
古
代
に
お
け
る
目

･
耳

･
鼻
の
呪
力
に
つ
い
て

尾

開

ち
と
せ

一

は
じ
め
に

古
代
の
人
々
の
､
感
覚
器
官
や
そ
の
感
覚
に
つ
い
て
の
認
識
は
､
現
代

人
と
異
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

例
え
ば
視
覚
'
す
な
わ
ち

｢見
る
｣
こ
と
は
'
魂
の
活
動
と
密
接
に
結

び
つ
-
も
の
だ
っ
た
｡
植
物
や
鳥
を

｢見
る
｣
の
は
'
そ
の
も
の
の
持
つ

生
命
力
を
身
に
つ
け
､
自
ら
の
魂
を
活
性
化
さ
せ
る
'
所
謂
タ
マ
フ
リ
を

行
な
う
為
で
あ

っ
た
.
そ
し
て
､
夢
は
古
-
は

｢卦
か
｣
で
あ
り
､
睡
眠

El=H凸

中
の
目
を
あ
ら
わ
し
た
｡

つ
ま
り
'
目
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
夢
を

｢見

る
｣
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

例
に
あ
げ
た
の
は
目
の
み
だ
が
､
耳
'
鼻
と
い
っ
た
他
の
感
覚
器
官
も
'

目
と
同
様
に
呪
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
現
在
で
は
諸
感
覚
の
間
に
明
覚
な
区
別
が
あ
る
｡
し
か
し
'

古
代
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
｡
感
覚
は
'

そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
の

で
あ
る
｡

こ
の
論
で
は
'
ま
ず
感
覚
器
官
の
も
つ
呪
力
に
つ
い
て
考
察
し
､
さ
ら

に
感
覚
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
た
い
と
思
う
｡

二

目
と
視
覚

ま
ず
'
天
孫
降
臨
の
段
を
見
て
み
る
o

<
■
く
だ

さ
JqJ
は
ち
ひ

か
み
か
へ

さ
でつ

己
に
し
て
降

り

ま
き
む
と
す
る
隣

に
,
先

駆

の

者

選

り
て
自

さ
く
,

｢ひTr
の
紳
有
り
て
,
充
相
身
か
恥
に
掛
り
｡
其
の
鼻
の
長
さ
七
軍

部

の
長
さ
七
郎
翻
り
｡
部
に
僧
都
と
言
ふ
ペ
L
o
F
nQ
殿
聯
り
掛
れ
り
｡

眼
は
邦
燭
鑑
の
如
-
し
て
､
配
無
窮
郡

部
に
触
れ
り
｣
と
ま
う
す
.
即

ち
従
の
神
を
遺
し
て
,
砂

き
て
間
は
し
む
･
時
に
八
十
寓
の
か純
ち有

みとも

り
O
皆
か
掛
ち
て
相
聞
ふ
こ
と
得
ず
｡
轡

椀
に
沼
那
覇
に
翻

し
て
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郎
は
く
,
｢鋸
は
寧

日
人
に
勝
ち
た
る
都

な
り
.
砂

き
て
間
ふ
べ

し
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
天
鍋
女
,
乃
ち
其
の
臓

鮎

を
露
に
か
き
い
で
て
,

象
徴
を
願
の
刊
に
弼
れ
て
,
機
噺
ひ
て
向
き
て
立
つ
.

(神
代
紀
第
九
段

1
書
第

1
)

目
に
注
目
し
た
い
｡

一
の
神
と
は
猿
田
彦
神
で
あ
る
｡
こ
の
柵
の
目
は

八
周
鏡
の
如
-
で
あ
り
'
そ
し
て
赤
酸
昔
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
.
八
十

万
の
神
は
そ
の
日
に
庄
倒
さ
れ
'
｢目
勝
つ
｣
こ
と
が
で
き
な
い
｡

だ
が
'
天
鍋
女
は

｢
目
人
に
勝
ち
た
る
者
｣
'
す
な
わ
ち

｢目
勝
つ
｣
こ

と
の
で
き
る
神
で
あ
っ
た
｡
『記
』
で
は
天
細
女
を

｢
い
む
か
ふ
神
と
面
勝

つ
神
｣
と
す
る
｡
｢
面
勝
つ
｣
は

｢目
勝
つ
｣
と
同
意
で
あ
ろ
う
｡
相
対
す

る
敵
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
､
つ
ま
り
'
｢見
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
屈

