
守
屋
俊
彦
博
士
著
『
記
紀
神
話
論
考
』

戦
後
、
日
本
神
話
の
自
由
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
数
々
の
成
果
が

世
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
度
守
屋
俊
彦
博
士
は
、
戦
後
執
筆
さ

れ
た
論
文
か
ら
記
紀
神
話
に
関
す
る
も
の
二
十
三
荒
を
選
び
（
う
ち
「
夜
刀

神
」
一
荒
は
戦
前
執
筆
、
「
国
語
国
文
」
昭
和
二
十
一
年
一
月
発
表
）
、

創
世
神
話
の
問
題

火
神
出
生
神
話
と
そ
の
周
辺

高
天
原
と
出
雲
の
神
話

天
孫
降
臨
神
話
と
そ
の
周
辺

日
向
神
話
の
原
型

の
見
事
な
体
系
の
も
と
、
『
記
紀
神
話
論
考
』
に
ま
と
め
刊
行
さ
れ
た
。
守
屋

博
士
が
「
記
紀
神
話
の
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
」
に
よ
っ
て
学
位
を
取
得
さ
れ

た
の
は
昭
和
三
十
七
年
二
月
．
で
あ
っ
た
が
、
本
書
は
そ
の
内
容
に
関
わ
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
待
望
久
し
か
っ
た
博
士
の
御
研
究
を
今
こ
う
し
て
読
む
こ
と
の

出
来
る
幸
せ
を
し
み
じ
み
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。

博
士
の
本
番
に
お
里
る
方
法
と
意
図
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
あ
と
が

き
」
に
、
「
文
献
学
的
な
方
法
」
と
い
わ
れ
、

「
記
紀
の
神
話
は
も
と
も
と
口
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
げ

河
　
　
野
　
　
碩
　
　
人

ん
に
今
み
る
も
の
は
、
す
で
に
文
字
に
書
か
れ
、
記
紀
と
い
う
特
定
の
粋

の
中
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
記
紀
の
神
話
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が

何
よ
り
も
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
記
紀
の
神
話
を

本
文
批
判
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
、
そ
の
原
型
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
ん
ど
は
逆
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
筋
道
を
通

っ
て
記
紀
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
な

変
貌
を
受
け
た
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
書
紀
の
一

書
に
と
く
に
留
意
し
た
。
一
書
に
は
、
内
容
の
古
い
も
の
や
新
し
い
も
の

な
ど
が
あ
り
、
記
紀
神
話
の
発
展
段
階
が
み
ら
れ
て
便
利
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
操
作
の
中
か
ら
、
記
紀
の
神
話
の
性
格
を
明
ら
か
に
し

て
⑯
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
で
あ
る
。
」
　
（
三
九
九
～
四
〇

〇
ペ
）

と
あ
る
と
こ
ろ
に
詳
し
い
。
そ
し
て
私
は
、
こ
う
し
た
地
道
な
文
献
学
的
方
法

が
、
博
士
の
言
葉
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
と
深
い
洞
察
力
に
寒
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
感
銘
を
う
け
つ
つ
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
論
文
の
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
。
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∧
創
世
神
話
の
問
題
∨
は
論
文
五
籍
か
ら
な
る
。

「
茸
牙
－
創
世
神
話
の
一
酌
1
」
は
ヾ
常
民
の
創
世
朗
が
記
紀
の
神
話
に
姿
を

と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
国
生
み
神
話
の
一
つ
の
背
景
」
に
、

岐
英
二
神
の
国
生
み
神
話
は
、
古
代
農
村
社
会
の
歌
転
の
儀
礼
が
そ
の
背
景

に
あ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
か
れ
、
次
に
、
「
岐
美
二
神
の
神
婚
神

話
に
つ
い
て
」
、
博
士
は
、
例
え
ば
、
水
蛭
子
の
誕
生
の
神
話
を
生
ん
だ
の
は

良
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
兄
妹
結
婚
の
禁
忌
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
比
喩

で
は
な
く
水
蛭
子
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
よ
く
日
本
的
風
土
の
所
産
と
説

