛇
料
理
は
結
婚
式
に
は
好
箇
の
も

の
だ
が
、
今
で
は
材
料
不
足
と
コ
ス
ト
高
の
た
め
、
そ
ん
な
凝
っ
た
ま
ね
を
す

る
人
は
い
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
神
々
は
出
雲
に
参
集
す
る
慣
わ
し
と
な

り
、
毎
年
神
無
月

（
十
月
）
に
は
、
こ
こ
で
定
例
議
会
が
開
か
れ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

大
古
以
来
、
原
始
民
族
が
鳥
獣
魚
介
の
動
物
性
食
品
を
主
用
し
た
こ
と
は
、

世
界
共
通
の
現
象
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
、
夜
明
け
前
の
原
住
民
族
は
、
野
牛

野
馬
、
鹿
、
猪
な
ど
の
ほ
か
野
禽
類
を
狩
り
し
、
魚
や
貝
な
ど
を
漁

っ
て
い
た
。

そ
こ
へ
天
孫
民
族
が
渡

っ
て
来
て
、
い
わ
ゆ
る
高
天
原
開
発
法
と
い
う
農
耕
方

式
を
実
施
し
た
。
そ
の
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
共
を
平
げ

る

一
方
、
農
地
を
荒
ら
す
野
獣
の
掃
討
作
戦
を
行

っ
た
。
野
馬
な
ど
も
害
獣
の

一
種
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
処
理
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式

は
雑
穀
の
生
産
を
主
軸
に
進
め
ら
れ
た
が
、
国
の
中
心
が
大
和
に
移

っ
て
か
ら

は
、
諸
条
件
が
整
っ
て
、
こ
こ
に
米
作
重
点
の
豊
葦
原
瑞
穂
政
策
の
確
立
を
見

る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
頃
に
な
る
と
、
生
け
獲
ら
れ
た
野
馬
、
野
牛
な
ど
は
、
飼
い
馴
ら
さ
れ

て
役
畜
と
な
り
、
平
素
は
農
耕
に
従

っ
た
が

一
旦
緩
急
あ
る
時
は
軍
馬
と
な
り

火
牛
と
な
っ
た
。
天
孫
族
は
元
来
、
穀
食
を
慣
わ
し
と
し
て
い
た
と
見
え
、
原

則
と
し
て
畜
類
を
食
わ
な
い
建
て
前
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
慣
習
が

一
種
の
宗
教

観
と
な
り
、
古
来
、
カ
マ
ド
の
神
の
忌
む
と
こ
ろ
と
し
て
、
四
つ
足
の
肉
を
械

と
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
仏
教
の
伝
来
以
後
は
、
そ
の
風
習

が
戒
律
的
に
強
め
ら
れ
て
行

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肉
に
味
を
占
め
た
連

中
が
、
禁
制
を
犯
し
て
肉
食
に
走
る
の
で
、
為
政
者
は
良
俗
を
素
す
も
の
と
し

て
、
こ
れ
を
罰
す
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。

人
皇
二
十
九
代
欽
明
天
皇
の
時

（
五
五
二
）
に
仏
教
が
伝
来
し
、
肉
食
の
禁

令
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
聖
徳
太
子
の
仏
教
尊
崇
時
代
を
経
て
、
こ
れ
を

犯
す
者
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
旅
法
は
、
食
い
物
の
自

由
と
い
う
民
権
思
想
の
抵
抗
に
あ
い
、
い
つ
も
徹
底
し
な
か
っ
た
。

つ
い
で
、
人
皇
四
十
代
天
武
天
皇
の
時
に
、
ま
た
肉
食
禁
止
令
が
発
せ
ら
れ

た
。
こ
の
折
は
、
牛
馬
鶏
大
に
猿
が
加
え
ら
れ
た
。
猿
は
人
間
に
似
て
い
る
と

い
う
の
で
、
共
食
い
を
避
け
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。
こ
の
禁
令
は
対
象
が
主
に
家

