
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
と
建
国
神

原
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
と
四
・
五
世
紀
史
序
説

大
　
内
　
建
　
彦
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一
　
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
爵
チ
神
話
の
原
像

　
こ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
は
、
日
本
神
話
の
う
ち
で
も
、
海
幸
山
幸
神
話
と

と
も
に
最
も
多
く
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
代
表
格
に
属
す
と
い
え
よ
う
。

こ
の
ヲ
ロ
チ
神
話
は
、
近
代
以
降
に
限
っ
て
も
、
早
く
E
・
S
・
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド

に
よ
っ
て
広
く
世
界
に
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型

神
話
の
一
類
型
と
さ
れ
、
以
後
、
松
村
武
雄
、
大
林
太
良
な
ど
多
く
の
神
話
研
究

者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
1
）
。
こ
の
話

型
に
関
し
て
は
、
広
い
意
味
で
伝
播
説
が
有
力
で
あ
る
か
に
み
え
る
も
の
の
、
自

生
説
、
あ
る
い
は
自
生
説
プ
ラ
ス
伝
播
に
よ
る
付
加
要
素
を
認
め
る
混
合
説
ま
で

多
様
で
あ
り
、
未
だ
は
っ
き
り
と
は
決
着
を
み
て
い
な
い
。
伝
播
系
統
論
に
た
つ

大
林
太
良
は
ヲ
ロ
チ
神
話
中
の
神
剣
要
素
を
重
視
し
、
隣
接
諸
民
族
の
類
例
の
分

析
を
通
じ
て
、
こ
の
神
話
が
鉄
剣
文
化
の
流
入
に
と
も
な
い
、
中
国
江
南
か
ら

南
朝
鮮
を
経
て
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
み
る
具
体
的
な
系
統
論
を
展
開
し

た
（
2
）
。
妥
当
な
見
解
と
し
て
首
肯
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
周
く
知
ら
れ
る
ヲ
ロ
チ
型
神
話
が
、
更
に
昔
話
の
レ
ヴ
ェ
ル

に
ま
で
比
較
資
料
が
押
し
広
げ
ら
れ
る
に
い
た
り
、
こ
の
話
型
は
文
化
差
歴
史

画
に
関
係
な
く
、
汎
世
界
的
に
濃
密
に
分
布
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ

た
（
3
）
。
こ
う
し
た
過
程
で
、
時
間
的
空
間
的
制
約
か
ら
と
き
は
な
た
れ
て
、
広

く
比
較
研
究
へ
の
道
が
開
か
れ
て
き
た
一
方
で
、
そ
の
あ
お
り
を
う
け
て
、
こ
の

古
代
神
話
と
し
て
の
ヲ
ロ
チ
神
話
は
か
え
っ
て
、
解
明
さ
る
べ
き
重
要
な
問
題
点

を
拡
散
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
に
み
え
る
。
神
話
の
背
後
に
ひ
そ
む
そ
の
形
成
の
プ

ロ
セ
ス
と
、
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
あ
る
固
有
の
歴
史
的
意
義
の
解
明
や
跡
づ
け
が
、

巨
視
的
で
無
時
間
的
な
比
較
研
究
の
か
な
た
に
置
き
忘
れ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
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る
。
古
代
神
話
に
固
有
の
語
り
の
構
造
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
伝
承

一
般
に
還
元
解
消
さ
れ
た
諸
要
素
が
、
た
だ
横
な
ら
び
に
比
較
さ
れ
る
に
ま
か
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
、
神
話
上
ペ
ア

ー
を
な
す
ア
マ
テ
ラ
ス
と
が
、
体
系
神
話
内
へ
と
参
入
し
た
の
は
最
も
新
し
く
、

記
紀
成
立
の
最
終
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
と
い
っ

て
い
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
神
話
の
主
人
公
た
る
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
に
し
て
か
ら
が
、

よ
り
本
来
的
に
そ
の
位
置
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
も
含
め
て
、
根
底
的

な
問
を
発
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
問
い
か
け
が
久
し
く
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
神
話
に
関
す
る
本
格
的
な
研

究
は
目
下
た
な
ざ
ら
し
の
状
況
に
あ
る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
上
述
の
よ
う
な
散
漫
な
稀
薄
化
し

た
研
究
方
法
に
歯
止
め
を
か
け
、
神
話
の
形
成
過
程
に
確
固
た
る
歴
史
的
契
機
の

導
入
を
試
み
た
、
三
品
彰
英
を
は
じ
め
と
す
る
広
畑
輔
雄
、
西
嶋
定
生
ら
の
中
国

古
典
籍
に
拠
る
研
究
で
あ
る
（
護
）
。
中
で
も
最
も
新
し
く
こ
の
ヲ
ロ
チ
神
話
に
と

り
組
ん
だ
西
嶋
は
、
漢
の
斬
蛇
剣
説
話
と
そ
の
宝
器
に
ま
つ
わ
る
性
格
が
、
わ
が

国
の
草
薙
剣
の
出
現
説
話
を
め
ぐ
る
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
と
す
る
三
品
説
を
継

承
し
、
更
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
草
薙
剣
が
皇
位
の
象
徴
た
る
レ
ガ
リ
ア
と
し
て

定
礎
意
義
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
自
ら
を
漢
王
朝
に
擬
し
た
天
武
朝
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
以
後
こ
の
レ
ガ
リ
ア
を
核
に
聖
な
る
鉄
剣
出
現
の
説
話
が
上
記
の
斬
蛇
剣
説

話
を
転
借
翻
案
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
と
認
取
し
、
ヲ
ロ
チ
神
話
の
形
成
過
程
を

あ
ざ
や
か
に
論
証
し
て
み
せ
た
（
5
）
。
ヲ
ロ
チ
の
体
内
か
ら
発
見
さ
れ
る
剣
を
三

種
の
宝
器
の
一
翼
を
な
う
神
璽
の
剣
と
し
て
、
聖
な
る
王
権
の
象
徴
と
し
て
仕
立

て
上
げ
る
べ
く
、
漢
の
高
祖
の
斬
蛇
剣
型
説
話
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
こ
の
草
薙
剣

出
現
伝
承
は
想
案
さ
れ
、
記
紀
体
系
神
話
内
に
最
終
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
み

る
す
ぐ
れ
た
見
解
だ
が
、
こ
れ
で
問
題
の
全
て
が
解
決
し
え
た
訳
で
は
な
い
。
先

述
の
ス
サ
ノ
ヲ
像
に
関
す
る
根
本
的
な
疑
義
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
ヲ
ロ
チ
神

話
に
揺
起
す
る
建
国
神
話
と
し
て
の
側
面
が
ま
だ
解
決
す
べ
き
重
要
な
命
題
の
一

つ
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
か
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
既
に
上
で
関
短
し
た
よ
う
な
認
識
を
示
し
つ
つ
、
三
品
は
そ
の
神
話
全