き
、
神
橋
神
話
は
当
時
の
結
婚
や
そ
の
周
辺
の
民
俗
、
神
話
を
こ
の
一
点
に
凝

集
し
構
成
し
て
い
る
と
い
う
。
前
論
文
「
…
…
一
つ
の
背
景
」
に
お
い
て
歌
垣

を
中
心
に
農
業
的
呪
術
的
世
界
か
ら
説
か
れ
た
も
の
を
、
よ
り
人
間
的
世
界
に

据
え
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
二
つ
の
論
文
引
用
の
童
子
女
松
原
の
歌
の
所
拠
す
る
本
が
異

な
り
、
「
和
乎
弥
佐
婆
志
理
之
」
　
（
一
七
ペ
）
と
「
…
…
也
」
　
（
三
二
ペ
）
　
の

違
い
を
み
せ
る
。
後
出
の
も
の
に
も
、
鎮
火
祭
祝
詞
の
引
用
が
、
「
此
能
心
悪

子
月
心
荒
比
南
∵
荏
」
　
（
八
二
ペ
）
と
「
…
…
心
荒
比
吾
∵
況
」
　
（
九
一
ペ
）
と
あ

る
。
そ
の
他
本
毒
に
は
、
引
用
文
や
神
名
の
表
記
、
紀
の
；
甘
の
数
え
方
等
論

文
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
み
ら
れ
る
。
論
旨
が
記
紀
い
ず
れ
に
所
拠
す
る
か

の
違
い
や
論
文
述
作
の
時
点
で
の
長
善
の
も
の
に
よ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

ろ
う
が
、
本
書
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
論
文
と
し
て
読
む
時
、
統
一
し
て
い
た
だ

き
た
か
っ
た
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。

「
国
生
み
神
話
と
淡
路
島
」
　
「
国
生
み
神
話
と
吉
備
児
島
」
の
二
岩
は
、
淡

路
島
が
何
故
大
八
島
国
の
中
心
な
の
か
、
又
瀬
戸
内
海
の
一
地
方
に
す
ぎ
ぬ
吉

備
児
島
が
何
故
大
八
島
国
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
問
い
、
前

者
、
淡
路
島
が
好
ま
し
か
ら
ざ
る
存
在
と
さ
れ
る
一
方
で
は
重
要
視
さ
れ
て
い

る
矛
盾
と
も
み
え
る
微
妙
な
表
現
を
読
み
と
り
、
か
つ
て
淡
路
の
海
人
に
朝
廷

反
抗
の
歴
史
、
そ
し
て
服
従
と
し
て
の
淡
路
の
国
生
み
神
話
の
奉
献
の
あ
っ
た

こ
と
、
後
者
、
吉
備
国
の
服
従
に
因
難
を
伴
な
っ
た
こ
と
が
画
面
に
大
写
し
に

な
っ
た
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
「
…
…
と
淡
路
島
」
に
、
そ
の
主
人
公
の
岐
神

も
l
そ
の
神
話
と
と
も
に
一
地
方
神
か
ら
成
長
し
記
紀
神
話
の
体
系
の
中
に
姿
を

あ
ら
わ
し
、
国
生
み
と
い
う
営
為
よ
り
し
て
そ
の
配
偶
者
に
相
応
し
い
美
神
が

こ
こ
に
生
誕
、
出
雲
神
話
へ
展
開
す
る
糸
口
を
開
く
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

「
黄
泉
国
訪
問
神
話
と
出
雲
」
　
（
後
述
）
　
に
相
関
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
あ
る
。

∧
火
神
出
生
神
話
と
そ
の
周
辺
∨
は
四
岩
。

先
ず
「
火
神
山
生
の
神
話
」
は
、
出
雲
国
造
家
の
銃
火
の
儀
式
の
考
察
か

ら
、
火
神
出
生
に
よ
る
美
神
の
死
の
神
話
に
は
古
代
日
本
の
王
位
継
承
の
際
の

慣
習
が
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
、
「
火
神
出
生
神
話
の
序
列
」
は
、

こ
の
一
群
の
神
話
は
「
は
じ
め
に
銃
火
祭
祝
詞
の
神
話
が
作
ら
れ
、
こ
れ
を
基

盤
に
し
て
記
紀
の
火
神
出
生
神
話
が
形
成
さ
れ
…
…
火
の
生
産
的
方
面
を
語
る

神
話
が
派
生
し
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
刀
剣
を
作
る
工
作
だ
と
か
火
山
現
象
に
関