服
さ
せ
､
支
配
す
る
こ
と
が

｢目
勝
つ
｣
で
あ
り
'
｢面
勝
つ
｣
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
｡
わ
か
り
や
す
-
言
え
ば

｢
に
ら
み
あ
い
｣
で
あ
る
｡
互
い
に

に
ら
み
あ
い
､
相
手
を
倒
す
の
だ
｡
｢
に
ら
み
あ
い
｣
で
あ
る
か
ら
'
先
に

目
を
そ
ら
し
た
方
が
相
手
の
目
の
威
力
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
｡
猿
田
彦
神
に

｢目
勝
｣
て
な
か
っ
た
八
十
万
の
神
が
そ
う
で
あ
る
｡

再
び
須
田
彦
神
の
目
に
戻
る
｡
こ
の
神
の
目
は
照
り
輝
い
て
い
た
｡
目

が
輝
-
例
と
し
て
は
,
他
に
瑞

賢

喧

(神
代
紀
)､
三
諸
岳
の
神

(雄
略

紀
)
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
目
の
輝
き
は
'
こ
れ
ら
の
神
の
持
つ
威
力
が
目
か

ら
発
散
し
て
い
る
こ
と
を
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

神
武
記
に
登
場
す
る
大
久
米
命
の
幣

(目
の
周
囲
の
入
れ
墨
)
は
'
中

(2
)

西
進
氏
の
指
摘
す
る
よ
-
に
'
神
の
目
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光

(神
の
威
力
)

の
模
倣
で
あ
ろ
う
｡
鞍
に
よ
っ
て
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
さ
れ
た
目
に
よ
っ
て
'

秒
針
知
釦
砂
加
熱
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
芸

だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

＼＼

ま
た
､
仁
徳
紀
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
｡

え

ふ

し

そ
む

た

ぢ

五
十
五
年
に
'
蝦

夷

'

叛

け
り
｡
田

道

を
遺
し
て
撃
た
し
む
｡
則
ち

蝦
夷
の
篤
に
放
ら
れ
て
,
整

暇

に

形

せ
ぬ
.
･･･-
是
の
後
に
,

九ほみたかり

かす

蝦
夷
､
亦
襲
ひ
て
人
民
を
略

む
｡
因
り
て
田
道
が
墓
を
掘
る
｡
則
ち

ガ
嬬
有
り
て
･
目
を
獣
臥
し
て
墓
よ
り
出
で
て
畔
ふ
｡
蝦
夷
･
｡琴
ii

昭
e
轟

qib
限
り
て
･
釦
に
tg
J亡
ぬ
｡

(仁
徳
杷
)

目
か
ら
光
こ
そ
発
し
て
い
な
い
が
､
や
は
り
こ
の
場
合
も
'
大
蛇
の
持

つ
威
力
が
目
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

目
は
威
力
を
発
す
る
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

先
に
少
し
触
れ
た
三
諸
岳
の
神
も
大
蛇
で
あ
る
｡
天
皇
は
こ
の
神
を
見

よ
う
と
思
い
､
家
臣
に
命
じ
て
捕
え
さ
せ
た
｡
斎
戒
せ
ず
に
天
皇
が
見
る

と
'
次
の
よ
う
な
事
態
が
お
こ
る
｡

其
の
雷
旭
他
き
て
,
日
精
赫

赫
-
.
天
皇
､
畏
み
た
ま
ひ
て
､
酢
を

かふひかりひろの

ま
な
こ
か
か
や

顧
ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
,
殿
部
に
帥
ん
れ
た
ま
ひ
ぬ
･

(雄
略
紀

七
年
七
月
)

斎
戒
せ
ず
に
神
を
見
よ
う
と
し
た
為
に
'
天
皇
は
神
の
怒
り
を
買
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
怒
っ
た
神
は
雷
鳴
を
轟
か
し
'
目
か
ら
光
､
す
な
わ
ち
威