体
の
構
想
や
そ
の
形
成
過
程
に
、
先
の
西
嶋
と
は
別
に
、
鋭
い
疑
問
を
投
げ
か
け

て
い
る
。
彼
は
こ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
原
初
形
態
を
、
神
と
巫
女
と
の
祭

儀
を
土
台
と
し
た
素
朴
な
神
婚
神
話
と
み
な
し
た
上
で
、
ω
こ
の
ヲ
ロ
チ
神
話
は
、

記
紀
編
纂
者
サ
イ
ド
の
添
加
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
②
こ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
課

に
含
ま
れ
る
神
剣
要
素
は
、
建
国
神
話
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
記
紀
神
話
の

最
重
要
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
か
つ
㈹
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
剣

の
奉
献
の
部
分
は
最
終
的
な
添
加
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
三
つ
の
大

き
な
疑
点
に
括
り
出
し
た
（
6
）
。
彼
特
有
の
素
朴
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
高
度
な

も
の
へ
と
い
う
神
話
形
成
の
諸
段
階
論
は
さ
て
お
き
、
彼
が
こ
の
神
話
を
制
作
者

と
し
て
の
大
和
サ
イ
ド
の
新
し
い
造
作
と
み
、
そ
の
う
ち
の
神
剣
要
素
を
建
国
神

話
と
は
不
可
分
の
必
須
要
素
と
し
て
捉
え
、
建
国
神
話
へ
の
目
配
り
を
は
ず
し
て

い
な
い
点
で
、
さ
す
が
に
鋭
い
指
摘
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
以
下
の

分
析
と
も
深
く
か
か
わ
る
の
で
、
早
く
に
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
が
そ
の
ヲ
ロ
チ
神
話
と

の
類
似
に
気
づ
き
引
用
し
た
、
『
捜
神
記
』
に
記
さ
れ
た
福
建
省
の
寄
の
伝
承
と
、

三
品
が
こ
の
草
薙
剣
の
出
現
を
語
る
ヲ
ロ
チ
神
話
に
、
漢
の
高
祖
の
毒
蛇
剣
伝
承
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の
投
影
を
認
め
た
当
の
『
漢
書
』
や
『
史
記
』
の
伝
承
を
、
三
品
の
紹
介
文
か
ら

借
り
て
掲
出
し
て
お
こ
う
。

　
束
越
国
里
中
郡
（
福
建
省
）
庸
北
山
の
大
蛇
に
土
地
を
荒
さ
れ
、
住
民
は
殺
さ

　
れ
る
。
牛
馬
を
牲
に
す
る
が
効
果
が
な
い
。
大
蛇
は
夢
や
巫
祝
を
通
じ
て
十
二
、

　
三
歳
の
少
女
を
要
求
す
る
。
奴
隷
、
罪
人
の
娘
を
八
月
一
日
の
祭
に
牲
に
す
る
。

　
毎
年
繰
り
か
え
さ
れ
、
九
人
の
少
女
が
牲
に
捧
げ
ら
れ
る
。
十
年
目
に
李
誕
の

　
六
人
娘
の
一
人
寄
が
、
親
を
救
う
た
め
牲
に
応
ず
る
。
寄
は
役
人
に
剣
と
犬
と

　
を
も
ら
う
。
所
定
の
日
に
洞
穴
に
行
き
蜜
団
子
を
供
え
る
。
蛇
が
そ
れ
を
食
お

　
う
と
す
る
と
き
、
犬
を
放
っ
て
蛇
を
か
ま
せ
、
自
ら
剣
を
も
っ
て
斬
る
。
寄
は

　
穴
か
ら
九
人
の
骸
骨
を
探
し
、
も
ち
帰
る
。
越
王
は
寄
を
妃
に
し
、
父
母
姉
に

　
も
賞
を
贈
る
。
以
後
再
び
妖
怪
は
現
わ
れ
な
い
。
　
　
（
『
捜
神
出
』
巻
十
九
）

　
漢
高
祖
（
劉
李
）
が
夜
、
水
沢
の
中
を
行
く
と
道
に
大
蛇
が
い
た
の
で
、
剣
を

　
抜
い
て
そ
の
蛇
を
両
断
し
て
し
ま
っ
た
。
途
中
で
出
遇
っ
た
一
老
母
が
い
う
に

　
は
、
実
は
そ
の
蛇
は
自
分
が
生
ん
だ
白
帝
の
子
で
あ
る
が
、
今
赤
帝
の
子
の
た

　
め
に
斬
ら
れ
た
と
い
っ
て
㎜
犬
す
る
の
で
あ
っ
た
。
高
祖
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

　
将
来
天
下
の
主
と
な
る
こ
と
を
自
負
し
た
。
…
…
爾
来
、
高
祖
は
戦
乱
の
間
、

　
あ
ち
こ
ち
と
山
沢
巌
石
の
間
に
隠
れ
ひ
そ
ん
だ
が
、
皇
后
の
呂
氏
は
そ
れ
を
探

　
し
尋
ね
て
常
に
高
祖
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
高
祖
が
不
思
議
に
思
っ
て
尋
ね
る

　
と
、
高
祖
の
居
所
の
上
に
は
常
に
雲
気
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
尋
ね

　
る
こ
と
が
で
き
た
と
答
え
た
。
こ
の
斬
蛇
剣
は
長
さ
七
尺
、
高
祖
は
「
自
分
は

　
平
民
か
ら
身
を
お
こ
し
、
三
尺
の
剣
を
も
っ
て
天
下
を
取
っ
た
」
と
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
）

　
と
こ
ろ
で
、
ヲ
ロ
チ
神
話
を
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
と
み
な
す
論
者

は
、
松
村
武
雄
が
要
約
す
る
よ
う
に
、
ω
龍
蛇
が
民
衆
に
災
禍
を
与
え
る
こ
と
、

②
龍
蛇
が
年
毎
に
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
、
㈹
犠
牲
は
常
に
一
人
の
処
女
で
あ
る

こ
と
、
ω
あ
る
勇
者
が
現
れ
、
龍
蛇
を
屠
っ
て
処
女
を
救
う
こ
と
、
㈲
勇
者
と
処

女
が
結
婚
す
る
こ
と
、
の
五
つ
の
熊
山
に
一
致
点
を
見
出
し
て
い
る
（
エ
。
た
し

か
に
先
の
三
品
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ペ
ル
セ
ウ
ス
型
で
は
と
り
た
て
て
神

剣
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
建
国
や
王
権
の
は
じ
ま
り

を
と
く
こ
と
が
、
こ
れ
又
こ
と
さ
ら
普
遍
的
で
も
な
い
。
し
か
し
、
英
雄
ペ
ル
セ

ウ
ス
肖
ペ
ル
シ
ャ
王
に
象
微
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
初
電
的
形
式
は
建
国
や
王
権

の
は
じ
ま
り
を
説
く
こ
と
と
か
た
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
そ

