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論
者
は
以
前
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
目
指
し
た
神
話
的
世
界
観
に
つ
い

て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、
地
誌
と
い
う

制
約
の
な
か
で
、
複
数
の
記
事
の
連
繫
に
よ
っ
て
、
在
地
の
伝
承
と
中
央
の

文
献
に
記
さ
れ
た
神
話
と
を
互
い
に
利
用
し
つ
つ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
中
心
と

し
た
一
個
の
神
話
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を

示
し
た１
。
出
雲
臣
広
嶋
は
、
出
雲
国
内
の
行
政
単
位
地
名
を
、
自
ら
の
主
祭

神
で
あ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
も
と
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
で
、
令
制
下
に
お
け

る
自
家
復
権
の
神
話
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
改
め
て
『
出
雲
国
風
土
記
』
を
み
な
お
す

と
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
位
置
を
考
え
る
上
で
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
神
格
が
存
在

す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
熊
野
大
社
の
祭
神
・
熊
野
大
神
、
お
よ
び
出
雲
国
造

家
の
系
譜
上
の
遠
祖
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
と
同
神
と
思
わ
れ
る
ア
メ
ノ
フ
ヒ
で
あ

る
。
小
論
で
は
、
こ
の
二
神
の
存
在
に
留
意
し
た
上
で
、『
出
雲
国
風
土
記
』

に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
の
造
形
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

一　

熊
野
大
神
と
出
雲
国
造

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
中
に
は
、
大
神
と
称
さ
れ
る
四
柱
の
神
が
存
在
し
て

い
る
。
杵
築
大
社
に
鎮
座
す
る
「
所
造
天
下
大
神
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
、
野
城
社

に
鎮
座
す
る
野
城
大
神
、
佐
太
御
子
社
に
鎮
座
す
る
佐
太
大
神
、
そ
し
て
熊

野
大
社
に
鎮
座
す
る
熊
野
大
神
（
熊
野
加
武
呂
乃
神
）
と
い
っ
た
神
々
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
神
は
特
に
大
神
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
オ
ホ

ナ
ム
チ
以
外
の
三
神
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
中
で
一
・
二
の
伝
承
数
を
有

す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
う
ち
熊
野
大
神
は
、
鎮
座
す
る
社
の
社
格
が
、
オ
ホ
ナ
ム
チ

の
ほ
か
で
は
唯
一
大
社
と
さ
れ
て
い
る
点
、
注
意
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

熊
野
・
杵
築
の
両
大
社
の
神
戸
に
つ
い
て
記
し
た
意
宇
郡
出
雲
神
戸
条
に
は

「
伊
弉
奈
枳
乃
麻
奈
古
坐
、
熊
野
加
武
呂
乃
命
、
與i

五
百
津
鉏
々
猶
所w

取
々q
而
、
所p

造w

天
下q

大
穴
持
命y

」
と
あ
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
よ
り
上
位

に
あ
る
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
事
に
よ
れ
ば
、
熊

野
大
神
は
天
神
イ
ザ
ナ
キ
の
御
子
神
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
格
の
序
列
に
反
映

　

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
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し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
問
題
は
な
ぜ
熊
野
大
神
が
そ
の
よ
う
な
位

置
を
与
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

熊
野
大
神
、
お
よ
び
そ
の
鎮
座
す
る
熊
野
大
社
を
重
視
す
る
の
は
、『
出

雲
国
風
土
記
』
に
限
っ
た
傾
向
で
は
な
い
。『
延
喜
式
』
に
み
え
る
「
出
雲

国
造
神
賀
詞
」
に
お
い
て
は
、「
伊
射
那
伎
能
日
真
名
子
、
加
夫
呂
伎
熊
野

大
神
、
櫛
御
氣
野
命
、
国
作
坐
志
大
穴
持
命
、
二
柱
神
乎
始
天
、
百
八
十
六

社
皇
神
等
乎
」
と
出
雲
の
神
の
筆
頭
と
し
て
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
神

が
出
雲
国
造
の
祭
祀
対
象
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。

　

出
雲
国
造
と
熊
野
大
神
の
結
び
つ
き
の
強
さ
は
、
中
央
の
文
献
か
ら
も
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。『
日
本
書
紀
』
斉
明
五
年
の
記
事
に
は
、「
是
歳
、

命w

出
雲
國
造a

修w

嚴
神
之
宮z

」
と
あ
る
。
こ
の
「
神
之
宮
」
に
つ
い
て
は
、

後
文
に
「
於
友
郡
」（
意
宇
郡
）、「
言
屋
社
」（
風
土
記
の
揖
屋
社
）
と
い
っ
た

地
名
・
社
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、『
出
雲
国
風
土
記
』
が
意
宇
郡
熊
野
山

に
存
在
し
た
と
記
す
、
原
熊
野
大
社
で
あ
る
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、『
令
義
解
』
に
は
、「
天
神
」
と
し
て
「
伊
勢
。
山

城
鴨
。
住
吉
。
出
雲
国
造
斎
神
等
類
是
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
「
地

祇
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
神
の
中
に
「
出
雲
大
汝
神
」
の
名
が
み
え
る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
で
「
天
神
」
と
さ
れ
、「
出
雲
国
造
斎
神
」
と
称
さ
れ
て
い
る

の
は
熊
野
大
神
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
九
世
紀
初
期
に

あ
っ
て
も
、
中
央
に
お
い
て
、
出
雲
国
造
の
祀
る
神
イ
コ
ー
ル
熊
野
大
神
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
結

び
つ
き
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
傾
向
は
後
世
に
ま
で
受
け
継
が
れ
、
国
造
の
襲
職
儀
礼
で
あ
る
火
継

神
事
や
、
年
毎
の
収
穫
祭
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
古
伝
新
嘗
祭
の
際
に
は
、

出
雲
国
造
が
杵
築
か
ら
熊
野
大
社
に
赴
く
き
ま
り
で
あ
っ
た
。
う
ち
古
伝
新

嘗
祭
は
後
に
祭
場
を
神
魂
神
社
、
さ
ら
に
杵
築
大
社
へ
と
移
し
た
が
、
神
器

の
燧
臼
燧
杵
は
熊
野
大
社
で
造
ら
れ
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
現
在
に
至
る
ま
で
出
雲
国
造
家
と
熊
野
大
社
と
は
並
々
な
ら
ぬ
親
縁
関

係
を
持
ち
続
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
熊
野
大
神
に
つ
い
て
、
夙
に
井
上
光
貞
氏
は
、
古
代
出
雲
に
お
け
る