力
を
発
し
た
の
で
あ
る
｡
天
皇
は
神
を
見
な
い
よ
-
に
目
を
覆
い
'
殿
中

に
隠
れ
た
が
'
こ
れ
は
､
神
の
目
か
ら
発
せ
ら
れ
る
凄
じ
い
威
力
を
自
分

の
目
に
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
為
'
す
な
わ
ち
目
を
守
る
為
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
神
の
目
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光

(-
神
の
威
力
)
を

｢見
る
｣
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こ
と
は
'
神
の
怒
り
を
直
接
目
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡

日
本
武
尊
に
よ
っ
て
蒜
を
目
に
当
て
ら
れ
た
鹿

(実
は
山
の
神
)
は
死
ん

で
し
ま
う
が

(景
行
記
･景
行
紀
)､
天
皇
も
同
様
に
'
目
に
痛
手
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
は
天
皇
の
死
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
-
｡
天
皇

が
目
を
守
っ
た
こ
と
は
､
同
時
に
自
ら
の
生
命
を
も
守

っ
た
と
言
え
よ
う
｡

目
は
生
命
の
源
と
も
考
え
ら
れ
た
よ
-
で
あ
る
｡

し

同
じ
-
雄
略
紀
に

｢喋
目
｣
と
い
う
語
が
あ
り
'
｢
喋
目
ぬ
｣
と
訓
ま
れ

て
い
る
｡
｢
喋
｣
に
は

〟目
を
閉
じ
る
″

と
い
う
意
味
が
あ
る
が
'
生
命
の

源
で
あ
る
目
が
閉
じ
ら
れ
'
そ
こ
か
ら

威
力
が
発
せ
ら
れ
な
-
な

っ
た
状

人3
)

態
が

｢死
｣
で
あ

っ
た
と
判
断
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
生
命
'
威
力
の
源
が
目
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
為
に
'
目
か
ら
最
高
神
で
あ
る
天
照
大
神
が
誕
生
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
て
-
る
｡
天
照
大
神
は
日
神
で
あ
る
が
､
太
陽
の
輝
き

が
目
の
威
力
を
あ
ら
わ
す
光
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
天
皇
も
ま
た
目
の
力
の
優
れ
た
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡

Ⅲ
お
し
て
る
や

難
波
の
崎
よ

出
で
立
ち
て
我
が
国
見
れ
ば

淡

島

郎

鷹
島

僻
僻
の
島
も
見
ゆ

鋸
つ
島
見
ゆ

(記
S
)

淡
島
を
始
め
と
す
る
島
々
は
'
神
の
世
界
に
属
す
る
土
地
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
異
界
の
土
地
で
あ
る
｡
天
皇
は
そ
の
土
地
を

｢見
る
｣

こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
れ
を
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
ひ
き
寄
せ
る
｡
ひ
き
寄
せ

た
結
果
､
眼
前
に
そ
れ
が
現
出
す
る
こ
と
が

｢見
ゆ
｣
な
の
で
あ
ろ
う
｡

｢見
ゆ
｣
と
表
現
さ
れ
た
土
地
'
す
な
わ
ち

｢見
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
き

寄
せ
ら
れ
た
土
地
は
'
天
皇
の
支
配
の
及
ぶ
土
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
｡

お
そ
ら
-
天
皇
の
場
合
へ
｢見
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
を
ひ
き
寄
せ
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
'
つ
ま
り
土
地
が

｢見
え
る
｣
と
は
'
天
皇
が
天
皇

と
し
て
存
在
す
る
為
の
重
要
な
資
格
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

天
皇
筑
紫
の
即
か
比

良

に
坐
し
ま
し
て
､
態
曾
園
を
撃
た
む
と
し
た

ま
ひ
し
時
,
天
皇
御
琴
を
掛

か
し
て
､
建
払

栢

現

大

臣
か

厳

に
熟
て
､

みこと

よ

こと

さと

神
の
命
を
請
ひ
き
｡
是
に
大
后
沖
を
蹄
せ
た
ま
ひ
て
､
言
教

へ
覚
し

詔
り
た
ま
ひ
し
く
,
｢西
の
万
に
囲
有
り
0
金
銀
を
覇
と
敷
て
､
目
の

戴

く
私

髄

の
珍
し
き
賛
,
郭

に
其
の
園
に
在
り
.
吾
今
其
の
園
を

掃
せ
賜
は
む
｣
と
の
り
た
ま
ひ
き
｡
爾
に
天
皇
答

へ
て
自
し
た
ま
ひ

ところ

く
に

し
く
'
｢高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
､
囲
土
は
見
え
ず
｡
唯

大
海
の
み
有
り
｣
と
の
り
た
ま
ひ
て
､
い粥
を
為
す
神
と
静
ひ
て
､
御

そ

ひ

もだ

琴
を
押
し
退
け
て
撞

き
た
ま
は
ず
､
獣

し
て
坐
し
き
｡
爾
に
其
の
紳
'