畜
に
し
ぼ
ら
れ
た
の
で
、
牛
鍋
、
馬
刺
し

（馬
肉
の
刺
身
）
、
鶏
わ
さ
な
ど
が

食
え
な
く
な
っ
て
、
不
自
由
を
感
じ
た
者
も
い
た
ろ
う
け
れ
ど
、
猿
の
禁
止
は
、

漢
方
の
薬
屋
が
困
っ
た
だ
け
で
、　
一
般
の
人
達
は
痛
痒
を
感
じ
な
か
っ
た
。
熊

や
鹿
、
特
に
野
猪
が
自
由
で
あ
り
、
野
性
の
禽
鳥
が
枠
外
だ
っ
た
か
ら
、
山
く

じ
ら
鍋
や
あ
い
焼
き
な
ど
が
流
行
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

源
平
合
戦
が
終

っ
て
、
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
源
頼
朝
は
鎌
倉
に
幕
府
を

開
い
た
。
そ
の
翌
年
の
五
月
、
士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
、
富
士
の
裾
野
で
陸

軍
大
演
習
を
催
し
た
。
こ
れ
が
世
に
い
う
富
士
の
巻
狩
で
、
曽
我
兄
弟
の
仇
討

ち
な
ど
あ
っ
て
、
芝
居
で
有
名
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
並
ん
で
今
に
語
り
伝
え
ら

れ
る

「五
驚
職
乱
ぶ
親
蹴
鵡
則
蓼
」
の
物
語
が
あ
る
。

肉
食
盛
衰
記
に
よ
れ
ば
、

「勢
子
に
追
わ
れ
て
踊
り
出
ず
、
熊
と
も
紛
う
怪

獣
は
、
た
ぐ
い
稀
な
る
大
猪
、
‐け
に
百
歳
を
経
つ
ら
ん
か
、
甲
羅
は
む
げ
に
苔

蒸
し
て
、
限
に
流
星
の
光
あ
り
。
毛
は
山
姥
か
唐
獅
子
か
、
怒
れ
る
鼻
は
猪
八

戒
、
夜
叉
の
剣
を
食
み
た
る
か
、
二
本
の
牙
を
む
き
出
し
つ
、
帷
握
め
が
け
て

走
り
寄
る
。
大
将
頼
朝
下
知
す
れ
ど
、
並
い
る
産
下
の
兵
士
共
、
手
を
下
す
べ

そ
れ
か
ら
半
世
紀
、
北
条
執
権
の
時
、
鎌
倉
を
中
心
に
仏
教
の
大
流
行
を
見

る
に
至
り
、
当
時
十
二
宗
を
数
え
た
そ
の
中
に
お
い
て
親
鸞

（
一
一
七
三
―

一

二
六
二
）
が
浄
土
真
宗
を
開
い
て
、
僧
の
肉
食
妻
帯
の
禁
を
解
い
た
。
関
白

・

九
条
兼
実
の
女
を
妻
と
し
、　
″南
無
阿
弥
陀
仏
〃
を
唱
え
な
が
ら
門
徒
と
共
に

肉
を
絵
杯
た
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
異
端
で
あ
る
。
戒
律
無
視
の
悪
人
と
呼
ば

れ
、
章
々
た
る
非
難
を
あ
び
せ
ら
れ
た
が
、
彼
は
、
「善
人
往
生
す
、
況
ん
や
悪

人
お
や
」
と
い
つ
て
、　
一
向
に
相
手
と
し
な
か
っ
た
。　
一
向
宗
の
人
た
ち
の
食

べ
た
肉
は
、
せ
い
ぜ
い
魚
か
貝
で
、
豚

（
仏
陀
）
に
手
出
し
す
る
よ
う
な
こ
と

は
な
か
っ
た
。
肉
を
食
べ
た
悪
人
親
鸞
は
卒
寿

（
九
十
歳
）
を
得
て
大
往
生
を

と
げ
て
い
る
。

十
六
世
紀
の
半
頃
、
外
国
船
が
し
き
り
に
九
州

へ
来
航
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

・
ザ
ビ
エ
ル
が
薩
摩
に
来
て
、
天
主
教
を
伝
え
た
。
そ
の
頃
、
九
州
の
平
戸

ヘ

来
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
に
親
鸞
ま
が
い
の
悪
い
奴
が
い
て
、
貯
蔵
の
牛
肉

を
住
民
に
食
べ
さ
せ

「
キ
リ
ス
ト
の
信
者
に
は
、
か
か
る
美
味
を
味
わ
う
特
権

が
あ
る
」
と
い
っ
て
、
甘
食
を
も
っ
て
人
々
を
い
ざ
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