す
る
神
話
な
ど
が
結
び
つ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
　
（
一
〇
〇
ペ
）
と
い
わ
れ

て
い
る
。
従
う
べ
き
御
説
と
思
う
。

猶
本
番
の
構
成
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
本
論
文
は
「
火
神
出
生
の
神

話
」
を
全
面
的
に
改
訂
再
論
し
た
と
あ
る
（
「
国
文
学
致
」
第
三
十
七
号
）
。
こ

の
点
本
書
で
も
指
摘
が
あ
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
論
旨
や
引
用

の
重
損
が
あ
る
。
又
、
関
連
す
る
論
文
が
本
章
に
収
め
て
あ
る
場
合
そ
の
指

摘
、
ペ
ー
ジ
等
の
指
示
が
あ
っ
た
ら
各
論
文
が
猶
有
機
的
に
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
（
例
え
ば
、
二
八
四
ペ
の
「
（
注
3
）
」
等
）
。

「
黄
泉
国
訪
問
神
話
と
出
雲
」
は
、
出
雲
が
大
和
朝
廷
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
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存
在
で
あ
っ
た
か
ら
黄
泉
国
に
結
び
つ
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
黄
泉

と
い
う
宗
教
観
念
は
も
と
も
と
出
雲
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
出
雲
の
宗

教
的
な
も
の
を
巧
み
に
政
治
的
に
利
用
し
た
と
説
く
。

「
黄
泉
国
訪
問
神
託
と
御
門
祭
」
は
、
岐
神
が
黄
泉
よ
り
帰
る
神
話
を
、
殻

の
儀
礼
を
語
る
も
の
と
の
み
み
ず
、
記
に
は
道
饗
祭
よ
り
も
む
し
ろ
御
門
祭
が

強
く
焼
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
黄
泉
の
場
面
に
「
殿
膿
戸
」
　
「
殿

内
」
等
家
や
戸
口
の
よ
う
な
も
の
を
描
き
、
黄
泉
国
全
体
を
門
構
え
の
あ
る
家

の
如
く
み
た
て
て
い
る
こ
と
を
否
定
出
来
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本

章
に
は
一
字
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
詐
突
な
、
か
つ
新
鮮
な
方
法
が
随
所
に
み

ら
れ
る
こ
と
を
く
り
返
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
、
こ
の
神
話
に
後
に
な
っ
て
ト
部
の
勢
力
を
上
回
っ
て
来
た
忌
郡
の

管
掌
す
る
御
門
祭
が
割
っ
て
入
り
そ
の
一
部
分
が
編
成
替
え
さ
れ
た
可
能
性
を

い
い
、
記
の
方
を
新
し
い
と
み
る
。
こ
れ
は
、
「
火
神
出
生
神
話
の
序
列
」
に

ト
部
の
勢
力
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
と
相
関
連
し
、
神
話
構
成
の
複
雑
さ
を
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

∧
高
天
原
と
出
雲
の
神
話
V
に
は
七
岩
。
そ
し
て
「
夜
刀
神
」
は
博
士
の
、

と
り
わ
け
出
雲
神
話
研
究
の
原
点
と
も
い
え
、
問
題
点
を
本
書
の
諸
論
文
に
よ

り
鋭
く
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
も
「
大
国
主
神
の
神
話
に
つ
い
て
」
は
本
書
に
五
十
三
百
を
占
め

る
雄
欝
で
あ
る
。
本
論
文
を
誤
り
な
く
伝
え
う
る
か
不
安
で
あ
る
が
こ
れ
．
か
ら

述
べ
て
い
く
と
、
博
士
は
、
出
雲
文
化
は
高
く
評
価
出
来
な
い
、
中
央
か
ら
遠

（
マ
マ
）

ざ
か
っ
た
周
辺
文
化
で
あ
り
素
朴
な
創
成
神
託
や
呪
術
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
大
国
主
神
の
神
話
を
内
容
的
に
四
つ
に
分
け
て
考
察
さ
れ

た
中
か
ら
国
譲
り
の
条
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
出
雲
が
消
え
失
せ
て
突
然
に
葦