お
く
釦
り
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
,
｢
凡
そ
鮫
の
天
の
下
は
,
汝
の
知
ら

す
べ
き
園
に
非
ず
｡
汝
は
51"瀧

に
向
ひ
た
ま

へ
｣
と
の
り
た
ま
ひ
き
.

(仲
哀
記
)

結
局
天
皇
は
神
の
怒
-
に
ふ
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
｡
天
皇
が
神
託
を
信

じ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
｡
そ
れ
は
､
天
皇
が

｢見
｣
て
も
国
が

｢見
､三

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
天
皇
に
国
を
ひ
き
寄
せ
る
力
が
な
か

っ
た
為
'
つ
ま
り
天
皇
に
そ
の
国
を
支
配
す
る
資
格
が
な
か
っ
た
為
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
犬
飼
公
之
氏
は

｢
呪
帝
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の

は
'
『神
の
目
』
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
る
世
界
を
共
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有
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｣
と
L
t
仲
哀
天
皇
は

｢
『神
の
目
』
を
も

っ
こ
と

(4
)

が
で
き
な
か
っ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
氏
の
言
う

｢神
の
目
｣
と
は
'
｢見

る
｣
こ
と
に
よ

っ
て
神
の
世
界
の
土
地
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
が
可
能
な
目

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
西
の
方
に
あ
る
国
と
は
新
羅
国
で
あ
る
｡
仲
哀
紀
で
'
神

は
こ
の
国
を

｢
天
津
小
影
の
如
上

押
し
伏
せ
て
我
が
見
る
国
｣
と
よ
ぶ
｡

こ
の
表
記
は
'
神
が
目
の
威
力
を
も
っ
て
新
羅
国
を
支
配
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

土
地
の
支
配
と
目
の
関
係
は
､
神
々
に
よ
る
日
本
国
命
名
の
記
事
か
ら

も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

昔
,
俄

製

帯

革

此
の
園
を
酢

け
て
郡

は

-
､
｢
即
ポ

は
浦
安
の
囲
,

継
奥
の
や
彫
る
園
,
敵
掛
忍

の
究
歎
野

と
の
た
ま
ひ
き
.
衡
光
63.

割
大
神
､
酢
け
て
郎
は
く
,
｢義
解
の
内
つ
園
｣
と
の
た
ま
ひ
き
｡
鏡

遠
目
命
,
ポ
鮮
艦
に
乗
り
て
,
避
戯
を
郷
弼
き
て
,
是
の
酢
を
雌
り

<■くだ

い
た

なづ

て
降
り
た
ま
ふ
に
及
至

り
て
,
野

因
り
て
目

け
て
,

｢廓
を

見
つ
日

本
の
囲
｣
と
酔
ふ
｡

(神
武
妃

三
十

1
年
四
月
)

土
地
の
命
名
は
'
そ
の
土
地
を
支
配
下
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
｡
こ
こ
で
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
日
本
国
を
支
配
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
場
合
,
｢目
｣
を

｢酢
け
る
｣
と
訓
ん

で
い
る
点
に
注
目
し
た
い
｡
命
名
に
際
し

｢目
｣
の
字
を
使
用
す
る
と
い

う
こ
と
は
､
目
に
よ

っ
て
'
す
な
わ
ち
目
の
威
力
に
よ
っ
て
土
地
を
支
配

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢見
る
｣
の
敬
語
は

｢卦
す
｣
で
あ
る
.
｢御
覧
に
な
る
｣
だ
け
で
な
く
｢支

配
な
さ
る
｣
の
意
に
も
使
用
さ
れ
る
が
､
天
皇
が
威
力
あ
る
日
で

｢見
る
｣

こ
と
か
ら
'
支
配

へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
｡

た
へ

物や
す
み
し
し

わ
ご
大
王

高
照
ら
す

日
の
皇
子

荒
稗
の

み
あら
か

藤
原
が
う

へ
に

食
す
国
を

見
し
給
は
む
と

都

宮

は

高
知

ら
さ
む
と

神
な
が
ら

思
ほ
す
な

へ
に
-
-

(巻

一

50
)