の
転
訛
で
当
時

「
フ
カ
」
と
称
ん
だ
牛
肉
を
、　
一
度
食
べ
た
連
中
は
病
み
つ
き

と
な
り
、
何
も
ワ
カ
ら
ず
洗
礼
を
受
け
、
つ
い
に
大
名
ま
で
が
牛
肉
教
の
信
者

と
な
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
い
わ
れ
る
者
の
多
く
は
、
こ
の
エ
サ
で
釣
ら

れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
。

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
中
で
の
牛
肉
通
は
高
山
右
近
で
あ
る
。
彼
は
近
江
牛
の

本
場

。
滋
賀
県
甲
賀
郡
の
出
身
で
、
そ
の
辺

一
帯
に
は
古
く
か
ら
和
牛
が
飼
わ

れ
、
肉
食
の
風
習
が
あ
っ
た
。

既
に
八
世
紀
の
終
り
の
頃
、
桓
武
天
皇

（
五

十
代
）
の
時
に

「伊
勢
、
近
江
、
美
濃
、
若
狭
、
越
前
、
紀
伊
等
の
百
姓
、
牛

を
殺
し
て
漢
神
に
祭
る
こ
と
を
断
た
し
む
」
と
い
う
甲
成
の
条
例
な
る
も
の
が

発
せ
ら
れ
た
は
ど
で
あ
っ
た
。

き
術
も
な
し
。
折
し
も
馬
上
の
忠
常
は
、
動
ず
る
色
の
更
に
な
く
、
南
無
八
幡

と
念
じ
つ
つ
、
馬
に
ハ
ッ
シ
と
鞭
あ
て
て
、
猪
め
が
け
て
突
き
進
む
。
ア
ワ
ヤ

農嗽「卸凱われ章だな騨拘け師ちっい詢〕議綱いは庫げは嚇７】』噺

「
ね
た
る
大
獣
は
、
血
し
ぶ
き
あ
げ
て
も
ん
ど
り
う
ち
、
谷
の
底
へぞ
ま
ろ
び

ケ一一『“̈い̈』］］一̈“̈〔風一風一嚇るヵ、州如んの一）一̈時̈一̈一

立
。
か
た
ず
を
呑
み
て
見
入
り
た
る
、
万
余
の
将
士
雀
躍
し
、
旗
指
物
を
打
ち

嚇
詢
は
計
曜
略
い
軸
れ
寝
動
御
け
詢
げ
嘲
“
一
録
は
囃
約
む
舞
諏
ば
）
帥
投
は

む
に
似
た
わ
け
り
。
暮
れ
行
く
森
に
風
立
ち
て
、
寝
ぐ
ら
へ
急
ぐ
幾
獄

、
か
た

み
に
声
拷
鋼
め
つ
つ
、
地
に
敷
く
草
は
露
の
な
て
、
こ
の
あ
り
さ
ま
に
心
惹
か

¨
一
¨
一
『
一
「
後
¨
轍
¨
一
一
一
い
呻
攣
『
』
』
一
一
一
¨
一
楓
『
一
¨
『

葉
の
香
と
共
に
、
風
に
流
る
る
鯉
の
ぼ
り
、
吹
き
て
流
れ
て
や
ま
ぬ
ご
と
、
語

り
伝
え
ん
末
の
世
ま
で
も
」
と
あ
る
。

富罐］いい“ヽ
罐詢】̈
け熟融嗽嚇酬裁躊か胸ば轍罐晴獅い鵠囀わ

つ狩醐鶴い時卸単蒙串蕨につ叶いに洵汁最いか資〓い」はＭ醐̈
は「雌

麓
自
生
の
野
蒜
の
た
れ
が
用
い
ら
れ
、
山
椒
の
葉
が
添
え
ら
れ
た
か
と
思
う
。

兵
士
達
は
数
々
の
獲
物
を
、
思
い
思
い
に
料
理
し
て
、
夜
の
白
む
ま
で
酒
を
酌

み
交
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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右
近
は
千
利
休
の
弟
子
で
、
当
代

一
流
の
茶
人
で
あ
っ
た
。
牛
肉
の
調
理
に

か
け
て
も
手
ぎ
わ
が
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
、
欧

州
人
と
の
つ
き
合
い
も
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
懐
石
風
に
洋
風
を
取
り
入