し
て
、
こ
の
種
の
英
雄
怪
物
退
治
謹
に
と
っ
て
、
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
る
勇
者
が
な

に
ゆ
え
に
勇
者
た
り
う
る
か
と
い
え
ば
、
彼
の
傑
出
し
た
武
力
と
智
力
に
ほ
か
な

ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
彼
が
民
衆
を
災
禍
か
ら
救
い
、

そ
の
地
の
有
力
な
巫
女
的
女
性
と
結
婚
す
る
と
の
筋
立
て
は
、
彼
と
王
権
や
国
家

と
の
根
源
的
な
結
び
つ
き
の
強
さ
を
潜
在
的
に
示
唆
し
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま

し
て
や
剣
が
武
器
と
し
て
の
象
徴
た
り
え
て
い
た
時
代
、
悠
遠
な
る
国
家
の
黎
明

期
あ
る
い
は
、
戦
闘
に
あ
け
く
れ
る
国
家
の
存
亡
の
危
機
的
状
況
の
中
で
、
一
人

の
勇
者
と
一
振
り
の
剣
に
王
権
の
創
始
が
仮
託
さ
れ
、
国
家
の
安
寧
の
救
世
主
と

し
て
聖
な
る
地
位
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
物
語
ら
れ
る
歴
史
と
し
て
む
し
ろ
自

然
な
語
り
く
ち
だ
と
思
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
種
の
英
雄
怪
物
退
治
諌
を
初
源
氏

に
遡
行
し
て
ゆ
け
ば
、
斬
蛇
剣
と
結
び
つ
い
た
あ
の
漢
の
高
祖
型
の
「
英
雄
建
国

神
話
」
へ
と
収
敏
せ
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
が
容
易
に
予
測
さ
れ
よ
う
。
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以
上
の
研
究
成
果
や
諸
々
の
指
摘
認
識
を
勘
案
す
れ
ば
、
地
上
の
王
権
の
起
源

を
説
く
、
い
わ
ゆ
る
出
雲
神
話
群
の
壁
頭
を
担
い
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
主
人
公
と
し
て

登
場
す
る
こ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
神
話
が
、
数
多
い
英
雄
怪
物
退
治
型
の
う
ち

で
も
よ
り
典
型
的
な
「
英
雄
建
国
神
話
」
の
一
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
と
認
定
し

う
る
と
思
う
。
先
の
松
村
の
駒
繋
の
列
挙
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
英
雄
建
国

神
話
は
、
團
武
力
に
秀
で
た
英
雄
と
、
個
彼
の
も
ち
も
の
と
し
て
の
神
剣
と
、
勧

彼
に
よ
る
怪
物
の
退
治
と
、
㈲
救
っ
た
娘
あ
る
い
は
王
女
と
の
結
婚
お
よ
び
、
回

建
国
な
い
し
は
王
権
の
は
じ
ま
り
、
と
い
う
五
つ
か
ら
な
る
主
要
素
を
基
本
的
に

も
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
五
つ
の
要
素
の
結
び
つ
き
は
極
め
て
緊

密
で
あ
り
、
ほ
ぼ
例
外
を
み
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
こ
の
到
達
点
か
ら
改
め
て
検

討
し
直
し
て
み
て
も
、
わ
が
ヲ
ロ
チ
神
話
は
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
全
て
み
た
し
て

お
り
、
英
雄
建
国
神
話
一
般
と
み
な
し
て
よ
い
。
記
紀
の
筋
立
て
か
ら
い
っ
て
も
、

外
来
的
英
雄
ス
サ
ノ
ヲ
は
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
て
ク
シ
ナ
ダ
姫
と
結
婚
し
、
葦
原
中

国
の
い
わ
ば
始
源
的
な
司
祭
王
的
地
位
を
占
め
、
後
続
の
本
格
的
な
「
大
国
主
」

へ
と
王
位
の
う
け
渡
し
の
役
目
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
三
品
よ
り
転

借
し
た
先
掲
の
『
捜
神
記
』
、
『
漢
書
』
と
『
史
記
』
か
ら
の
二
話
に
し
て
も
、
王

が
王
妃
と
な
っ
て
い
た
り
、
実
際
に
大
蛇
を
殺
害
す
る
挿
話
を
欠
い
て
は
い
て
も
、

神
剣
の
要
素
を
強
く
指
示
し
て
お
り
、
王
国
や
王
位
と
い
う
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
の
観

念
と
深
く
結
び
つ
い
た
類
話
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
寡
黙
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
松
村
武
雄
の
い
う
五
つ
の
善
根
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
英
雄

怪
物
退
治
謹
で
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
怪
物
や
妖
鬼
な
る
も
の
が
退
治
さ
る

べ
き
対
象
と
し
て
主
た
る
要
素
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
と
こ
こ
に
至
っ
て
、

そ
う
し
た
種
類
の
怪
物
退
治
諌
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
退
治
す
る
武
器
と
し
て
の
鉄

剣
を
重
要
素
と
し
て
旦
ハ
備
す
る
、
よ
り
包
括
的
な
英
雄
建
国
神
話
の
枠
内
の
一
つ

の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

古
代
王
国
の
黎
明
期
、
帝
国
を
め
ざ
し
た
戦
乱
期
、
そ
う
し
た
あ
る
時
期
の
鉄
文

化
、
鉄
器
・
鉄
剣
要
素
の
重
要
性
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
と
緊
密
に
結
び
つ

い
た
英
雄
建
国
神
話
が
文
字
ど
お
り
世
界
を
席
捲
し
て
流
布
し
た
で
あ
ろ
う
そ
の

事
態
は
、
改
め
て
揚
言
す
る
ま
で
も
な
い
事
実
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
王
権

や
王
国
の
確
立
後
も
広
が
る
そ
の
種
の
怪
物
退
治
諌
は
、
本
格
的
な
英
雄
建
国
神

話
が
凋
落
し
、
伝
説
化
物
語
化
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
思
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
英
雄
建
国
神
話
と
い
え
ば
、
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
が
、
列
島

全
体
を
ま
き
こ
ん
で
強
大
な
統
一
国
家
の
形
成
を
説
く
、
あ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝

説
で
あ
る
。
当
然
の
ご
と
く
、
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
と
の

類
似
性
が
く
り
返
し
と
か
れ
て
き
て
い
る
（
8
）
。
次
節
で
は
、
こ
の
二
神
の
比
較

検
討
を
と
お
し
て
、
英
雄
建
国
神
話
の
原
像
を
求
め
、
よ
り
初
源
的
な
神
話
の
様

相
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

2
　
英
雄
建
国
神
話
の
原
像

　
記
紀
を
代
表
す
る
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
調
と
、
そ
れ
と
双
壁
を
な
す
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
征
討
武
勇
諌
と
が
、
記
紀
と
い
う
史
書
内
に
配
さ
れ
た
位
置
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
背
景
を
な
す
文
化
相
と
に
、
か
な
り
か
け
は
な
れ
た
相
違
が