東
西
の
勢
力
対
立
を
想
定
し
、
そ
の
東
部
勢
力
（
後
の
出
雲
国
造
）
の
古
い
氏

神
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
出
雲
国
造
の

結
び
つ
き
は
中
央
神
話
を
受
け
て
の
二
次
的
な
も
の
で
、
こ
の
氏
の
祖
が
本

来
的
に
奉
祀
し
て
い
た
の
は
熊
野
大
神
で
あ
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る２
。
こ
の

井
上
説
を
嚆
矢
と
し
、
上
田
正
昭３
氏
、
三
谷
栄
一４
氏
、
瀧
音
能
之５
氏
と
い
っ

た
諸
氏
に
よ
っ
て
も
、
熊
野
大
神
の
原
像
に
つ
い
て
、
意
宇
を
拠
点
と
し
た

出
雲
国
造
の
祖
が
奉
祀
し
て
い
た
神
と
み
る
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
論
者

も
ま
た
そ
の
立
場
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
熊
野
大
神
は
『
出
雲
国
風
土
記
』

で
「
加
武
呂
乃
神
」（
出
雲
神
戸
条
）、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
「
加
夫
呂
伎
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
カ
ム
ロ
は
祖
神
の
意
と
解
さ
れ６
る
こ
と
か
ら
も
、
熊

野
大
神
は
元
来
氏
の
祖
神
と
し
て
奉
祀
さ
れ
て
い
た
神
格
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
祭
祀
対
象
と
し
て
加
わ
っ
た
経
緯
・
背
景
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
る
が
、
出
雲
氏
（
国
造
家
）
の
勢
力
の
伸
長
に
伴
う
後
次
的
な
祭

祀
関
係
で
あ
る
と
い
う
見
方
自
体
は
、
井
上
説
以
来
の
通
説
と
な
っ
て
い

る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
重
視
し
つ
つ
も
、
熊
野
大
神
を

よ
り
上
位
に
置
く
の
は
、
後
者
が
往
時
の
出
雲
氏
に
と
っ
て
の
主
祭
神
で

あ
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
神
格
の
造
形
に
つ

い
て
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
い
ず
れ
も
国
造
家
の
祭
神
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
記
事
上
の
神
話
世
界
を
収
斂
す
る
役
を
担
わ
さ
れ
た
の
が
、
な
ぜ

氏
の
祖
神
熊
野
大
神
で
な
く
オ
ホ
ナ
ム
チ
で
あ
っ
た
の
か
。
論
者
は
そ
の
手

が
か
り
が
、
祭
祀
者
と
し
て
の
出
雲
国
造
の
特
異
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
先
に
ふ
れ
た
火
継
神
事
を
も

と
に
、
次
節
で
検
討
し
て
み
た
い
。

二　

御
杖
代
と
し
て
の
出
雲
国
造

　

火
継
神
事
は
、
出
雲
国
造
の
襲
職
儀
礼
で
あ
る
。
伝
来
の
宝
物
で
あ
る
燧

臼
燧
杵
に
よ
っ
て
神
火
を
鑽
り
だ
し
、
新
国
造
は
そ
の
火
で
調
理
し
た
食
物

を
神
と
共
食
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
造
の
職
を
継
承
す
る
の
で
あ
る
。
火
継

神
事
と
い
う
名
称
は
、
あ
た
か
も
こ
の
儀
礼
の
目
的
が
神
火
を
得
る
こ
と
自

体
に
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
あ
く
ま
で
本
義
は
共
食
に
よ
る

神
人
合
一
に
あ
る
。
神
と
の
共
食
に
よ
り
霊
威
を
受
け
継
ぐ
儀
式
と
い
う
点

で
、
わ
れ
わ
れ
は
大
嘗
祭
と
の
類
似
性
に
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朝

廷
の
儀
礼
と
し
て
、
大
嘗
祭
に
類
似
し
た
新
嘗
祭
が
毎
年
お
こ
な
わ
れ
た
の

に
対
し
、
出
雲
国
造
家
で
は
火
継
神
事
に
類
似
し
た
古
伝
新
嘗
祭
と
い
う
儀

礼
が
毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、
興
味
深
い
一
致
を
み
せ
て
い
る
。

　

火
継
神
事
の
具
体
的
な
内
実
を
知
る
資
料
と
し
て
は
、
万
治
三
年
に
お
こ

な
わ
れ
た
千
家
尊
光
国
造
の
神
事
を
詳
細
に
記
録
し
た
、
平
岡
孝
昌
筆
『
国

造
殿
御
火
継
記
録
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
該
書
は
平
井
直
房
氏
の
著
書
『
出
雲

国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
神
火
を

御
つ
ぎ
神
と
御
一
体
ニ
被p

為p

成７
」
と
い
う
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
じ
く
平
井
氏
の
著
書
に
翻
刻
さ
れ
た
、
佐
草
自
清
筆
『
媒
家
伝
之

神
書
』（
万
治
三
年
）
は
、
国
造
家
の
三
火
の
祭
（
火
継
神
事
・
古
伝
新
嘗
祭
、

元
旦
の
天
火
祭
）
に
つ
い
て
詳
述
し
た
資
料
だ
が
、
そ
こ
に
も
「
此
三
火
を

う
け
て
こ
そ
、
大
神
一
躰
共
、
又
ハ
穂
日
命
一
躰
共
申
す
な
れ
、
出
雲
に
神

な
し
、
国
造
を
以
神
と
す
と
い
へ
り
、
神
秘
妙
８々
」
な
ど
と
あ
る
。
同
じ
著

者
の
手
に
よ
る
『
出
雲
国
系
譜
考
』（
貞
享
三
年
）
に
も
、「
出
雲
無p

シ

神
、

以w

テ

国
造q

ヲ

為p

ス

神q

ト

焉
、
嗚
呼
宜q ナ
ル

矣
哉
、
其
言q ト
ヤ

乎
、
所e

以
為w

ル

大
神
之
御

杖
代q

也９
」
と
説
か
れ
、
出
雲
国
造
を
神
の
依
り
代
「
御
杖
代
」
と
み
る
思

想
が
在
地
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
平
岡
家
は
千
家
方
の
、
佐
草
家

は
北
島
方
の
、
そ
れ
ぞ
れ
上
官
と
い
う
位
置
に
あ
り
、
代
々
の
火
継
神
事
に

奉
仕
し
て
き
た
と
い
う
家
柄
で
あ
る
。
右
の
記
述
も
当
然
思
い
つ
き
な
ど
で

は
な
く
、
故
実
を
踏
ま
え
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
以
下
は
、
未
刊
の
史
料
に
よ
っ
た
も
の
だ
が
、
い
く
つ
か
示
唆
に