原
中
国
に
な
っ
て
舞
台
が
急
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
矛
盾
に

こ
の
神
話
の
構
成
の
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
同
誇
り
神
話
は
現
実
の
出
雲
の

国
譲
り
を
基
盤
に
し
て
記
紀
神
託
の
枠
の
中
に
構
成
さ
れ
生
育
し
た
も
の
。
何

故
国
諮
り
の
代
表
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
出
雲
が
巫
医
的
呪
術
社
会
で
あ

っ
た
こ
と
に
根
拠
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
試
論
」
　
（
二
五
三
ペ
）
と
遠
慮
さ

れ
て
い
る
が
出
雲
の
本
質
に
関
わ
る
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
出
雲
的
世
界
は
高
天
原
に
相
対
比
す
る
位
置
に
お
い
て
と
り
あ

げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
素
頚
鳴
尊
の
溢
泣
神
話
」
は
高
天
原
と
出
雲
の
中
間
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
素
尊
が
舵
の
回
へ
行
こ
う
と
泣
い
た
た
め
高
天

原
を
追
放
さ
れ
た
と
あ
る
の
は
合
班
的
で
は
な
い
。
類
同
の
神
謡
を
比
較
、
こ

れ
を
祭
の
場
に
お
け
る
押
入
の
行
為
と
み
出
雲
の
特
殊
な
呪
術
宗
教
団
体
の
世

界
を
そ
こ
に
考
え
、
出
雲
の
神
の
荒
景
さ
を
浮
形
に
す
る
た
め
に
出
雲
的
な
も

の
を
い
ろ
い
ろ
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

「
天
岩
屋
戸
神
話
と
そ
の
崩
潰
」
は
「
国
文
学
致
」
第
十
六
号
発
表
の
も
の
を

本
雷
に
て
増
補
、
よ
り
論
旨
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
天
岩
屋
戸
神
話
は
古
代
の

・
天
皇
の
本
質
に
関
す
る
こ
と
を
語
り
、
む
し
ろ
こ
こ
を
中
心
に
記
紀
神
話
の
体

系
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
古
い
呪
術
的
世
界
が
崩
泣
、
古
い

宗
教
意
識
が
見
失
わ
れ
文
学
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
政
治
的
意
図
に
よ
サ
て

変
貌
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
。
そ
し
て
、
「
八
岐
大
蛇
退
治
の
神
話
－

宗
教
儀
礼
と
文
学
と
の
問
－
」
で
は
、
奇
稲
田
姫
は
ヲ
ナ
リ
的
存
在
、
両
親
は

そ
の
名
か
ら
神
栖
儀
礼
の
際
農
業
神
を
神
降
し
た
男
巌
女
苑
で
、
宗
教
的
な
も

の
を
漸
次
失
い
神
懸
り
的
な
所
作
も
親
が
子
を
愛
撫
す
る
と
い
う
こ
と
に
変
っ

た
、
酒
も
亦
神
に
捧
げ
る
も
の
が
蛇
を
だ
ま
す
手
段
と
し
て
の
酒
に
な
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
出
雲
世
界
を
呪
術
宗
教
的
世
界
と
農
業
的
な
も
の
を
も
っ
て

と
ら
え
、
宗
教
意
識
の
崩
投
の
中
か
ら
文
学
が
生
れ
て
来
る
過
程
を
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
国
作
り
神
話
の
二
筑
構
造
」
に
は
、
出
雲
の
田
作
り
神
話
に
は
三
輪
氏
の

神
話
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
。

そ
し
て
t
こ
に
、
古
代
の
氏
族
に
は
そ
れ
ぞ
れ
天
降
神
話
が
あ
っ
た
ら
し
い

と
い
う
こ
と
を
文
献
を
通
し
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
青
紫
に
あ
た
る
鋭
い

指
摘
で
あ
る
。
こ
の
二
重
構
造
は
天
孫
降
臨
神
話
の
条
の
考
察
に
も
み
ら
れ
、

記
紀
神
話
の
本
質
を
把
捉
す
る
大
切
な
観
点
で
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
「
三
輪
伝
承
一
つ
」
は
、
大
神
々
社
発
行
の
「
大
美
和
」
第
三
十
六

号
で
既
に
読
み
共
感
を
覚
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
体
系
の
中
に
抱
え
て
再