れ
た
彼
独
特
の
牛
肉
料
理
を
作

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
秀
吉
が
小
田
原
征
伐
に
赴
い
た
時
、
右
近
は
こ

れ
に
従

っ
た
。
小
田
原
攻
め
は
遊
山
気
分
で
、
各
武
将
も
手
持
ち
無
沙
汰
で
あ

っ
た
か
ら
、
蒲
生
氏
卿
や
細
川
忠
興
な
ど
、
食
い
し
ん
坊
の
茶
人
大
名
が
、
陣

中
見
舞
と
称
し
て
、
交
々
彼
の
舘
を
訪
ね
、
牛
肉
の
馳
走

に
あ
ず

か
っ
て
い

て
の
こ
と
だ

っ
た
。

豊
は
か
ら

ん

や

秀

吉

は
、
朝
鮮
到

る
。
彼
は

「
比
良
の
暮
雪
」
と
称
し
て
、
自
慢
の
南
京
赤
絵
の
大
盤
に
落
ち
松

葉
を
敷
き
、
上
等
の
霜
降
リ
ロ
ー
ス
を
山
の
形
に
盛
り
つ
け
、
ま
た

「堅
田
の

落
雁
」
と
称
し
て
、
太
葱
の
上
に
松
茸
を
切
っ
て
散
ら
し
、
こ
の
方
に
は
、
高

一麗
の
雲
鶴
青
磁
の
皿
を
使

っ
た
。
宇
治
の
玉
露
を
注
い
だ
染
付
け
の
煎
茶
茶
碗

の
底
に
、
か
す
か
に
十
字
が
窺
わ
れ
、
来
客
た
ち
は
、
ま
ず
、
こ
れ
を
押
し
戴

い
て
、
茶
を
喫
し
た
。

全
国
の
一
統
を
す
ま
せ
た
豊
臣
秀
吉
は
、
文
禄
の
役
を
起
し
て
朝
鮮
を
征
め

た
が
、
続
い
て
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）
再
征
の
軍
を
起
し
た
。
先
鋒
部
隊
長

と
し
て
命
を
受
け
た
加
藤
清
正
は
舶
備
相
衡
ん
で
、
そ
の
正
月
十
四
日
に
半
島

へ
上
陸
し
た
。
朝
鮮
は
和
牛
の
原
産
地
で
あ
り
、
牛
肉
の
本
場
で
あ
る
。
時
ま

さ
に
牛
肉
の
旬
に
あ
り
、
前
回
の
経
験
で
本
場
の
味
を
知

っ
て
い
た
清
正
は
、

ま
ず
、
牛
鍋
を
幕
下
に
賞
味
さ
せ
、
敵
前
上
陸
の
成
功
を
祝
う
と
共
に
、
こ
れ

か
ら
の
武
運
長
久
を
祈

っ
た
。
そ
の
後
、
清
正
は
八
道
を
蹂
婦
す
る
こ
と
年
余

猛
牛
の
如
き
勢
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
敵
を
撃
破
し
た
。
彼
は
常
に
牛
肉
を
食

べ
、
李
朝
白
磁
の
高
盃
に
球
磨
焼
酎
を
な
み
な
み
と
つ
い
で
あ
お
っ
て
い
た
。

た
だ

一
度
、
明
軍
の
た
め
に
蔚

１１‐
城
を
包
囲
さ
れ
、
兵
糧
つ
き
て
鼠
を
食
べ
た

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
イ
カ
モ
ノ
食
い
の
彼
は
、
ペ
ス
ト
に
も
な
ら
ず
、
至
極
健