富
む
報
告
が
あ
る
。
平
井
直
房
氏
は
、
佐
草
自
清
筆
『
出
雲
自
清
公
随
筆
』

（
元
禄
七
年
）
の
「
杵
築
大
社
御
供
儀
式
」
の
項
に
み
え
る
本
殿
内
上
段
の
間

で
の
献
饌
の
図
に
言
及
し
、「
こ
れ
に
よ
る
と
御
神
体
を
奉
安
す
る
御
内
殿

と
酋
供
さ
れ
た
神
饌
の
中
間
に
国
造
の
座
が
置
か
れ
、
御
内
殿
と
国
造
に
向

け
て
献
饌
さ
れ
る
形
が
と
ら
れ
て
い
るＡ
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
千
家
和

比
古
氏
は
、
千
家
国
造
家
日
記
『
寛
文
十
二
壬
子
記
』
中
に
、
本
殿
内
で
の

神
と
国
造
の
座
配
に
つ
い
て
、「
一
般
的
な
御
祭
神
│
神
饌
│
国
造
と
い
う

関
係
で
は
な
く
、
御
祭
神
│
国
造
│
神
饌
」
と
い
う
位
次
で
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
紹
介
し
、「
国
造
は
御
祭
神
に
背
を
向
け
て
御
箸
を
と
っ
た
こ
と
に

な
り
、
国
造
が
大
神
に
か
わ
っ
て
、
大
神
と
し
て
行
為
す
る
御
杖
代
の
姿
を

そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
るＢ
」
と
説
い
て
い
る
。
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杵
築
大
社
の
宮
司
職
を
代
々
務
め
る
出
雲
国
造
は
、
単
に
司
祭
者
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
神
の
依
り
ま
し
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国
造

就
任
以
来
、
汚
穢
に
触
れ
ず
、
死
者
の
弔
い
も
禁
じ
ら
れ
、
常
に
聖
火
で
調

理
さ
れ
た
斎
食
し
か
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
が
科
さ
れ
た

の
も
、
そ
の
神
聖
性
を
保
持
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
ろ
う
。
火
継
神
事

は
、
意
味
的
に
は
霊ひ

継
ぎ
神
事
と
い
い
換
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

　

前
述
の
よ
う
な
神
事
の
記
録
は
、
い
ず
れ
も
近
世
以
降
の
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
み
え
る
国
造
像
が
風
土
記
成
立
段
階
ま
で
遡
れ
る
の
か
ど
う
か
、
問

題
は
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
垂
迹
と
い
う
思
想
は
、
中
近
世
に
な
っ
て
一
朝

一
夕
に
生
ま
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
御
杖
代
と
し
て
の
出
雲

国
造
の
姿
は
、
千
家
、
北
島
両
氏
に
共
通
し
て
お
り
、
出
雲
氏
分
家
の
相
当

に
以
前
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
出
雲
国
造
が
そ
の
新
任
に
際
し
て
奏
上
す
る
「
出
雲
国
造
神

賀
詞
」
の
内
容
か
ら
も
、
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
祝
詞

は
全
体
を
三
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
第
一
段
は
「
出
雲
國
々

造
姓
名
、
恐
美
恐
美
毛
申
賜
久
」
と
語
り
出
さ
れ
、
斎
事
の
意
義
と
そ
の
厳
粛

な
状
況
が
述
べ
ら
れ
た
後
、「
朝
日
能
豊
栄
登
爾
、
伊
波
比
乃
返
事
能
、
神
賀
吉

詞
、
奏
賜
波
久
登
奏
。」
と
結
ば
れ
る
。
祭
祀
者
で
あ
る
出
雲
国
造
は
、「
神
賀

吉
詞
」、
つ
ま
り
天
皇
を
祝
福
す
る
神
々
の
声
を
聞
き
、
そ
の
言
葉
の
ま
ま

に
奏
上
す
る
、
い
わ
ば
神
意
の
媒
介
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
み
て
と
れ

る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
引
用
句
を
導
く
「マ
ヲ
シ
タ
マ
ハ
ク

申
賜
久
」
と
い
う
語
句
も
ま
た
、
神
意
の
媒
介

者
と
し
て
の
出
雲
国
造
の
姿
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
マ
ヲ

シ
タ
マ
ハ
ク
は
、
動
詞
マ
ヲ
ス
に
補
助
動
詞
タ
マ
フ
（
四
段
活
用
）
を
附
し
、

体
言
化
し
た
形
（
い
わ
ゆ
る
ク
語
法
）
と
理
解
さ
れ
る
。
四
段
活
用
で
あ
れ
ば
、

こ
の
タ
マ
フ
は
動
作
の
主
体
を
高
め
る
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
天
皇

へ
の
祝
詞
奏
上
を
い
う
の
に
、
国
造
が
自
敬
表
現
を
使
う
の
は
不
自
然
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
山
田
孝
雄
氏
は
、
他
の
『
延
喜
式
』

祝
詞
に
み
え
る
マ
ヲ
シ
タ
マ
ハ
ク
の
例
が
、
い
ず
れ
も
「
天
皇
我
御
命
爾
以
氐
」

「
天
皇
我
御
命
以
氐
」「
天
皇
我
御
命
爾
坐
」「
皇
御
孫
命
御
命
以
」「
皇
御
孫
尊

能
御
命
以
弖
」
な
ど
、「
天
皇
の
命
に
よ
り
て
」
と
い
う
意
の
語
句
を
受
け
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
「
奏
上
す
る
人
の
詞
で
は
無

く
、
天
皇
の
白
さ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
」
と

み
た
上
で
、
神
賀
詞
の
当
該
例
に
つ
い
て
は
「
国
造
が
主
體
と
し
て
奏
す
に

非
ず
し
て
神
の
奏
さ
し
め
給
ふ
も
の
で
あ
り
、
国
造
が
神
の
賀
詞
を
神
慮
の

ま
ゝ
に
奏
上
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
て
ゐ
るＣ
」
と
の
見
解
を

示
し
た
。
卓
見
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
言
上
・
奏
上
を
お
こ
な
う
意
で
用
い

ら
れ
る
マ
ヲ
シ
タ
マ
フ
に
つ
い
て
は
、
主
格
に
対
す
る
敬
意
を
含
ん
で
い
な

い
場
合
が
多
いＤ
と
さ
れ
、
式
祝
詞
で
の
用
例
に
つ
い
て
も
「
独
特
の
用
法
」

「『
申
す
』
を
一
層
鄭
重
に
し
た
形Ｅ
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
いＦ
。
し

か
し
、
こ
と
ク
語
法
で
引
用
句
を
形
成
す
る
例
に
つ
い
て
は
、
山
田
氏
の
説

く
通
り
、
神
・
天
皇
と
い
っ
た
尊
貴
な
存
在
を
奉
じ
、
そ
の
言
葉
の
ま
ま
に

言
上
す
る
、
と
い
う
文
脈
中
で
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
る
。
神
賀
詞
の
当
該