認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
話
が
異
な
る
相
貌
を
お
び
る
変
容

讃
で
あ
る
こ
と
に
、
最
初
に
想
到
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
ろ
う
か
。
つ
と
に
馬
琴
か
、
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江
戸
期
の
国
学
者
だ
か
が
そ
れ
に
触
れ
た
所
説
を
読
ん
だ
記
憶
も
あ
る
の
だ
が
、

ど
う
に
も
捜
し
出
せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
折
に
ふ
れ
、
む
し
か
え
さ
れ
て
き
た
議

論
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
と
に
ス
サ
ノ
ヲ
に
関
し
て
近
年
、
ど
う
い
う
わ
け
か
心

理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
格
好
の
素
材
で
で
も
あ
る
の
か
、
ユ
ン
グ
派
学
者
が
好
ん

で
分
析
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
そ
の
成
果
も
公
表
さ
れ
て

い
る
（
9
）
。
こ
う
し
た
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
デ
ュ
メ
ジ
ル
派
神
話
学
者
、
吉
田

敦
彦
は
こ
の
二
者
の
間
に
は
ホ
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
相
同
性
が
あ
る
と
み
て
、
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
に
即
し
双
方
の
旦
ハ
体
的
な
類
似
点
を
詳
細
に
挙
例
し
、
精
力
的
に
論
じ

て
み
せ
た
（
－
o
）
。
こ
の
吉
田
の
「
ス
サ
ノ
ヲ
を
完
全
に
裏
が
え
し
に
し
て
、
人
間

の
世
界
に
投
射
し
た
英
雄
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
視
点
に
端

的
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
比
較
研
究
は
、
心
理
学
的
分
析
を
も
加
味
し
て
、

表
層
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
上
に
た
ど
り
う
る
、
様
々
な
意
味
レ
ヴ
ェ
ル
の
類
似
要
素

を
で
き
る
か
ぎ
り
数
多
く
挙
げ
、
そ
の
数
の
凌
駕
に
よ
っ
て
双
方
の
話
型
の
相
同

性
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
で
既
に
批
判
も
し
た
よ
う
に
、
固
有

の
歴
史
性
や
文
化
性
を
予
め
無
化
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
こ
の
種
の
比
較
研
究
に

安
易
に
も
た
れ
か
か
る
か
ぎ
り
、
双
方
の
類
似
点
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
並
べ
あ
げ
ら
れ
、

い
か
に
精
緻
に
補
強
さ
れ
よ
う
と
も
、
説
話
間
の
根
源
的
な
類
似
性
は
み
え
て
は

こ
な
い
。
異
な
る
説
話
問
の
比
較
に
お
い
て
最
も
留
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
双
方

の
説
話
型
の
根
幹
を
な
す
大
枠
と
し
て
の
構
造
性
と
、
そ
の
構
造
性
を
支
え
る
諸

要
素
間
の
意
味
と
機
能
と
の
、
双
方
に
お
け
る
吻
合
の
精
度
に
基
づ
い
て
、
そ
の

相
同
性
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
手
続
き
に

よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
型
の
内
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
、
固
有
の
文

化
層
歴
史
層
の
意
味
あ
い
の
相
違
も
、
一
向
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
出
て
は
こ
な
い

の
だ
。
比
較
神
話
学
的
方
法
の
有
効
性
は
、
複
数
の
類
似
の
神
話
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
神
話
の
伝
播
系
統
関
係
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
と
も
に
、

厳
密
な
比
較
検
証
を
通
し
て
双
方
の
神
話
に
固
有
の
歴
史
下
文
化
性
を
、
構
造
化

し
つ
つ
表
徴
化
し
う
る
点
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
研
究
が
詮
じ
つ
め
れ
ば
結
局
、

「
時
間
の
学
問
」
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
予
め
時
間
を
捨
消
し
た
り
あ
る
い

は
、
時
間
（
歴
史
）
の
み
え
て
こ
な
い
研
究
な
ど
研
究
で
あ
り
う
る
は
ず
が
な
い

の
で
あ
る
。

　
く
ど
く
ど
批
判
を
述
べ
た
て
て
き
た
が
最
後
に
も
う
一
言
、
上
に
の
べ
て
き
た

よ
う
な
研
究
者
の
通
弊
と
し
て
、
記
紀
の
説
話
を
比
較
素
材
と
し
て
使
う
に
あ
た

っ
て
、
記
紀
の
史
料
批
判
の
欠
如
と
い
う
、
決
定
的
な
弱
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
を

挙
げ
て
お
き
た
い
。
記
紀
の
古
典
神
話
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
結
集
構
成
さ
れ
て

い
る
諸
神
話
群
の
体
系
内
へ
の
と
り
込
み
に
当
っ
て
、
そ
れ
ら
が
再
解
釈
を
う
け
、

本
来
的
に
異
な
る
主
人
公
で
あ
る
も
の
を
統
一
的
な
主
人
公
を
仕
立
て
あ
げ
、
一

貫
性
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
き
く
変
改
を
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
神
話
と
し
て
の
原
形
が
そ
こ
な
わ

れ
、
と
り
わ
け
固
別
の
神
話
と
神
話
の
接
合
部
分
に
大
き
な
矛
盾
点
や
乱
暴
な
合

理
化
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
位
は
、
記
紀
に
と
り
組
む
者
の
常
識
に
属
す
る

事
柄
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
記
紀
テ
ク
ス
ト
を
研
究
の
対
象
と
す
る

に
あ
た
っ
て
、
予
め
鉄
則
と
す
べ
き
こ
と
は
、
常
に
ウ
ル
・
テ
ク
ス
ト
を
仮
想
措

定
し
、
説
話
の
ア
ル
ケ
・
タ
イ
プ
を
求
め
つ
づ
け
る
姿
勢
を
貫
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
と
を
こ
の
場
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
属
す
る
文
化
層
歴
史
層
に
き
わ
だ
っ
た
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性
格
の
ち
が
い
を
見
せ
る
、
ヲ
ロ
チ
神
話
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
と
を
比
較
考
察

の
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
の
原
形
に
対
す
る
あ
く
な
き
追
求
の
姿
勢
な
く
し
て
は
、

そ
も
そ
も
説
得
力
あ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
史
的
分
析
な
ど
な
し
え
な
い
こ
と
を
自
戒

を
込
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
表
層
的
な
意
味
レ
ヴ
ェ
ル
の
比
較
で

は
な
く
、
根
源
的
な
話
型
の
構
造
性
を
支
え
る
主
要
素
間
の
比
較
検
討
こ
そ
が
枢

要
な
作
業
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
な
が
な
が
と
吉
田
ら
の
研
究
に
批
判
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
吉
田
ら

の
こ
の
二
つ
の
説
話
の
類
似
性
に
関
す
る
考
察
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
数
々
の