康
で
、
混
う
と
こ
ろ
敵
な
く
、
常
勝
軍
の
名
を
は
し
い
ま
ま
に
し
た
っ
戦
斗
の

間
に
虎
退
治
に
も
励
み
、
各
地
で
虎
の
肉
も
食
べ
て
い
た
。

彼
は
、
内
地
に
在
る
親
分
の
太
閤
秀
吉
に
、
何
か
珍
味
を
贈
ろ
う
と
、常
々
心

に
か
け
て
い
た
が
、牛
肉
は
内
地
に
も
出
廻
っ
て
い
る
し
、
キ
ム
チ
（朝
鮮
漬
）
は

輸
送
の
間
に
味
が
変

っ
て
だ
め
。
そ
こ
で
、
自
分
が
獲

っ
た
虎
の
肉
が
よ
か
ろ

う
と
、
蒜
と
南
蛮
で
塩
漬
け
と
し
、
こ
れ
を
鉄
釉
竜
文
の
李
朝
の
■
に
入
れ
て
密

封
を
施
し
て
太
間
に
送

っ
た
。
竜
虎
相
博
つ
激
戦
の
模
様
を
大
閣
に
暗
示
す
る

気
持
と
、
凱
旋
し
て
か
ら
の
武
勇
談
の
裏
づ
け
に
し
よ
う
と
い
う
下
心
も
あ
っ

高山右近も使ったといわれる南京赤絵の大盤
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来
の
虎
の
肉

を
食
べ
て
死

ん
で
し
ま
っ

た
。
太
間
の

死
に
よ
り
、

大
陸
派
遣
軍

に
帰
還
命
令

が
下
り
、
前

後
七
年
に
亘

る
朝
鮮
征
伐

に
終
止
符
が

一　
打
た
れ
た
。

一　
清
正
は
、
鴨

緑
江
を
渡
り
、
長
城
線
を
突
破
し
、　
一
挙
に
明
都

・
北
京
を
攻
略
し
、
そ
こ
の

名
物

・
羊
肉
を
食

っ
て
ヤ
ロ
ウ
と
意
気
ご
ん
で
い
た
。
そ
の
夢
が
破
れ
て
、
地

団
駄
ふ
ん
で
く
や
し
が
っ
た
。
復
員
を
拒
む
清
正
を
、
派
遣
軍
総
司
令
官
小
早

川
秀
秋
が
納
得
さ
せ
に
か
か
っ
た
が
聞
き
入
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
手
を
つ
く
し

た
末
、
小
西
行
長
な
ど
の
説
得
が
効
を
奏
し
て
、
や
っ
と
矛
を
収
め
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。

前
後
二
回
の
朝
鮮
征
伐
は
、
明
の
神
宗
の
特
使
・沈
惟
敬
の
羊
頭
狗
肉
策
に
駅

弄
さ
れ
て
、
小
西
行
長
な
ど
は
戦
意
を
失
い
、
つ
い
に
有
耶
無
耶
に
終

っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
独
り
毅
然
と
し
て
初
志
を
曲
げ
な
か
っ
た
者
は

鎗

一
筋
の
肥
後
の
加
藤
清
正
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
清
正
は
、
時

雨
降
る
木
浦
の
浜
に
立
っ
て
、　
↑
フ
↑
フ
と
落
ち
る
涙
を
げ
ん
こ
つ
で
拭
き
、

秀
吉
の
死
を
悲
し
み
、
国
の
行
く
末
に
想
い
を
は
せ
た
。

秀
吉
の
死
因
に
つ
い
て
は
、
単
純
病
死
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
虎
肉
の

中
毒
説
が
有
力
で
あ
る
。
肉
食
獣
の
虎
は
猫
と
同
じ
く
旨
く
な
い
。
虎
は
死
し

て
皮
を
遺
し
鬼
に
揮
を
あ
て
が
い
、
猫
は
死
し
て
皮
を
留
め
三
弦
に
，ハ
チ
を
当

て
し
む
。　
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
相
場
で
あ
る
。　
だ
か
ら
、
古
来
の
肉
食
の
禁
制

に
、
猫
が
列
席
し
た
例
が
な
い
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
人
が
猫
を
食
べ
て
死
ん
だ

と
い
う
こ
と
も
間
か
な
い
。

秀
吉
の
死
去
は
、
慶
長
三
年
七
月
で
ぁ
る
か
ら
、
暑
い
さ
か
り
の
輸
送
途
中

に
、
虎
肉
が
腐
敗
し
て
い
た
と
か
、
ま
た
そ
の
時
の
大
間
の
食
い
合
わ
せ
が
悪

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
か
云
わ
れ
た
。
更
に
、
四
分
五
裂
の
豊
臣
内
閣
の
派
閥
政