例
「マ
ヲ
シ
タ
マ
ハ
ク

申
賜
久
」
に
お
け
る
タ
マ
フ
は
、
や
は
り
尊
敬
の
補
助
動
詞
と
し
て
機

能
し
て
お
り
、
そ
の
敬
意
は
、
発
言
者
が
奉
じ
、
代
弁
し
て
い
る
存
在
へ
向

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
造
の
行
為
と
し
て
の
言
上
に
つ
い
て

「
神
の
御
心
の
ま
ま
に
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
に
は
」
と
い
う
意
を
含
み
表
現
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す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

神
賀
詞
を
奏
上
す
る
国
造
は
、
自
ら
が
祭
る
神
と
共
に
あ
り
、
そ
の
神
の

言
葉
を
自
ら
の
口
で
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
を
身
に
宿
し
、

神
に
口
を
貸
し
て
い
る
状
態
と
い
え
る
。
後
世
、
御
杖
代
と
称
さ
れ
る
祭
祀

者
の
姿
は
、
こ
こ
に
す
で
に
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

熊
野
大
神
と
オ
ホ
ナ
ム
チ

　

こ
こ
か
ら
は
、
神
の
依
り
代
と
し
て
の
出
雲
国
造
の
姿
を
ふ
ま
え
、
彼
ら

に
と
っ
て
の
旧
来
の
祭
神
・
熊
野
大
神
と
、
主
祭
神
・
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
ど
の

よ
う
な
関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
二
神
が
列
記
さ
れ
る
意
宇
郡
出
雲
神
戸
条
の
記
事
を
中
心
に
、
検
討

を
す
す
め
て
み
た
い
。

○
出
雲
神
戸　

郡
家
南
西
二
里
廾
歩
。
伊
弉
奈
枳
乃
麻
奈
古
坐
、
熊
野
加

武
呂
乃
命
、
與i

五
百
津
鉏
々
猶
所w

取
々q

而
、
所p
造w
天
下q

大
穴
持

命h

二
所
大
神
等
依
奉
、
故
云w

神
戸z

　

こ
の
意
宇
郡
出
雲
神
戸
条
で
の
熊
野
大
神
は
「
熊
野
加
武
呂
乃
神
」
と
称

さ
れ
て
い
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
カ
ム
ロ
は
祖
神
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る

と
思
わ
れ
、
三
谷
栄
一
氏
は
「
偉
大
な
食
物
の
神
、
穀
霊
を
持
つ
祖
神Ｇ
」
と

こ
の
神
を
意
味
づ
け
て
い
る
。
熊
野
大
神
の
神
性
に
食
糧
神
・
穀
神
と
し
て

の
面
が
あ
る
こ
と
は
、
先
学
の
多
く
が
唱
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
記
事

で
は
そ
の
面
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
島
根
郡
朝
酌
郷
条
に
、
こ
の
神

が
詔
し
て
朝
夕
の
食
事
の
た
め
に
必
要
な
物
資
を
提
供
す
る
五
つ
の
部
の
居

住
地
を
定
め
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
中
の
熊

野
大
神
は
「
櫛
御
気
野
命
」
と
い
う
名
を
持
ち
、
こ
の
名
義
は
「
奇
御
食
主
」

す
な
わ
ち
食
物
の
霊
神
と
解
さ
れ
るＨ
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
熊
野
大
神
が
、
食

糧
神
と
し
て
の
信
仰
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
、

出
雲
神
戸
条
で
の
熊
野
大
神
も
ま
た
そ
の
信
仰
の
上
に
立
つ
も
の
と
み
て
誤

り
あ
る
ま
い
。

　

一
方
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、「
五
百
津
鉏
々
猶
所w

取
々q

而
、
所p

造w

天
下q

大
穴
持
命y

」
と
い
う
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
文
脈
に
従
う
限
り
、
多
く
の

ス
キ
を
手
に
と
っ
て
、
と
い
う
描
写
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
天
下
で
の
国
造
り

の
一
側
面
を
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
と
と
れ
る
。
ス
キ
が
農
具
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
耕
作
に
つ
な
が
る
農
業
神
ら
し
い
表
現
で
国
造
り
の
作
業
を
表
現

し
た
も
の
と
一
般
的
に
と
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
るＩ
。
そ
し
て
こ
こ
で
記
さ

れ
た
農
業
神
と
い
う
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
は
、
食
糧
神
で
あ
る
熊
野
大
神
の
神

性
と
通
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

注
意
さ
れ
る
の
は
、
先
に
み
た
熊
野
大
神
の
「
熊
野
加
武
呂
乃
神
」
と
い

う
名
が
、『
出
雲
国
風
土
記
』
中
で
は
、
国
造
り
の
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
列
記

さ
れ
る
こ
の
部
分
以
外
に
は
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
祖
神
の
意
を
含
み
持
つ
「
熊
野
加
武
呂
乃
神
」
と
い
う
名
が
、
国
造
り

の
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
の
対
比
の
上
で
意
味
を
持
つ
名
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

は
い
ま
い
か
。
つ
ま
り
こ
の
条
に
は
、
農
耕
と
い
う
要
素
を
媒
介
と
し
て
、

食
糧
神
で
あ
り
祖
神
で
あ
る
上
位
の
神
（
熊
野
大
神
）
を
奉
じ
て
活
動
す
る
、

国
造
り
の
神
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
文
字
通
り
祭
祀
を
前
提
と
し
た
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
）
を

お
こ
な
う
神
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
で
あ
る
。
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加
藤
義
成
氏
は
、
火
継
神
事
な
ど
の
基
盤
と
な
っ
た
「
熊
野
杵
築
両
大
社

と
、
こ
れ
を
祭
る
国
造
家
と
の
信
仰
関
係
」
に
つ
い
て
、「
熊
野
大
神
は
出

雲
最
高
の
食
糧
神
で
あ
り
、
大
穴
持
命
は
、
そ
の
御
霊
を
奉
じ
て
食
糧
生
産

を
中
心
と
す
る
国
造
り
を
す
る
神
と
し
て
国
造
に
祭
ら
れ
る
神
」
で
あ
っ
た

と
説
い
たＪ
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
い
う
神
格
が
、
出
雲
国
造
に
よ
っ
て
「
祀
ら
れ

る
神
」
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
上
位
の
神
を
自
ら
「
祀
る
神
」
で
も

あ
っ
た
と
と
ら
え
た
こ
の
見
解
は
示
唆
に
富
む
。

　