論
拠
を
、
佐
々
木
隆
が
箇
条
書
き
的
に
要
約
し
て
掲
出
し
て
い
る
の
で
、
少
々
長

き
に
わ
た
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
批
判
点
の
具
体
的
な
挙
例
を
提
示
す
る
意
味
と
、

今
後
の
論
の
展
開
に
資
す
る
意
味
と
を
兼
ね
て
、
煩
を
い
と
わ
ず
紹
介
し
て
お
き

た
い
（
n
）
。

ω
　
須
佐
之
男
は
、
大
蛇
を
退
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
櫛
名
田
比
売
の
命
を
救

い
、
彼
女
を
妻
と
し
た
。
倭
建
は
、
妻
で
あ
る
弟
三
王
売
に
よ
っ
て
命
を
救
　
わ

れ
、
彼
女
を
失
っ
た
。
櫛
名
田
比
売
は
櫛
に
変
え
ら
れ
、
弟
橘
比
売
は
死
　
ん
で

か
ら
櫛
と
な
っ
て
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。

②
　
須
佐
乃
男
は
、
大
国
主
を
だ
ま
し
て
野
原
の
中
に
入
ら
せ
、
こ
れ
を
焼
き

殺
そ
う
と
し
た
。
倭
建
は
、
全
く
同
じ
や
り
方
で
焼
き
殺
さ
れ
そ
う
に
な
つ
　
た
。

㈹
　
須
佐
乃
男
は
、
体
か
ら
汚
物
と
意
味
論
に
あ
べ
こ
べ
の
美
味
な
物
を
出
す

形
で
の
饗
応
を
、
大
気
津
比
売
か
ら
受
け
た
。
倭
建
は
、
体
か
ら
月
経
の
血
　
つ

ま
り
腐
敗
し
た
汚
物
を
出
し
て
い
る
美
夜
受
働
売
か
ら
、
そ
の
体
を
提
供
　
す
る

と
い
う
形
で
の
饗
応
を
受
け
た
。
こ
の
時
、
須
佐
乃
男
は
汚
物
で
な
い
　
物
を
汚

物
と
見
な
し
た
た
め
に
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
　
倭
建
は
汚

物
を
汚
物
と
見
な
さ
な
か
っ
た
た
め
に
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
で
　
き
た
。

紛
　
須
佐
髭
男
は
、
大
気
津
比
売
の
殺
害
の
あ
と
で
大
蛇
と
戦
っ
て
草
薙
剣
を

獲
得
し
た
。
倭
建
は
、
美
夜
受
比
売
と
の
交
合
の
あ
と
で
同
じ
剣
を
彼
女
の
　
も

と
に
忘
れ
、
伊
吹
山
の
神
と
戦
っ
て
敗
死
し
た
。

㈲
　
須
佐
乃
男
は
、
実
際
に
は
い
な
い
肉
親
に
執
着
し
た
。
倭
建
は
、
実
際
に

い
る
肉
親
を
殺
害
し
た
。

㈲
　
須
佐
託
言
は
、
男
装
し
た
天
照
に
迎
え
ら
れ
た
。
倭
詩
は
、
女
装
し
て
敵

陣
へ
行
っ
た
。

ω
　
須
佐
乃
男
は
、
天
照
に
よ
っ
て
天
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
あ
と
、
大
蛇
退
治

と
い
う
武
功
を
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
草
薙
剣
を
天
照
に
献
上
し
た
。
　
倭

建
は
、
西
征
と
い
う
武
功
を
立
て
た
あ
と
、
天
照
を
祭
奉
ず
る
伊
勢
神
宮
　
に
い

た
倭
比
売
か
ら
草
薙
剣
を
授
与
さ
れ
た
。

㈹
　
須
佐
乃
男
は
、
生
き
た
ま
ま
天
上
に
昇
り
な
が
ら
、
結
局
は
地
下
の
国
に

住
み
着
い
た
。
倭
建
は
、
死
ん
で
地
下
に
葬
ら
れ
な
が
ら
、
結
局
は
鳥
に
化
　
身

し
て
天
に
昇
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
日
本
武
尊
の
東
征
・
結
婚
と
素
菱
鳴
の
八
岐
大
蛇
退
治
・
結
婚
は
、
と
も
に
追

放
さ
れ
た
英
雄
の
、
同
一
の
霊
剣
を
め
ぐ
る
伝
承
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

深
層
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
こ
の
二
つ
の
伝

承
を
整
理
す
る
と
き
、
そ
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
。

　
二
つ
の
伝
承
は
、
戦
争
－
剣
－
結
婚
の
要
素
を
互
い
に
逆
に
た
ど
る
関
係
を
持
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つ
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
闘
争
（
勝
利
！
敗
北
）
、
剣

（
獲
得
：
放
棄
）
、
結
婚
（
生
産
t
不
毛
、
長
養
t
別
離
）
と
い
う
ま
っ
た
く
逆

の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
、
剣
を
介
し
て
の
こ
英
雄
の
天
照
大
神
、

倭
五
清
に
対
す
る
関
係
が
、
献
上
t
授
与
で
あ
る
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
、
両
者
の
各
要
素
の
転
倒
、
そ
の
配
置
の
転
倒
と
い
う
対
偶
的
関
係

は
、
両
者
が
深
層
の
構
造
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

III　II　I　素
櫛　剣　八　箋
稲　を　岐　鳴
田　獲　大　尊
媛　得　蛇
と　　　と
結　　　闘
婚　　　争

　ノ　　　　　　　　ノ　　　　　　　　’

冝@I　II　III
本　伊　剣　宮
武　吹　を　酢
尊　神　遺　媛

と　留　と
闘　　　結
争　　　婚

（
H
）

　
す
で
に
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
類
似
点
を
い
く
ら
積
み
あ
げ
て
も
、

双
方
の
説
話
の
構
造
的
類
似
が
一
向
に
明
確
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
挙
例
を
一

瞥
す
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
意
味
レ
ヴ
ェ
ル
の
限
り
な
い
類
似
性
の
指

摘
の
多
さ
が
逆
に
、
構
造
性
の
類
似
の
明
示
を
阻
ん
で
さ
え
い
る
。

　
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
の
二
つ
の
説
話
に
共
通
す
る
話
型
と
は
、
く
り
返
し
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
英
雄
建
国
神
話
」
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
改
め
て
諸
要
素
を

比
較
対
照
し
て
み
て
も
、
英
雄
・
剣
・
怪
物
：
服
従
し
な
い
敵
な
い
し
は
荒
ぶ
る

神
・
結
婚
・
始
祖
王
あ
る
い
は
司
祭
王
一
軍
事
的
專
制
王
、
と
主
要
素
を
す
べ
て

対
応
的
に
共
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
主
要
素
間
の
微
妙
な
落
差
に
よ
っ
て