読
す
る
時
そ
の
所
を
得
て
小
岩
な
が
ら
み
ず
み
ず
し
い
。
即
ち
、
大
物
主
神
を

修
飾
す
る
「
大
和
成
す
」
の
一
語
を
手
が
か
り
に
、
三
輪
氏
が
か
つ
て
国
作
り

神
話
を
伝
承
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
、
右
の
論
文
の
補
説
と
も
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
文
学
的
読
み
の
深
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
・

と
こ
ろ
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヲ
が
目
次
も
ふ
く
め
全
部
「
鳴
」
と
誤
植
に
な
っ

て
い
る
点
気
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

∧
天
孫
降
臨
神
話
と
そ
の
周
辺
V
に
は
四
岩
。

「
天
孫
降
臨
神
話
の
構
図
」
は
、
降
臨
と
吾
田
津
姫
と
の
結
婚
に
わ
け
て
考

え
、
前
者
、
真
床
迫
表
の
意
味
を
天
岩
屋
戸
神
話
と
の
関
連
に
お
い
て
皇
位
の

継
承
の
魂
の
授
受
と
い
う
こ
と
か
ら
と
ら
え
、
後
者
は
農
業
神
と
ヲ
ナ
リ
と
の

結
婚
と
い
う
呪
農
法
の
観
点
か
ら
お
さ
え
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
通
婚
政
策
と

み
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
向
が
降
臨
地
に
選
ば
れ
て
い
る
の
は
隼
人
に
対
す
る

意
識
が
強
く
作
用
し
て
い
る
、
そ
し
て
「
き
わ
め
て
大
胆
な
予
想
を
し
て
み
れ

ば
、
天
忍
穂
耳
等
が
出
雲
へ
、
粒
々
杵
尊
が
日
向
へ
、
と
二
つ
の
天
孫
降
臨
が
あ

っ
た
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
　
（
二
九
九
ペ
）
と
説
か
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
同
時
発
表
の
「
天
孫
降
臨
神
話
の
一
、
二
の
問
題
」

に
、
何
故
国
預
り
の
あ
っ
た
出
雲
で
な
く
日
向
に
降
り
、
降
臨
す
る
神
が
途
中

で
交
替
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
も
と
二
つ
の
降
臨
神
話
が
一
つ
に
合
体
さ
れ

た
と
い
い
、
又
鹿
島
神
宮
の
縁
起
神
話
も
全
体
天
孫
降
臨
神
話
の
形
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
、
出
雲
に
も
天
孫
降
臨
神
話
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
現
在
の
形
に
は

未
開
の
日
向
や
或
い
は
常
陸
へ
の
朝
廷
の
願
望
な
り
希
求
の
表
白
が
み
ら
れ
る

と
し
、
隼
人
の
服
従
が
出
雲
よ
り
新
し
い
、
記
紀
神
話
体
系
が
最
後
の
結
集
を

な
し
っ
つ
あ
る
時
と
殆
ん
ど
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
日
向
を
残
し
た
と
い

う
。
右
の
「
…
…
の
構
図
」
と
相
補
い
主
題
を
よ
り
明
確
に
し
、
「
国
作
り
神

話
の
二
重
構
造
」
と
も
相
関
達
す
る
の
で
あ
る
。

又
「
天
若
日
子
の
神
話
に
つ
い
て
」
も
、
弓
と
矢
を
持
っ
て
降
る
天
若
日

子
、
そ
し
て
「
若
」
に
坦
々
杵
尊
が
嬰
児
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
係
を
み
、
下

照
姫
に
太
陽
神
に
奉
仕
す
る
巫
女
を
考
え
、
こ
れ
を
天
孫
降
臨
神
話
の
範
疇
に

お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
島
の
遠
蟄
」
に
あ
っ
て
も
、
猿
田
毘
古
神
の
神
話
に
つ
い
て
、
天
孫

を
天
の
八
街
に
迎
え
て
の
問
答
の
背
後
に
は
国
誘
勺
的
な
も
の
が
揺
曳
、
そ
し

て
皇
孫
が
降
臨
の
場
所
を
猿
田
毘
古
神
に
教
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
神
を