ま
た
、「
祀
る
神
」
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
は
、『
古
事
記
』
に
お
い

て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
神
の
も
と
に
海
上
か
ら
依
り
来
た
御
諸
山

の
神
は
、
国
造
り
に
と
も
に
あ
た
る
条
件
と
し
て
、「
能
治w

我
前q

者
、
吾

能
共
與
相
作
成
」
と
述
べ
、「
伊-w

都-
岐-
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上q

」
と
自

ら
の
祭
祀
を
求
め
る
。
実
際
に
御
諸
山
の
神
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
祀
っ
た
こ
と

を
示
す
記
述
は
な
い
が
、
国
造
り
が
無
事
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
展
開
か

ら
推
し
て
、
祭
祀
自
体
は
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
中
央
神
話
の
記
事
で
あ
る
が
、『
出
雲
国
風
土
記
』
が
「
所

造
天
下
大
神
」
を
描
く
に
あ
た
り
、
中
央
神
話
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
を

積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
旧
稿Ｋ
で
も
触
れ
た
と
お
り
で
あ

る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
祖
神
を
奉
じ
て
活
動
す
る
オ
ホ
ナ
ム

チ
像
が
造
形
さ
れ
る
素
地
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

るＬ
。

　

で
は
出
雲
国
造
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
、
祖
神

を
「
祀
る
神
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
出
雲
国
風
土

記
』
の
神
話
世
界
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
。
論
者
は
そ
こ
に
、
オ
ホ

ナ
ム
チ
を
祭
祀
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
祭
祀
を
お
こ
な
う
者
、
つ
ま

り
司
祭
者
と
し
て
の
自
ら
の
姿
を
投
影
す
る
存
在
と
し
て
描
い
て
い
こ
う
と

す
る
、
編
纂
者
・
出
雲
国
造
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
石
母
田
正
氏
が
意
宇
郡
出
雲
神
戸
条
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ

い
て
「
五
百
の
鋤
を
も
ち
得
る
階
層
、
こ
の
労
働
要
具
と
技
術
を
動
員
し
得

る
階
級
は
、
古
代
に
お
い
て
王
＝
族
長
層
以
外
に
あ
り
得
な
いＭ
」
と
し
て
、

農
業
神
と
い
う
姿
の
ほ
か
、
共
同
体
を
支
配
し
、
代
表
す
る
「
王
＝
族
長
」

の
姿
を
み
て
取
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
論
者
は
、
古
い
祭
政
一
致
の
時
代
の

支
配
者
層
、具
体
的
に
は
国
造
制
時
代
の
出
雲
国
造
の
姿
が
、「
五
百
津
鉏
々

猶
所w

取
々q

而
所p

造w

天
下q

」
と
称
え
ら
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
に
反
映
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。国
造
に
「
朝
廷
の
直
臣
と
し
て
、国
々

に
あ
っ
て
祖
神
を
祭
る
意Ｎ
」
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
見
方
を
よ
り
後
押
し
す

る
で
あ
ろ
う
。
出
雲
国
造
が
、
元
来
、
熊
野
大
神
を
主
た
る
祭
祀
対
象
と
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
一
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
熊
野
大
神
を
奉
じ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
に

は
、
か
つ
て
熊
野
大
神
を
主
祭
神
と
し
て
奉
じ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
を
お
こ
な
っ

た
、
往
時
の
出
雲
国
造
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
論
者
は
み
る
。
オ

ホ
ナ
ム
チ
は
国
造
に
よ
っ
て
現
実
に
「
祀
ら
れ
る
神
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

自
ら
「
祀
る
神
」
と
し
て
も
神
話
中
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
祀

り
、
祀
ら
れ
る
神
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
出
雲
の
祭
祀
王
で
あ
り
か
つ
後
世
に

も
「
御
杖
代
」
と
し
て
の
姿
を
残
す
、
出
雲
国
造
の
姿
を
保
証
す
る
神
話
的

根
拠
と
し
て
の
意
義
を
担
わ
さ
れ
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

と
こ
ろ
で
、
国
造
の
姿
の
投
影
と
し
て
の
「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
で
あ

れ
ば
、
な
ぜ
国
造
家
の
系
譜
上
の
始
祖
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
を
そ
の
位
置
に
置
い
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て
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
話
世
界
を
構
成
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
を
呈
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
事
実
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
は
、
ア
メ

ノ
ホ
ヒ
を
中
心
と
し
た
神
話
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
中
央
神
話
で
の
両
神
の
担
わ
さ
れ
た
役
割
の
違

い
に
起
因
す
る
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
確
か
に
中
央
神
話

で
出
雲
国
造
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
活
動
は

と
い
う
と
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
第
九
段
本
文
お
よ
び
一
書
第
二
と

い
っ
た
諸
伝
で
、
記
す
経
緯
に
違
い
を
み
せ
つ
つ
も
、
天
上
か
ら
派
遣
さ
れ

オ
ホ
ナ
ム
チ
の
傘
下
に
入
る
と
い
う
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ

の
神
話
上
の
活
動
は
こ
れ
に
尽
き
る
と
い
っ
て
よ
く
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
伝
承

量
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
。
ま
た
、
出
雲
在
地
に
お
い
て
も
、
ア
メ
ノ
ホ

ヒ
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
神
を
祀
る
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
二
社
（
能

義
郡
天
穂
日
命
神
社
、
神
門
郡
塩
冶
日
子
命
御
子
焼
大
刀
天
穂
日
子
命
神

社
）
が
み
え
る
の
み
で
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
出
雲
国
風
土
記
』

に
み
え
な
い
社
で
あ
るＯ
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
本
来
、
出
雲
地
方
に
お
い
て
確
固

た
る
信
仰
基
盤
を
有
し
て
は
お
ら
ず
、
出
雲
国
造
と
の
系
譜
関
係
も
後
次
的

な
も
の
で
あ
っ
たＰ
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

新
た
な
神
話
作
り
の
上
で
は
、
重
要
な
前
提
と
し
て
「
既
存
の
『
神
話
』

の
力
を
保
持
、
利
用
し
、
そ
の
上
に
独
自
の
主
張
を
の
せ
て
ゆ
くＱ
」
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
神
話
的
基
盤
は
脆

弱
で
あ
っ
た
。『
出
雲
国
風
土
記
』
が
、
そ
の
神
話
世
界
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の

も
と
に
収
斂
し
て
い
く
か
た
ち
で
構
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
中
央
神
話

（
主
に
記
）
で
の
こ
の
神
の
長
大
な
活
躍
と
、
在
地
で
の
信
仰
基
盤
に
支
え
ら

れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
出
雲
国
造
に
つ
な
が
る
始

祖
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
造
新
任
に
際
し
て
の
奏
上
物
と

い
う
性
質
上
、
中
央
の
神
話
体
系
に
拠
っ
た
内
容
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
。
内
容
的
に
も
一
種
の
氏
文
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