描
出
さ
れ
る
説
話
の
構
造
的
意
味
と
は
、
そ
の
一
つ
は
、
い
ま
だ
文
明
に
浴
さ
ぬ

有
史
以
前
の
自
然
・
未
開
の
状
態
か
ら
文
化
・
文
明
へ
の
移
行
を
体
現
す
る
司
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
チ
ヤ
　
ヒ
　
ロ
　

王
と
も
始
祖
王
と
も
あ
る
い
は
、
文
化
英
雄
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
の
誕
生
を
説

き
あ
か
す
物
語
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
方
は
、
五
世
紀
と
い
う
鉄
剣
が

画
期
を
な
す
時
代
、
そ
れ
を
背
景
に
造
型
さ
れ
た
ヤ
マ
ト
の
傑
出
し
た
王
子
が
、

軍
備
の
独
占
と
そ
の
確
立
を
挺
子
に
、
関
東
北
部
以
西
の
列
島
の
全
容
を
領
略
し
、

国
家
の
一
元
的
支
配
を
飛
躍
的
に
も
た
ら
し
、
歴
史
上
は
じ
め
て
軍
事
的
専
制
王

権
を
創
出
さ
せ
た
こ
と
を
説
く
物
語
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
英
雄
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

が
五
世
紀
後
半
の
倭
王
武
目
雄
略
天
皇
時
代
の
王
な
い
．
し
は
王
子
を
モ
デ
ル
に
し

た
説
話
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
（
1
2
）
。
そ
し
て

そ
の
時
代
は
、
鉄
器
の
独
占
的
所
有
を
め
ぐ
っ
て
、
地
域
的
諸
集
団
の
中
に
経
済

的
軍
事
的
な
支
配
・
被
支
配
体
制
が
確
立
し
て
い
っ
た
歩
み
と
重
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
五
世
紀
後
半
、
あ
の
巨
大
な
古
墳
の
築
造
が
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
る
頃
、
そ
れ

に
代
わ
っ
て
東
は
関
東
北
部
か
ら
西
は
南
九
州
ま
で
、
多
く
の
古
墳
に
急
激
に
鉄

製
の
甲
冑
お
よ
び
多
く
の
武
装
旦
ハ
が
副
葬
埋
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
1
3
）
。
そ
の

こ
と
は
、
冊
封
体
制
を
大
き
な
軸
に
、
大
陸
文
化
の
輸
入
と
そ
の
大
い
な
る
波
及

の
影
響
を
う
け
つ
つ
、
諸
地
域
諸
首
長
間
の
軍
事
的
結
び
つ
き
が
急
速
に
進
展
し

た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
か
ら
し
ば
ら

く
後
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
の
推
移
を
、
自
ら
の
よ
り
近
代
化
さ
れ
た
政
治
的

軍
事
的
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
静
に
対
象
化
し
相
対
化
し
う
る
時
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機
と
位
置
を
得
て
、
英
雄
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
は
造
型
さ
れ
形
象
化
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
首
長
間
の
政
治
体
制
の
頂
点
に
た
つ
軍
事
的
専
制
王
と
し
て
の

大
王
の
成
立
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
契
機
が
、
倭
の
五
器
の
う
ち
の
武
が
宋
に
送

っ
た
著
名
な
上
表
文
（
四
七
七
年
）
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
よ
う
（
1
4
）
。

　
古
代
の
こ
の
列
島
に
実
際
に
、
英
雄
時
代
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
よ

う
な
問
題
で
は
な
く
（
1
5
）
、
よ
り
近
代
的
な
文
化
や
国
家
の
成
立
に
不
可
欠
な
人

為
的
な
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
、
説
話
論
的
に
「
英
雄
」
な
る
も
の
が
っ
く
り
出

さ
れ
る
の
だ
、
と
い
い
た
い
。
自
然
を
克
服
し
、
一
元
的
国
家
を
創
始
す
る
と
い

う
よ
う
な
、
説
明
し
解
決
し
が
た
い
難
問
に
む
き
あ
い
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
、
新

た
に
何
か
が
勝
ち
と
ら
れ
た
の
だ
と
、
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
物
語
を
と
お
し

て
果
た
そ
う
と
す
る
時
、
不
可
避
的
に
英
雄
や
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
の
存
在
が
喚

起
さ
れ
造
型
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
再
三
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
代

と
い
う
歴
史
の
あ
る
段
階
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
国
家
と
し
て
の
萌
芽
が
生
ま
れ
、

体
裁
が
つ
く
ろ
わ
れ
る
に
伴
っ
て
、
あ
る
神
格
が
創
り
出
さ
れ
、
国
家
を
ひ
ら
く

そ
の
歴
史
が
彼
一
人
の
行
為
を
通
し
て
い
つ
し
か
語
り
つ
が
れ
る
中
で
、
典
型
的

な
英
雄
建
国
神
話
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
素
朴
な
様
式
の
も
の
で
あ
れ
、
一
人
の

勇
者
を
軸
に
、
建
国
を
め
ぐ
る
主
た
る
要
件
が
連
鎖
的
に
想
案
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ

な
派
生
的
事
象
を
と
り
込
み
つ
つ
そ
れ
ら
全
て
が
、
勇
者
と
し
て
の
彼
の
人
生
に

重
ね
合
わ
さ
れ
て
仮
託
さ
れ
、
そ
の
時
代
そ
の
文
化
に
属
す
る
一
つ
の
円
環
を
と

じ
る
物
語
が
形
象
化
さ
れ
る
。
彼
は
建
国
神
と
し
て
あ
る
い
は
、
あ
る
氏
の
神
と

し
て
、
久
し
く
崇
め
ら
れ
謹
ま
れ
た
前
史
を
有
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
一
つ
の
様
式
と
し
て
の
英
雄
建
国
神
話
が
、
こ

と
な
る
文
化
や
歴
史
の
脈
絡
の
中
で
、
微
妙
な
差
異
を
は
ら
み
つ
つ
、
く
り
返
し

応
用
的
に
再
生
産
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
類
同
の
様
式
に
根
ざ
す
物
語
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
別
の
物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
様
々
な
時
代
や
文
化

の
異
っ
た
装
い
を
帯
び
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
時
間
を
こ
え
文
化
を
こ
え
た

説
話
の
比
較
研
究
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
の
く
り
返
し
や
階
層
化

が
透
視
さ
れ
確
証
さ
れ
う
る
場
合
に
限
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
。

　
と
も
あ
れ
、
一
つ
の
英
雄
建
国
神
話
を
モ
デ
ル
に
、
わ
が
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
は
、

文
明
の
は
じ
ま
り
や
祭
政
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
国

家
の
興
り
を
と
く
神
話
へ
と
遡
行
的
に
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、

も
う
一
方
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
は
、
近
代
的
な
統
一
国
家
の
は
じ
ま
り
を
と

く
、
よ
り
雄
大
な
歴
史
的
神
話
へ
と
先
進
的
発
展
的
に
形
象
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