争
の
中
に
、
清
正
の
失
脚
を
ね
ら
い
、
併
わ
せ
て
秀
吉
の
抹
殺
を
た
く
ら
む
者

が
い
て
、
虎
肉
に
毒
を
混
入
し
た
の
だ
、
と
い
う
見
方
も
あ
っ
た
。
い
や
そ
う

で
は
な
い
、
竜
の
甕
に
入
れ
た
虎
肉
が
、
秀
吉
の
腹
の
中
で
、
竜
虎
相
博
つ
激

斗
を
し
た
の
だ
、
と
い
う
痛
い
腹
を
さ
ぐ
る
珍
説
も
出
た
。
更
に
ま
た
、
大
明

を
征
服
し
て
、
そ
の
版
図
を
併
合
し
よ
う
と
い
う
大
そ
れ
た
野
望
を
も
っ
た
秀

吉
の

「
ト
ラ
ぬ
半
島

（版
図
）
の
皮
算
用
」
に
バ
チ
が
当

っ
た
の
だ
。
虎
は
猫

の
同
類
だ
も
の
、
と
い
う
奇
説
も
出
た
。
と
も
か
く
、
虎
肉
事
件
は
、
世
界
歴

史
の
転
回
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
た
も
の
と
云
っ
て
い
い
。

鎌
倉
末
期
の
徒
然
草
に
は
、
鷹
狩
の
記
事
が
、
二
、
三
あ
る
が
、
そ
の
中
の

一
話
に
、
雅
房
の
大
納
言
と
い
う
人
が
、　
生
き
犬

の
脚
を
切

っ
て
鷹
に
与
え

た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
飼
い
馴
ら
し
た
鷹
を
使

っ
て
野
鳥
を
捕
る
、
い
わ
ゆ

清正は李朝自磁の高盃で球磨焼酎をあおった。



る
鷹
狩

（
放
鷹
）
は
、
世
界
的
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
行
事
は
我

が
国
で
も
そ
う
と
う
昔
か
ら
あ

っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
上
方
の
公
卿
た
ち
が

花
鳥
風
月
を
友
と
し
、
詩
歌
管
絃
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
関
東
で

は
尚
武
の
風
と
し
て
鷹
狩
が
行
わ
れ
て
い
た
。

近
世
に
な
っ
て
、
徳
川
家
康
が
鷹
狩
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
江
戸

の
将

軍

は
四
代
家
綱
ま
で
、
こ
れ
を
見
習

っ
た
。
五
代
綱
吉
の
時
代
に
な
る
と
、
江
戸

の
住
民
の
間
に
、
大
を
食
う
風
習
が
高
ま
っ
て
、
千
代
田
城
の
門
前
で
、
犬
を

鰈
蹴
す
る
徒
輩
な
ど
が
横
行
し
た
た
め
、
愛
犬
家
の
綱
吉
は
た
ま
ら
ず
、
「
蟹
林

憐
み
の
令
」
を
出
し
て
殺
生
を
禁
じ
た
。
そ
の
た
め
、
放
鷹
の
行
事
も
元
禄
の

う
の
連
中
は
な
お
跡
を
絶
た
ず
、
殺
犬
の
罪
に
問
わ
れ
て
処
罰
さ
れ
た
者
も
多

か
っ
た
。

ゃ
が
て
、
犬
公
方
が
世
を
去
り
、
生
類
憐
み
の
令
は
消
え
た
。
吉
宗
が
八
代

将
軍
に
就
く
と
、
享
保
の
改
革
を
行
い
、
諸
政
を
刷
新
し
、
鷹
狩
を
復
活
す
る

と
共
に
、
獣
肉
の
自
由
化
を
実
現
し
た
。
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
、
医
家

・
香
川

修
徳
が

「獣
肉
篇
」
を
書
い
て
、
肉
食
礼
讃
を
し
た
の
で
、
肉
食
の
風
が
天
下

に
横
流
し
た
。
こ
の
行
き
過
ぎ
に
修
正
を
加
え
、
肉
を
食
う
の
も
ほ
ど
ほ
ど
に

せ
よ
、
と
主
張
す
る
の
が
伊
勢
貞
丈
で
、
そ
の
両
論
を
否
定
し
た
の
が
菜
食
論

者
の
太
田
錦
城
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
こ
の
論
戦
は
八
十
年
も
続
い
た
が
、
い

ま
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
吉
宗
が
八
代
将
軍
に
就
任
し
た
の
が
、
綱
吉
の
死
後
、
家
宣
、
家
継