中
央
神
話
体
系
上
の
遠
祖
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
功
績
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と

を
重
視
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
地
誌
で
あ
る
『
出
雲
国
風
土
記
』

で
は
、
氏
族
の
出
自
を
こ
と
さ
ら
に
記
す
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
「
祀
り
、

祀
ら
れ
る
神
」
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
造
形
の
上
で
、「
祀
る
神
」
で
あ

る
遠
祖
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
、
逆
に
扱
い
の
難
し
い
存
在
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

意
宇
郡
屋
代
郷
条
の
「
天
乃
夫
比
命
」
が
、
名
を
み
せ
な
が
ら
も
何
ら
の
活

動
も
し
な
い
「
登
場
さ
せ
た
よ
う
な
さ
せ
な
い
よ
う
な
か
た
ちＲ
」
を
示
す
記

事
の
あ
り
よ
う
に
は
、
系
譜
上
の
遠
祖
で
あ
る
以
上
無
視
は
で
き
ず
、
さ
り

と
て
そ
の
存
在
を
強
調
も
で
き
ぬ
、
と
い
う
国
造
家
の
逡
巡
が
み
え
隠
れ
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四　

律
令
制
下
の
出
雲
国
造

　

前
節
に
お
い
て
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
熊
野
大
神
と

の
関
係
の
な
か
で
、「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
と
し
て
姿
を
み
せ
て
い
る
と

述
べ
た
。
そ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
上
位
に
あ
っ
て
、
具
体
的
な
活
躍
譚
を
ほ
と

ん
ど
も
た
な
い
熊
野
大
神
は
、
か
つ
て
の
出
雲
氏
の
主
祭
神
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
マ
ツ
リ
ゴ
ト
を
お
こ
な
う
者
と
し
て
の
姿
を
投
影
す
る

た
め
の
、
観
念
的
な
祖
神
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、『
古
事
記
』
の
ア
マ
テ
ラ
ス
で
あ
る
。
こ

の
神
が
高
天
原
の
至
上
神
・
皇
祖
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
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ろ
ん
だ
が
、
祭
祀
者
と
し
て
の
巫
女
と
し
て
の
性
格
が
み
て
と
れ
る
こ
と

も
、
松
村
武
雄Ｓ
氏
以
来
の
定
説
と
い
っ
て
よ
い
。
松
本
直
樹
氏
は
、
八
百
万

神
と
の
関
係
の
な
か
で
卓
越
し
た
祭
祀
能
力
を
示
す
ア
マ
テ
ラ
ス
に
、
神
々

の
力
を
得
て
国
家
を
安
泰
に
治
め
続
け
る
天
皇
の
祖
先
と
し
て
の
姿
を
み
い

だ
し
たＴ
。
祭
祀
王
と
し
て
の
天
皇Ｕ
は
、
祀
る
神
と
し
て
描
か
れ
た
ア
マ
テ
ラ

ス
の
姿
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
も
ま
た
、
祭
祀
者
と
し
て
の
出
雲
国

造
の
姿
を
保
証
す
る
意
図
で
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
、
出
雲
国
造
家
の
主
宰
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
と
も

に
「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
と
し
て
の
面
を
有
す
る
こ
と
は
、
第
二
節
で
触

れ
た
、
皇
室
と
国
造
家
の
祭
儀
の
類
似
と
あ
わ
せ
て
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
現
象
面
で
の
類
似
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
、
関
係
等
の
推

考
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
以
下
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
造
形

の
意
図
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

祭
祀
を
司
り
、
神
を
身
に
よ
せ
る
出
雲
国
造
は
、
極
言
す
れ
ば
出
雲
国
に

現
実
に
存
在
す
る
「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
で
あ
っ
た
。
出
雲
国
造
は
、
そ

の
自
ら
の
姿
を
支
え
る
根
拠
を
求
め
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
い
う
神
の
も
つ
既
存

の
神
話
や
信
仰
を
受
け
と
め
、
司
祭
者
と
し
て
の
自
氏
の
姿
を
投
影
し
た
神

話
を
新
た
に
編
む
こ
と
を
志
向
し
た
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
出
雲
国

風
土
記
』
の
神
話
世
界
は
、
時
間
的
、
空
間
的
、
系
譜
的
に
、
オ
ホ
ナ
ム
チ

を
軸
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
が
熊
野
大
神
と
の
関
係
の
な
か

で
、「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
と
し
て
姿
を
み
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
ホ
ナ

ム
チ
の
も
と
へ
と
収
斂
さ
れ
た
神
話
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
現
実
の
出
雲
国
造

の
も
と
へ
と
観
念
の
な
か
で
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
出
雲
国
内
の
祭
祀
を
司
る
、
国
造
と
し
て
の
現
在
の
地
位

を
保
証
す
る
こ
と
の
み
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
。
論
者
は
、
出
雲
氏
の
復

権
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

　

か
つ
て
の
国
造
制
の
も
と
で
は
、
諸
国
の
国
造
は
祭
事
を
司
る
を
職
と
し

な
が
ら
、
そ
の
国
の
政
治
も
執
り
お
こ
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
国

司
（
国
宰
）
の
派
遣
、
お
よ
び
令
制
国
の
画
定
に
よ
り
、
国
造
の
地
方
官
と

し
て
の
存
在
価
値
は
大
き
く
減
衰
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
律
令

制
下
に
お
い
て
国
の
支
配
権
を
失
っ
た
国
造
は
、
祭
祀
に
専
念
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
出
雲
国
造
は
、
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
務
し
、

ま
た
本
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
三
親
等
以
内
の
親
族
に
よ
る
同
一
郡
で
の
郡
司

連
任
を
許
さ
れ
る
な
どＶ
、
他
の
令
制
下
の
国
造
に
比
べ
て
格
別
の
処
遇
を
受

け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
国
造
制
下
に
お
い
て
も
令
制

一
郡
程
度
を
管
掌
範
囲
と
し
た
他
の
国
造
と
異
な
り
、
出
雲
国
造
は
令
制
一

国
に
あ
た
る
広
域
を
管
掌
範
囲
と
し
て
い
た
存
在
で
あ
る
。
実
質
的
な
管
掌

範
囲
の
減
少
に
、
出
雲
国
造
家
は
家
門
の
衰
微
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
か
つ

て
国
造
制
下
で
出
雲
一
国
を
統
べ
、
マ
ツ
リ
ゴ
ト
を
お
こ
な
っ
た
過
去
に
対

し
て
憧
憬
に
近
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
カ
ム
ロ
（
祖
神
）
の
名
を
持
つ
神
を
奉
じ
、