祖
神
と
す
る
宇
治
土
公
の
強
大
さ
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
こ
れ
を

博
士
は
、
こ
の
神
話
の
中
に
「
一
見
童
話
的
な
あ
た
た
か
い
表
現
の
中
に
、
妙

に
冷
た
い
も
の
を
ひ
や
ひ
や
と
感
ず
る
」
　
（
三
三
一
ペ
）
　
こ
と
か
ら
分
析
を
す

す
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
も
博
士
の
方
法
が
評
価
さ
れ

る
と
思
う
。
そ
し
て
遠
費
を
献
上
す
る
伊
勢
志
摩
の
海
人
の
姿
を
、
も
の
い
わ

ぬ
海
良
の
姿
態
の
中
に
読
み
と
っ
て
、
こ
の
神
話
を
「
敗
北
の
詩
で
あ
る
」

（
三
四
三
ペ
）
と
結
ぶ
。
本
論
文
も
亦
〓
最
の
叙
事
詩
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ

る
。∧

日
向
神
話
の
原
型
V
は
三
貴
の
論
文
よ
り
な
る
。
こ
の
う
ち
「
隼
人
の
踊

り
」
と
「
隼
人
舞
と
犬
吠
え
」
は
発
表
に
前
後
十
五
年
の
閃
き
が
あ
り
、
後
者
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に
前
者
の
訂
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

さ
て
、
「
隼
人
の
踊
り
」
は
、
何
故
溺
死
の
態
を
演
ず
る
こ
と
を
隼
人
の
朝

廷
へ
の
服
従
の
証
と
し
た
の
か
と
問
い
、
こ
れ
は
海
洋
系
民
族
の
迎
神
の
儀
礼

で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
を
溺
死
と
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
記
紀
的
な
も
の
へ
変

貌
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
し
て
「
隼
人
舞
と
犬
吠
え
」
に
お

い
て
、
「
嘩
人
の
踊
り
」
に
隼
人
を
「
こ
の
国
に
渡
来
し
た
狩
猟
民
族
で
あ
っ

た
に
し
て
も
、
海
人
的
な
も
の
に
幾
分
変
質
」
　
（
三
五
〇
ペ
）
と
考
え
て
い
た

の
だ
が
狩
猟
民
族
と
み
う
る
形
跡
が
あ
る
と
さ
れ
、
「
そ
の
隼
人
が
水
中
に
お

い
て
神
を
迎
え
る
宗
教
儀
礼
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
な
は
だ
理
解

し
に
く
い
」
　
（
三
六
三
ペ
）
こ
れ
は
本
来
阿
皇
氏
の
服
従
の
誓
詞
で
あ
っ
た
も

の
を
、
朝
廷
の
隼
人
鎮
定
の
時
期
と
神
話
の
記
紀
体
系
が
最
後
の
結
集
を
急
ぎ

っ
っ
ぁ
っ
た
時
と
平
行
し
て
い
る
、
こ
こ
に
阿
曇
氏
の
服
従
を
語
る
も
の
が
革

人
の
そ
れ
に
な
っ
て
い
る
秘
密
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
犬
吠
え
が
も
と
隼
人

舞
の
実
体
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
し
て
特
に
行
幸
に
国
界
や
山
川
道
路
の
協
を

選
ん
で
吠
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
隼
人
の
強
力
な
呪
力
を
逆
に
利
用
し
て
い

る
と
説
か
れ
、
「
梅
宮
訪
問
神
話
の
拡
充
」
は
、
一
つ
の
神
話
が
他
の
神
話
と
交

渉
し
拡
充
し
、
こ
の
よ
う
な
多
面
的
な
姿
を
皇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、

こ
の
神
話
の
管
理
者
は
阿
塁
氏
で
あ
り
、
若
者
の
成
年
式
の
話
と
み
、
呵
曇
の
若

者
は
激
し
い
訓
練
を
受
け
儀
礼
的
な
死
の
世
界
で
あ
る
海
神
国
を
通
過
し
て
海

事
と
し
て
浸
し
く
成
長
し
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
山
幸
彦
が
海
へ
行
っ
て
呪
物
を

手
に
入
れ
る
の
は
変
な
話
で
、
紀
四
の
一
書
に
火
折
命
が
海
事
に
な
っ
て
い
る

の
が
元
の
型
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
ヲ
ナ
リ
的
な
女
性
の
協
力
に
よ
る
呪