の
二
代
を
経
た
と
は
い
え
七
年
目
で
あ
る
。
肉
食
お
う
と
い
う
人
た
ち
は
、
肉

公
方
の
出
現
を
よ
ろ
こ
ん
だ
が
、
幕
府
内
に
も
、
民
間
に
も
ま
だ
生
類
憐
み
の

思
想
と
信
奉
者
が
残

っ
て
い
た
の
で
、
吉
宗
は
こ
の
政
治
情
勢
の
分
析
か
ら
、

た
だ
ち
に
四
つ
足
に
走
ら
ず
、
家
祖

。
大
権
現
家
康
公
の
好
み
に
投
じ
て
、
鷹

狩
に
励
む
こ
と
に
し
た
。
吉
宗
の
鷹
狩
に
関
す
る
示
達
に
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

鷹
番
之
儀
、

由ド
今
相
止
め
申
候
。
然
る
上
は
村
中
の
者
共
弥
常
油
断
な
く

一
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上
、
又
々
、
鷹
番

一
々
申
付
け
る
者
也
。

享
保
六
年
七
月
。

で
も
、
羽
振
り
の
い
い
方
で
あ
っ
た
。

彦
根
の
牛
は
黄
毛
の
和
牛
で
、
朝
鮮
牛
を
改
良
し
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
、

古
く
か
ら
の
言
い
伝
え
で
、
赤
斑
牛
の
肉
は
食
べ
て
も
械
れ
な
い
、
と
い
わ
れ

て
い
た
の
で
、
彦
根
の
牛
は
赤
斑
午
だ
と
、
云
い
ぶ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
牛

は
当
時
大
津
牛
と
称
ば
れ
、
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
大
津
は
京
大

阪
の
入
り
口
を
拒
し
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
か
ら
、
牛
肉
の
集
散
地
と
な
っ

て
い
て
、
上
り
下
り
の
旅
人
の
、
懐
の
暖
い
者
は
養
生
肉
を
、
寒
い
者
は
大
津

絵
を
買

っ
て
生
産
と
し
た
。
大
津
牛
は
、
今
の
松
阪
牛
や
近
江
牛
の
古
い
称
び

名
で
あ
る
。

養
生
肉
は
、
そ
の
牛
の
背
肉
を
、
皮
つ
き
の
ま
ま
味
噌
漬
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
戦
時
食
糧
と
し
て
重
視
さ
れ
、
い
く
つ
も
の
大
樽
に
漬
け
た
牛

肉
が
、
彦
根
城
の
奥
深
く
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
年
来
、

養
生
肉
を
試
み
て
い
た
各
地
の
大
名
や
そ
の
家
臣
た
ち
が
、
牛
肉
の
味
を
知

っ

て
、
全
国
に
養
生
党
員
が
増
え
て
行
く
の
で
、
江
戸
の
彦
根
藩
邸
で
は
、
養
生

掛
り
の
士
を
お
い
て
、
各
大
名
に
頒
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

幕
末
に
直
弼
が
藩
主
に
な
っ
た
頃
の
日
本
は
、
百
家
争
鳴
、
上
下
を
あ
げ
て

国
論
が
沸
い
て
い
た
。
直
弼
は
僧
籍
に
あ
っ
た
た
め
か
、
あ
ま
り
牛
肉
を
好
ま

ず
、
養
生
肉
の
献
上
も
怠
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
或
る
時
殿
中
で
牛
肉
通
の
水
戸

烈
公
に
出
会
い
、
牛
肉
の
催
促
を
受
け
た
。
そ
の
時

「拙
者
は
殺
生
が
嫌
い
で

ご
ざ
る
」
と

ニ
ベ
も
な
く
断

っ
て
、
烈
公
を
立
腹
さ
せ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ

っ
て
か
ら
、
直
弼
は
召
さ
れ
て
大
老
に
就
任
し
、
対
米
英
仏
蘭
の
通
商
条
約
を

勅
許
を
候
た
ず
に
、
専
断
で
締
結
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、　
ニ
ク
イ
奴
と
は
思
っ