国
造
り
の
神
と
し
て
活
動
す
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
は
、
ま
さ
に
そ
の
国
造
制

下
に
お
い
て
マ
ツ
リ
ゴ
ト
を
お
こ
な
っ
た
、
い
に
し
え
の
国
造
の
姿
と
通
う

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
当
国
風
土
記
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
像

は
、
意
宇
で
熊
野
大
神
を
奉
じ
て
い
た
往
時
の
国
造
の
姿
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
、
出
雲
の
祭
祀
王
た
ろ
う
と
す
る
現
在
の
国
造
の
理
想
形

を
投
影
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
論
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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『
出
雲
国
風
土
記
』
の
地
名
起
源
説
話
が
、
律
令
制
下
の
行
政
単
位
地
名

に
偏
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
荻
原
千
鶴Ｗ
氏
が
説
い

て
い
る
。
全
体
的
に
は
和
銅
の
官
命
に
み
え
る
要
求
事
項
に
忠
実
な
作
り
を

と
り
な
が
ら
、「
山
川
原
野
の
命
号
の
所
由
」
を
記
す
と
い
う
要
求
に
必
ず

し
も
合
致
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
え
て
自
然
地
名
で
な
く
、
行

政
区
画
単
位
を
重
視
し
た
編
纂
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
そ
の
地
名
は
オ
ホ
ナ

ム
チ
の
も
と
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
風
土
記
編
纂
時
に
お
け

る
、
現
在
の
令
制
下
の
出
雲
国
は
、
神
話
世
界
の
な
か
で
、
出
雲
国
造
自
ら

の
理
想
形
を
投
影
し
た
神
・
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
小
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
令
制
下
に
お
け
る
自
家
復
権
の
神
話
を
構

築
し
よ
う
と
い
う
出
雲
国
造
の
意
図
は
、「
祀
り
、
祀
ら
れ
る
神
」
と
し
て

描
か
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
を
通
し
て
も
確
認
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

記
し
、
結
び
と
し
た
い
。

註（
１
）　

拙
稿
「『
出
雲
国
風
土
記
』
の
世
界
│
『
所
造
天
下
大
神
』
と
中
央
神
話
│
」

（『
古
代
研
究
』
三
七
、
二
〇
〇
四
）

（
２
）　

井
上
光
貞
「
国
造
制
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
六
〇
│
一
一
、
一
九
五
一
）

（
３
）　

上
田
正
昭
『
日
本
神
話
（
岩
波
新
書
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
一
三
二

〜
一
三
四
頁

（
４
）　

三
谷
栄
一
『
日
本
神
話
の
基
盤
』（
塙
書
房
、
一
九
七
四
）
七
二
頁
、
一
〇

七
頁

（
５
）　

瀧
音
能
之
『
出
雲
国
風
土
記
と
古
代
日
本
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
四
）
二
五

四
頁

（
６
）　

秋
本
吉
郎
校
注
、
日
本
古
典
文
學
大
系
『
風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
）

一
〇
九
頁
頭
注
二
〇

（
７
）　

平
井
直
房
『
出
雲
国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』（
大
明
堂
、
一
九
八
九
）
八

二
頁

（
８
）　

平
井
前
掲（
７
）一
一
八
頁

（
９
）　

平
井
前
掲（
７
）一
三
六
頁

（
10
）　

平
井
前
掲（
７
）三
八
五
頁

（
11
）　

千
家
和
比
古
「
出
雲
大
社
と
祭
祀
│
そ
の
祭
主
、
出
雲
国
造
の
祭
儀
│
」（
上

田
正
昭
編
『
古
代
を
考
え
る　

出
雲
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）
一
九
五
頁

（
12
）　

山
田
孝
雄
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
義
解
』（
出
雲
大
社
教
教
務
本
庁
、
一
九
六

〇
）
六
六
〜
六
七
頁

（
13
）　

有
坂
秀
世
『
国
語
音
韻
史
の
研
究
』（
三
省
堂
、
一
九
五
七
）
四
五
九
頁

（
14
）　

青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
二
〇
〇
〇
）
一
七
五
頁
。「
白
賜

部
止
宣
」（「
廣
瀬
大
忌
祭
」）
に
つ
い
て
の
語
釈
。

（
15
）　

マ
ヲ
ス
に
四
段
活
用
の
タ
マ
フ
が
附
さ
れ
た
語
法
は
式
祝
詞
に
散
見
す
る

が
、
う
ち
「
伊
勢
大
神
宮
」（
二
年
祈
年
六
月
十
二
月
月
次
祭
）
祝
詞
に
み
え

る
「
申
給
久
止
申
」
に
つ
い
て
、
武
田
祐
吉
氏
は
、「
タ
マ
フ
を
謙
譲
語
と
し
て
、

申
す
の
を
ゆ
る
し
て
い
た
だ
く
の
意
に
使
っ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、「
こ
の

場
合
の
タ
マ
フ
は
、
下
二
段
活
用
に
な
り
、
タ
マ
ハ
の
形
は
な
い
の
だ
が
、
四

段
活
に
准
じ
て
タ
マ
ハ
ク
と
い
う
と
見
え
る
」（
日
本
古
典
文
學
大
系
『
古
事

記　

祝
詞
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
、
四
三
九
頁
頭
注
五
）
と
説
い
て
い
る
。

ま
た
『
万
葉
集
』
巻
十
八
・
四
〇
九
四
の
大
伴
家
持
歌
に
は
「
陸
奥
の　

小
田

な
る
山
に　

黄
金
あ
り
と　

申
し
給
へ
れ
」（
傍
線
論
者
）
と
あ
り
、
こ
の
マ

ヲ
シ
タ
マ
フ
に
つ
い
て
伊
藤
博
氏
は
「『
た
ま
ふ
』
の
本
質
は
不
明
。
卑
者
に

つ
け
る
語
で
、
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
意
か
」（『
万
葉
集
全
注　

巻
第
十
八
』

有
斐
閣
、
一
九
九
二
、
一
四
三
頁
）
と
解
し
て
い
る
。
家
持
歌
の
例
に
顕
著
な

よ
う
に
、
マ
ヲ
シ
タ
マ
フ
を
謙
譲
表
現
と
と
ら
ね
ば
解
釈
上
難
が
生
じ
る
例
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
マ
ヲ
ス
に
四
段
活
用
の
タ

マ
フ
が
附
さ
れ
た
す
べ
て
の
例
の
解
釈
に
還
元
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
尊

敬
の
補
助
動
詞
タ
マ
フ
自
体
が
上
代
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
マ
ヲ
ス
＋
タ
マ