生
ま
れ
た
。
そ
の
二
つ
の
神
話
を
共
通
す
る
一
本
の
神
剣
に
よ
っ
て
、
相
呼
応
す

る
物
語
と
し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
説
話
に
は
全
く
な
か

っ
た
神
剣
の
発
見
↓
献
上
↓
下
賜
と
い
う
筋
立
て
を
つ
く
り
出
し
、
直
接
目
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ガ
リ
ア

み
え
な
い
そ
の
バ
イ
パ
ス
が
、
三
種
の
宝
器
の
一
つ
と
り
わ
け
、
国
家
的
軍
事
力

の
象
徴
た
る
聖
な
る
剣
の
よ
っ
て
来
た
る
由
縁
を
語
り
、
そ
れ
を
自
ら
今
帯
す
る

聖
な
る
王
と
し
て
の
君
臨
を
と
き
、
読
み
手
聞
き
手
に
直
接
的
に
そ
の
正
当
（
統
）

性
を
説
き
か
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
装
置
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
く
り
返
し
「
英
雄
建
国
神
話
」
に
、
そ
の
う
ち
で
も
「
建
国
」
に
こ
だ
わ
り
つ

づ
け
て
き
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
こ
れ
に
直
接
関
連
す
る
「
建
国
神
」
な
る
名

称
が
、
神
話
類
型
の
一
般
的
名
称
と
し
て
で
は
な
く
、
旦
ハ
体
的
な
神
名
は
明
か
さ

な
い
も
の
の
、
か
つ
て
あ
っ
た
歴
史
的
名
称
と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
十
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六
（
五
五
五
）
年
二
月
条
に
明
記
さ
れ
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の

「
建
国
神
」
な
る
神
の
出
て
く
る
経
緯
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
前

年
の
五
五
四
年
、
百
済
の
聖
明
王
が
新
羅
戦
で
戦
死
を
し
た
と
の
報
を
、
天
皇
と

と
も
に
接
し
た
蘇
我
臣
（
耳
目
か
？
）
が
、
そ
の
報
を
も
た
ら
し
、
今
後
ど
の
よ

う
な
施
策
を
と
る
べ
き
か
、
決
心
の
つ
き
か
ね
る
亡
き
王
の
王
子
恵
に
、
助
言
を

す
る
中
に
出
て
く
る
。
そ
の
助
言
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
雄
略
天

皇
の
時
代
に
百
済
が
高
句
麗
に
侵
略
さ
れ
危
殆
に
頻
し
た
時
、
天
皇
が
救
援
の
た

め
に
わ
が
国
の
「
建
邦
神
」
を
遣
し
て
、
国
家
の
安
寧
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
今
は
そ
の
祭
祀
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
う
一
度
帰
っ
て
神
宮
を
修

理
し
、
そ
の
神
を
丁
重
に
ま
つ
れ
ば
国
家
は
栄
え
る
だ
ろ
う
、
と
再
び
そ
の
「
建

邦
神
」
を
百
済
王
に
勧
請
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
記
紀
の
、
日

本
を
故
意
に
優
位
に
立
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
類
の
記
事
は
、
十
分
信
に
た

る
事
実
と
は
い
い
が
た
い
。
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
山
尾
幸
久
も
こ
の
記
事
に
は
疑
義
を
は
さ
み
つ
つ
も
、
「
五
世
紀
N
四

半
期
の
百
済
の
王
権
が
ヤ
マ
ト
王
権
の
後
援
を
求
め
て
い
た
事
実
、
聖
王
が
百
済

王
に
優
越
し
た
地
位
に
立
っ
た
事
実
は
、
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
（
1
6
）
。
と
す

れ
ば
、
五
世
紀
末
に
、
ヤ
マ
ト
の
「
建
生
神
」
な
る
も
の
を
実
際
に
百
済
に
ま
つ

ら
せ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
六
世
紀
中
頃
の
欽
明
朝
期
に
は
「
建
邦
神
」
な

る
神
な
い
し
は
そ
の
概
念
が
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
そ
の
神
が
雄
略
朝
に
か
け
て

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
神
の
五
世
紀
末
の
実
在
を
か
な
り
の
確
度
で
確

認
し
う
る
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
今
日
の
古
代
史
研
究
の
水
準
に
て
ら
し
て
い
え

ば
、
先
の
山
尾
の
言
及
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
と
の
政
治
的

関
係
も
含
め
て
の
東
ア
ジ
ア
史
的
研
究
が
進
み
、
三
世
紀
来
の
客
観
的
史
実
の
究

明
が
大
い
に
進
展
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
で
も
雄
略
朝
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

点
か
ら
も
、
「
建
歳
神
」
そ
の
も
の
が
五
世
紀
後
半
に
既
に
成
立
し
て
い
た
可
能

性
は
大
き
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
建
邦
神
」
と
は
具
体
的
に
は
何
と
い
う
神
で
、

そ
の
神
は
は
た
し
て
記
紀
に
登
場
し
、
そ
し
て
そ
の
名
称
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
点
に
議
論
が
進
む
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
神
と
は
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ

ピ
コ
ネ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
着
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
ア
ジ
ス
キ
寒
季
ピ
コ
ネ
が
記
紀
で
「
迦
毛
大
御
神
」
と
尊
称
さ
れ
、
「
天
照

大
御
神
」
と
も
並
ぶ
格
別
の
扱
い
を
う
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
背

反
す
る
彼
の
記
紀
神
話
内
で
の
宙
に
う
い
た
奇
妙
な
遊
離
的
性
格
も
整
合
的
に
理

解
で
き
る
。
思
う
に
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
は
か
つ
て
、
英
雄
建
国
神
話
の
主

人
公
に
託
さ
れ
た
本
来
的
な
建
国
神
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
理
由
か
ら
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
に
そ
の
位
置
を
あ
け
わ
た
し
、
又
、
別
の
理
由
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
そ
の
位

置
を
奪
い
と
ら
れ
、
い
わ
ば
く
り
返
し
換
骨
奪
胎
さ
れ
る
中
で
、
生
命
力
を
失
い
、

孤
立
し
た
系
譜
の
中
に
宙
づ
り
に
さ
れ
た
ま
ま
零
落
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
神
格
な

の
だ
。
記
紀
の
テ
ク
ス
ト
内
で
い
わ
ば
抹
殺
し
よ
う
と
も
無
視
し
よ
う
と
も
で
き

た
中
で
、
あ
え
て
自
己
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
余
り
意
味
の
な

い
彼
の
生
活
史
の
一
部
を
残
存
さ
せ
あ
る
い
は
、
筆
録
さ
せ
た
の
は
、
彼
が
か
つ

て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
先
だ
つ
建
国
神
の
名
の
も
と
に
、
一
時
期
を
画
す
る
神
と
し

て
、
尊
崇
を
あ
つ
め
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
根
づ
よ
い
伝
承
の
力
が
、