て
い
た
が
、
食
い
物
の
こ
と
で
烈
火
の
如
く
怒
る
の
は
ミ
ト
も
な
い
、
と
い
う

の
で
、
水
戸
方
も
耐
え
て
い
た
が
、
こ
ん
ど
は
許
す
わ
け
に
参
ら
ぬ
と
、
水
戸

の
浪
士
が
、
江
戸

へ
潜
入
、
直
弼
を
つ
け
ね
ら
い
、
万
延
元
年
二
月
二
日
、
桜

あ
と
さ
き
、

綱
吉
の
治
世

お
よ
そ
三
十

年
二
号

て

中

止

さ

れ

た
。
四
つ
足

は
お
ろ
か
、

野
鳥
ま
で
食

え
な
く
さ
れ

た
住
民
は
、

甚

だ

迷

惑

し
、
こ
の
将

軍
を

「犬
公

方
」
と
呼
ん

で
軽
ん
じ
た

が
、
犬
食
お

こ
の
高
札
は
、
当
時
、
江
戸
郊
外
の
諸
所
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
三
百
五

十
年
の
星
霜
を
経
て
、
原
文
に
や
や
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は

「鷹
番
役
を
今
日
か
ら
廃
止
し
、
野
生
の
禽
鳥
の
温
存
に
関
し
、
名
主
以
下
、

村
民

一
同
の
連
帯
責
任
を
中
し
渡
す
。
万

一
、
浮
鳥
な
ど
を
捕
え
る
不
心
得
者

が
あ
れ
ば
、
厳
重
に
取
り
調
べ
を
行
え
。
若
し
そ
れ
を
怠
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
な
ら
ば
、
村
民
全
体
の
落
度
と
み
な
し
、
又
、
又
、
鷹
番
の
申
し
付
け
を
行

う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。　
一
見
、
合
理
性
の
あ
り
そ
う
な
こ
の
制
度
は
、
実

は
描
に
鰹
節
を
預
け
る
結
果
と
な
り
、
却

っ
て
百
姓
た
ち
に
乱
獲
を
許
す
始
末

と
な
っ
た
。
高
札
に
次
の
落
首
が
貼
ら
れ
た
こ
と
な
ど
あ
っ
て
、
名
主
を
あ
わ

て
さ
せ
た
。

鷹
番
を
や
め
る
よ
し
む
ね
仰
さ
れ
て

と
く
に
な
る
か
は
見
ず
の
憂
き
鳥

鴨
な
ど
は
、
こ
う
し
て
特
権
階
級
の
専
用
と
さ
れ
、　
一
般
人
は
大

っ
び
ら
に

は
食
え
な
か
っ
た
。
犬
公
方
と
い
う
、
洒
落
た
あ
だ
名
を
考
案
し
た
江
戸

っ
子

は
、
鴨
が
食
え
な
い
腹
い
せ
に
、
こ
ん
ど
は

「葱
鴨
」
と
い
う
言
葉
を
発
明
し

た
。
徳
川
三
百
年
を
通
じ
て
、
肉
の
高
貴
と
さ
れ
た
鴨
は
、

高
い
位

に
お
か

れ
、
今
で
も
蕎
麦
屋
の

「鴨
な
ん
ば
ん
」
は
，
た
と
え
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
鶏
で
あ

っ
て
も
，
安
く
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
皇
室
に
は
鴨
猟
の
伝
統
が
あ
る
。

徳
川
時
代
の
牛
肉
党
の
主
班
は
、
近
江

一
帯
を
領
有
し
た
彦
根
藩
の
井
伊
家

で
あ
ろ
う
。
井
伊
家
は
、
元
和
二
年

（
一
六

一
六
）
直
孝
が
彦
根
藩
主
に
封
じ

ら
れ
て
か
ら
、
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
直
弼
が
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
、
三
百
数

十
年
に
亘
っ
て
、
牛
肉
を

「養
生
肉
」
と
称
し
て
、
将
軍
家
と
御
三
家

へ
献
上

し
た
。
食
い
物
の
怨
み
は
怖
い
反
面
、
そ
の
恩
恵
は
忘
れ
難
い
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
せ
い
か
、
彦
根
藩
は
将
軍
家
と
別
格
の
関
係
を
も
ち
、
代
々
掃
部
頭

（
大

番
頭
）
と
称
し
て
い
て
、
大
老
に
任
ぜ
ら
れ
る
人
も
多
く
、
譜
代
大
名
の
う
ち

虎の内は竜文の カメに入れ られて秀吉に  。
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