フ
の
語
法
に
つ
い
て
も
、
個
々
の
用
例
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
を
詳
細
に
検
討
し

た
上
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　

三
谷
前
掲（
４
）五
五
頁
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（
17
）　

加
藤
義
成
『
修
訂　

出
雲
国
風
土
記
参
究
』（
松
江
今
井
書
店
、
一
九
八
一
）

一
二
一
頁

（
18
）　

植
垣
節
也
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』（
小
学
館
、
一

九
九
七
）
一
四
七
頁
頭
注
一
五

（
19
）　

加
藤
義
成
『
修
訂　

風
土
記
時
代
の
出
雲
』（
松
江
今
井
書
店
、
一
九
六
二
）

一
二
九
頁

（
20
）　

拙
稿
前
掲（
１
）

（
21
）　

三
谷
栄
一
氏
は
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
熊
野
大
神
が
「
櫛
御
気
」
と
称

さ
れ
、
ま
た
大
和
の
大
物
主
神
が
「
櫛

玉
」
と
称
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

「
極
め
て
類
似
的
性
格
を
現
わ
す
神
名
」
で
「
い
ず
れ
も
飯
食
物
の
意
味
を
表

わ
す
農
耕
に
霊
威
を
示
す
守
り
神
を
意
味
し
て
い
た
」
と
説
き
、
そ
こ
に
両
神

を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
出
雲
国
造
家
の
意
図
を
み
た
（
前
掲
書
注
４　

二
六

四
頁
）。
そ
の
両
神
が
そ
れ
ぞ
れ
記
と
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
オ
ホ
ナ
ム
チ
に

よ
っ
て
奉
ぜ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
。

（
22
）　

石
母
田
正
『
日
本
古
代
国
家
論　

第
二
部
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
一

一
二
頁

（
23
）　

加
藤
前
掲（
19
）一
二
五
頁

（
24
）　

神
名
帳
に
み
え
る
塩
冶
日
子
命
御
子
焼
大
刀
天
穂
日
子
命
神
社
に
つ
い
て

は
、
風
土
記
記
載
の
不
在
神
祇
官
社
・
塩
冶
社
の
昇
格
し
た
も
の
と
み
ら
れ
な

く
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
神
名
の
「
焼
大
刀
」
の
次
の
文
字
に
つ
い
て
、
九
条

家
本
・
武
田
本
は
「
火
」、
吉
田
家
本
は
「
大
」（「
火
」
と
傍
書
）
と
記
し
て

お
り
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
に
類
す
る
神
名
は
古
写
本
に
は
み
え
な
い
。
石
塚
尊
俊
氏

の
報
告
（『
式
内
社
調
査
報
告　

第
二
十
一
巻
』
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九

八
三
、
六
九
四
〜
六
九
五
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
御
子
焼
大
刀
天
穂
日
子
命
」

と
い
う
定
説
化
し
た
校
訂
自
体
に
疑
問
が
存
し
て
い
る
。
こ
の
社
で
の
ア
メ
ノ

ホ
ヒ
奉
祀
は
、
既
に
神
名
帳
記
載
当
時
に
お
い
て
も
疑
わ
し
い
と
い
え
る
。

（
25
）　

井
上
実
「
与
え
ら
れ
た
神
『
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
命
』」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀

要
』
二
八
、
一
九
八
一
）

（
26
）　

松
本
直
樹
『
古
事
記
神
話
論
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
三
）
二
七
頁

（
27
）　

神
田
典
城
『
日
本
神
話
論
考　

出
雲
神
話
篇
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
）

七
〇
頁

（
28
）　

松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究　

第
二
巻
』（
培
風
館
、
一
九
五
五
）
五
五

九
〜
五
六
四
頁

（
29
）　

松
本
前
掲（
26
）　

第
八
章

（
30
）　

赤
坂
憲
雄
『
結
社
と
王
権
』（
作
品
社
、
一
九
九
三
）
二
五
〜
三
七
頁

（
31
）　
『
続
日
本
紀
』
巻
一
、
文
武
二
年
三
月
条
参
照

（
32
）　

荻
原
千
鶴
「『
出
雲
国
風
土
記
』
の
地
名
起
源
叙
述
の
方
法
」（『
太
田
善
麿

先
生
追
悼
論
文
集　

古
事
記
・
日
本
書
紀
論
叢
』
群
書
、
一
九
九
九
）

※　

小
論
で
引
用
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
お
よ
び
『
延

喜
式
』
祝
詞
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
學
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ

た
。
た
だ
し
便
宜
上
常
用
漢
字
に
改
め
、
割
注
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

新　

刊　

紹　

介

武
川
忠
一
著

『
窪
田
空
穂
研
究
』

　

本
書
は
、
窪
田
空
穂
の
短
歌
に
つ
い
て
の
、
著

者
の
二
十
五
編
の
論
や
エ
ッ
セ
イ
を
一
冊
に
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
関
心
は
、「
空
穂
の
短

歌
と
は
な
に
か
」
か
ら
「
窪
田
空
穂
と
は
な
に
も

の
か
」
に
ま
で
至
ろ
う
と
し
て
い
る
。
空
穂
の
短

歌
を
多
く
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
歌
が
詠
ま
れ
た

と
き
の
空
穂
を
取
り
巻
く
状
況
、
そ
し
て
短
歌
を

支
え
る
空
穂
の
歌
論
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
そ

れ
ぞ
れ
の
短
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
鋭
く
切
り
込

ん
で
い
る
。
ま
た
、
青
年
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て

の
空
穂
の
歌
風
と
歌
論
の
変
遷
が
た
ど
れ
る
よ
う

な
論
の
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
空
穂
の
短
歌
に
お

け
る
「
気
分
」「
根
性
」
と
は
な
に
か
を
明
ら
か
に

し
、
加
え
て
、
歌
人
と
し
て
の
空
穂
と
、
古
典
研

究
に
従
事
す
る
学
究
と
し
て
の
空
穂
に
論
は
及
ぶ
。

　

そ
し
て
古
典
研
究
に
お
い
て
「
作
意
の
機
微
に

迫
り
、
そ
れ
を
共
有
す
る
喜
び
は
、
自
身
の
作
歌

の
喜
び
や
苦
し
み
と
通
底
」
す
る
と
結
ぶ
。
空
穂

の
歌
風
と
歌
論
の
変
遷
を
た
ど
る
の
に
最
適
の
書

で
あ
る
と
言
え
る
。

（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月　

雁
書
館　

Ａ
５
判　

四

五
五
頁　

税
込
七
〇
〇
〇
円
） 

〔
白
旗
千
尋
〕