彼
を
全
く
無
視
し
去
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
と
も
あ
れ
次

節
で
は
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
の
そ
う
し
た
往
時
の
神
格
を
、
神
話
的
に
歴
史
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い　的
。　に

　　　　ト

　　　レ
　　　　］

　　　ス

　　　し

　　　つ

　　　つ
　　　　N

盛
衰
の
歩
み
を
辿
り
旦
ハ
体
的
に
跡
づ
け
検
証
し
て
み
た

（
注
）

（
1
）
　
松
村
武
雄
「
早
岐
大
蛇
退
治
の
神
話
」
（
『
日
本
神
話
の
研
究
　
第
三
巻
』
一

　
　
九
五
五
年
目
、
大
林
太
良
『
日
本
神
話
の
起
源
』
（
一
九
六
一
年
）
、
こ
の
あ
た
り

　
　
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
稲
岡
耕
二
編
『
日
本
神
話
必
携
』
（
一
九
八
二
年
）
に

　
　
吉
井
巌
の
周
到
な
展
望
が
あ
る
。

（
2
）
　
大
林
太
良
『
臼
本
神
話
の
起
源
』
（
前
掲
）
。

（
3
）
　
関
敬
吾
「
八
割
の
大
蛇
の
系
譜
と
展
開
」
（
『
日
本
民
族
と
南
方
文
化
』
一
九

　
　
六
八
年
）
、
諸
説
に
つ
い
て
は
福
島
秋
穂
「
ス
サ
ノ
ヲ
神
の
ヲ
ロ
チ
退
治
課
に
つ
．

　
　
い
て
」
（
『
記
紀
神
話
伝
説
の
研
究
』
一
九
八
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
4
）
　
三
品
彰
英
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
」
（
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
一
九
六
九

　
　
年
）
、
広
畑
輔
雄
「
大
蛇
退
治
神
話
」
（
『
記
紀
神
話
の
研
究
』
　
｝
九
七
七
年
）
、

　
　
西
嶋
定
生
「
草
薙
剣
と
斬
髪
剣
」
（
『
江
上
波
夫
古
稀
記
念
論
集
　
歴
史
編
』
一

　
　
九
七
七
年
）
。

（
5
）
　
三
品
彰
英
「
蛇
ノ
韓
鋤
の
剣
」
（
前
掲
書
）
、
西
嶋
定
生
「
草
薙
剣
と
斬
蛇
剣
」

　
　
（
前
掲
）
。

（
6
）
　
三
面
彰
英
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
」
（
前
掲
）
。

（
7
）
　
松
村
武
雄
「
八
三
大
蛇
退
治
の
神
話
」
（
前
掲
）
。

（
8
）
　
吉
田
敦
彦
『
日
本
神
話
の
特
色
』
（
一
九
八
五
年
）
が
ま
と
ま
っ
た
最
も
新
し

　
　
い
も
の
。

（
9
）
　
河
合
隼
雄
、
湯
浅
泰
雄
、
吉
田
敦
彦
『
日
本
神
話
の
思
想
』
二
九
八
三
年
）
、

　
　
湯
浅
泰
雄
『
歴
史
と
神
話
の
心
理
学
』
　
（
一
九
八
四
年
）
、
林
道
義
『
尊
と
巫
女

　
　
の
神
話
学
』
（
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

（
1
0
）
　
吉
田
敦
彦
『
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
日
本
神
話
』
　
（
一
九
七
四
年
）
、
同
『
日
本
神

　
　
話
と
印
欧
神
話
』
（
一
九
七
四
年
）
、
同
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
大
国
主
』
（
一
九
七

　
　
九
年
）
同
『
日
本
神
話
の
特
色
』
（
前
掲
）
。

（
1
1
）
　
吉
田
敦
彦
『
日
本
神
話
の
特
色
』
　
（
前
掲
）
、
森
正
人
「
熱
田
神
宮
」
（
『
国
文

　
　
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
　
一
九
八
二
年
）
、
佐
々
木
隆
「
須
佐
之
男
の
神
話
と
倭
建

　
　
の
伝
説
」
（
『
文
学
論
藻
』
6
1
号
　
東
洋
大
学
　
一
九
八
七
年
）
、
な
お
、
（
1
）
は

　
　
吉
田
の
論
を
要
約
し
た
佐
々
木
よ
り
、
（
1
1
）
は
森
よ
り
の
引
用
。

（
1
2
）
　
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
　
（
一
九
八
三
年
）
、
平
野
邦
雄
『
大

　
　
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
』
（
一
九
八
五
年
）
、
井
上
光
貞
「
雄
略
朝
に
お
け
る

　
　
王
権
と
東
ア
ジ
ア
」
、
（
『
井
上
光
貞
著
作
集
　
第
五
巻
』
一
九
八
六
年
）
、
岸
俊

　
　
男
「
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
」
（
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
一
九
八
八
年
）
、
佐

　
　
伯
有
清
編
『
古
代
を
考
え
る
　
雄
略
天
皇
と
そ
の
時
代
』
（
一
九
八
八
年
半
、
な

　
　
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
。

（
1
3
）
　
穴
沢
黒
光
・
馬
目
順
一
「
副
葬
品
は
語
る
　
口
武
者
・
武
具
と
馬
具
」
（
白
石

　
　
太
一
郎
編
『
古
代
を
考
え
る
　
古
墳
』
一
九
八
九
年
）
。

（
1
4
）
　
『
宋
書
倭
国
伝
』
に
「
昔
よ
り
祖
禰
躬
ら
甲
冑
を
異
き
、
山
川
を
践
渉
し
て

　
　
寧
処
に
邊
あ
ら
ず
。
東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
は
衆
夷
を
服
す

　
　
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平
ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
。
王
道
融
泰
に
し

　
　
て
、
土
を
廓
き
畿
を
遽
に
す
。
…
…
」
と
あ
る
。

（
1
5
）
　
高
木
市
之
助
『
吉
野
の
鮎
』
　
（
一
九
四
一
年
）
、
石
母
田
正
「
古
代
貴
族
の
英

　
　
雄
時
代
」
（
『
論
集
史
学
』
　
一
九
四
八
年
）
、
西
郷
信
綱
「
英
雄
叙
事
詩
へ
の
道
」

　
　
（
『
文
学
』
一
九
四
九
年
）
、
藤
間
生
大
「
日
本
に
お
け
る
英
雄
時
代
」
（
『
歴
史
評

　
　
論
』
一
九
五
〇
年
）
、
北
山
茂
夫
「
民
族
の
心
」
（
『
改
造
』
一
九
五
三
年
）
、
石

　
　
母
田
正
『
日
本
古
代
国
家
論
　
第
二
部
』
（
一
九
七
三
年
）
、
な
ど
。

（
1
6
）
　
山
尾
幸
久
『
古
代
の
日
朝
関
係
』
（
一
九
八
九
年
目
。

ほ
ふ
し
や
う
じ