折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
'
｢食
す
国
｣
と
は
本
来
天
つ
神
の
領
ら
す
地
で
あ

り
､
神
の
食
料
で
あ
る
稲
を
作
る
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡

そ
こ
に
天
孫
が
下
り
'
政
を
行
な
う
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
信
仰
か
ら
'

(5
)

最
終
的
に
天
皇
の
支
配
す
る
地
と
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
う
｡
こ

の
よ
う
な
土
地
を

｢見
す
｣
と
は
'
始
源
に
立
ち
返
り
'
そ
の
土
地
を
神

と
し
て
'
目
の
威
力
を
も

っ
て
支
配
す
る
こ
て
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
｡
｢朝
に
は

召
し
て
便
は
し

夕
に
は

召
し
て
便
は
し
｣
(巻
十
三

轡

の
如
上

人
を
伺
候
さ
せ
る
こ
と
も

｢
め
す
｣
と
い
う
｡
土
地
を

｢
め
す
｣
場
合
と
同
様
に
'
目
の
威
力
に
よ
っ
て
人
を
支
配
し
､
そ
し
て
自

分
の
方

へ
ひ
き
寄
せ
る
こ
と
も

｢
め
す
｣
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

(6
)

三

耳
と
聴
覚

｢聞
-
｣
こ
と
も
ま
た
呪
術
的
な
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

㈱大
伴
甲
王
は
字
を
僻

脈

と
い
へ
り
｡
容
姿
爾
猷
し
く
風
流
究
蹴
た

り
｡
見
る
人
聞
-
者
の
歎
息
せ
ざ
る
は
な
し
｡
-
-

(巻
二

1-6
左
往
)
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大
伴
甲
王
を
実
際
に

｢見
｣
て
も
'
ま
た
噂
に

｢聞
-
｣
だ
け
で
も
､

同
じ
よ
う
に
魂
が
発
動
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
｢聞
-
｣
こ
と
も

｢見

る
｣
こ
と
同
様
に
'
呪
力
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
｡

ま
た
,
垂
仁
天
皇
の
御
千
･
本
牟
智
和
気
王
は
,
｢八
拳
額
･心

の

調

に
至

る
ま
で
｣
言
葉
を
話
せ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
垂
仁
記
に
よ
れ
ば
'
空
を

飛
ぶ
鴇
の
声
を

｢聞
-
｣
こ
と
に
よ
り
､
片
言
を
話
し
た
の
で
あ
る
｡
風

景
や
動
植
物
を

｢見
る
｣
こ
と
は
､
そ
れ
を
賞
美
す
る
と
同
時
に
､
そ
れ

の
持
つ
生
命
力
を
自
身
の
内
部
に
と
り
入
れ
る
'
す
な
わ
ち
タ
マ
フ
リ
を

意
味
し
た
｡
本
牟
知
和
気
王
の
記
事
は
'
｢聞
-
｣
こ
と
に
よ
っ
て
も
タ
マ

フ
リ
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

㈲谷
近
-

家
は
居
れ
ど
も

木
高
-
て

里
は
あ
れ
ど
も

ほ
と

と
ぎ
す

い
ま
だ
釆
鳴
か
ず

嶋
-
声
を

聞
か
ま
-
欲
り
と

朝
に
は

門
に
出
で
立
ち

夕
に
は

谷
を
見
渡
し

恋
ふ
れ
ど

も

1
声
だ
に
も

(詣

㌍
押

棒

(巻
十
九

5
)

㈲秋
萩
は
雁
に
逢
は
ず

と

言

へ

れ

ば

か

声
を
聞
き
て
は
花
に
散
り
ぬ

る

(巻
十

g
)

㈲
雁
が
ね
の
初
声
聞
き
て
咲
き
出
た
る
屋
前
の
秋
萩
見
に
釆
わ
が
背

子

(巻
十

m
)