物
獲
得
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
異
族
婚
姻
語
に
よ
っ
て
着
色
さ
れ

て
い
く
こ
と
は
容
易
な
操
作
で
あ
っ
た
。
阿
璧
氏
の
朝
廷
服
従
に
よ
っ
て
こ
の

神
話
は
引
離
さ
れ
加
工
さ
れ
て
、
最
後
の
調
整
段
階
で
軍
人
の
服
従
に
す
り
か

え
ら
れ
た
と
い
う
。
併
せ
て
文
学
化
へ
の
方
向
を
も
後
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
読
み
誤
り
を
恐
れ
な
が
ら
蕪
雑
な
筆
で
内
容
の
紹
介
を
し
て
来
た
の
で

あ
る
が
、
博
士
は
地
道
な
方
法
に
豊
か
な
感
性
を
舐
り
込
み
結
論
に
到
達
さ
れ

る
。
そ
し
て
今
日
の
到
達
点
に
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
私

は
本
書
を
読
み
勉
強
し
っ
つ
、
博
士
が
如
上
の
文
献
学
的
方
法
を
堅
持
し
っ
つ

本
質
に
迫
り
明
確
に
さ
れ
て
い
く
学
問
姿
勢
を
、
い
さ
ざ
よ
い
と
感
じ
入
る
の

で
あ
る
。

博
士
は
記
紀
の
神
話
体
系
を
天
皇
氏
に
よ
る
支
配
合
宜
化
と
い
う
上
こ
ろ
に

措
定
さ
れ
、
そ
の
方
向
に
む
か
っ
て
神
話
が
結
集
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説

か
れ
、
そ
の
抜
雑
さ
を
見
事
に
別
扶
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
猶
望
め
る
な

ら
ば
、
そ
の
合
宜
化
が
、
記
紀
編
纂
の
天
武
・
持
続
・
文
武
二
冗
明
・
元
正
朝

と
い
う
現
在
の
理
念
と
い
か
に
関
わ
り
つ
つ
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い

て
も
撃
を
さ
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
紀
一
の
一

事
に
つ
い
て
、
「
こ
の
神
話
の
政
治
的
な
意
図
か
ら
す
る
最
も
行
き
つ
い
た
形

を
み
る
こ
と
が
出
来
る
」
　
（
一
四
一
ペ
）
と
い
わ
れ
る
。
合
宜
化
と
い
う
面
か

ら
い
え
ば
何
故
こ
れ
が
本
文
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
又
本
書
の
中
に
紀

の
一
書
に
対
す
る
博
士
の
評
価
や
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

ら
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

猶
心
覚
え
ま
で
に
、
一
三
七
貢
引
用
の
垂
仁
紀
は
「
二
十
三
年
」
が
あ
り
た

い
。
一
五
四
貢
「
天
細
女
…
…
柳
二
裳
帯
於
臍
下
こ
は
「
抑
」
、
三
三
七
貢

二
行
目
「
佐
」
は
「
左
」
と
あ
る
べ
き
。
二
二
九
貢
十
二
行
目
「
こ
う
し
た
た

か
ら
す
れ
ば
」
は
文
意
不
明
。

終
り
に
、
本
宙
に
関
わ
る
博
士
の
御
論
文
に
は
、
発
表
の
近
い
も
の
で
い
え

ば
「
赤
猪
子
の
話
－
三
輪
伝
承
考
－
」
　
（
『
日
本
書
紀
研
究
－
三
品
先
生
追
悼

記
念
－
』
第
六
冊
所
載
）
等
、
感
銘
深
い
も
の
は
そ
の
他
数
多
い
。
本
書
の
範
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関
を
神
代
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
省
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
祝
詞
・
風

土
記
、
下
っ
て
は
日
本
霊
異
記
に
関
す
る
御
論
文
も
多
い
。
是
非
早
い
機
会
に

お
ま
と
め
下
さ
っ
て
後
学
の
指
針
と
も
し
て
い
た
だ
き
た
く
心
か
ら
お
顆
い
申

し
上
げ
た
い
。
（
4
8
・
1
2
・
2
1
）
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