㈲は
零
公
鳥
の
声
を

｢聞
-
｣
こ
と
を
願
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
｢聞

-
｣
こ
と
に
よ
っ
て
タ
マ
フ
リ
が
行
な
わ
れ
た
為
に
'
声
を

｢聞
-
｣
こ

と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

先
の
本
車
知
和
気
王
の
例
は
､
｢聞
-
｣
こ
と
が
タ
マ
フ
リ
を
行
な
う
手
段

で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
､
鳥
の
声
が
呪
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
も
示
し
て
い
る
｡
刷
､
㈲
も
鳥
の
声
の
呪
力
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

だ
が
'
植
物
が
鳥
の
声
を

｢聞
き
｣､
人
間
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
魂
が
発

動
し
､
花
が
咲
-
'
散
る
と
い
っ
た
現
象
が
お
こ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
｡

刑
泊
瀬
川
流
る
る
水
脈
の
瀬
を
早
み
井
堤
越
す
波
の
音
の
清
け
-

(巻
七

5
)

こ
の
歌
に
｢聞
-
｣
の
語
は
な
い
｡
し
か
し
､
歌
い
手
は
波
の
音
を

｢聞

-
｣
こ
と
に
よ
っ
て

｢活
け
し
｣
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢活
け

し
｣
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
､
こ
の
歌
の
場
合
'
川
の
流
れ
の
激
し
さ

に
対
す
る
讃
め
詞
と
な
っ
て
お
り
'
土
地
讃
め
の
歌
と
な
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
〟
つ
と

(
表
)〟
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡

㈲
宇
治
川
に
生
ふ
る
菅
藻
を
川
早
み
取
ら
ず
乗
に
け
り
最
に
せ
ま
L

を

(巻
七

g
)

㈱
鮎
も
が
と
乞
は
ば
取
ら
す
と
貝
拾
ふ
わ
れ
を
濡
ら
す
な
沖
つ
白
波

(巻
七

g
)

〟
つ
と
〟
と
は
'
旅
人
が
家
人
の
為
に
持
ち
帰
る
そ
の
土
地
の
産
物
で
あ

る
｡
土
地
の
産
物
を
故
郷
に
持
ち
帰
る
の
は
'
そ
の
中
に
こ
め
ら
れ
た
土

地
の
霊
力
を
家
人
の
身
に
つ
け
さ
せ
る
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
家
人

は

〟
つ
と
″

を

｢見
る
｣
あ
る
い
は
そ
れ
に

｢触
れ
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て

霊
力
を
身
に

つ
け
'
タ
マ
フ
リ
を
行
な
っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
と
同
様
の
効
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果
は
'
｢聞
-
｣
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
｡

冊
難
波
潟
潮
干
の
余
波
よ
-
も
見
む
家
な
る
妹
が
待
ち
間
は
む
為

(巻
六

9-6
)

帥玉
津
島
よ
-
見
て
い
ま
せ
あ
を
に
よ
し
平
城
な
る
人
の
待
ち
問
は

ば
い
か
に

(巻
七

聖

二
首
に
共
通
し
て
い
る
の
は
'
旅
人
が
風
景
な
ど
を

｢見
る
｣
(旅
人
は

タ
マ
フ
リ
を
行
な
い
'
土
地
の
霊
力
を
身
に
つ
け
る
)
1
帰
京
L
t
そ
れ

を
故
郷
の
人
々
に
話
す
t
と
い
う
構
造
で
あ
る
｡
話
を

｢聞
-
｣
者
は
'

ま
さ
に

｢聞
-
｣
こ
と
に
よ
っ
て
旅
人
か
ら
土
地
の
霊
力
を
と
り
入
れ
'

タ
マ
フ
リ
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢見
る
｣
に
対
し
て
｢見
ゆ
｣
が
あ
っ
た
よ
う
に
'
｢聞
-
｣
に
対
し
て
｢聞

こ
す
｣
が
あ
る
｡

〓

云
湖
見
ゆ
)

㈹稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
か
て
に
息

へ
れ
ば
心
恋
し
き
可
古

の

島

見

ゆ

(巻
三

2-3
)

(

一云
家
の
あた
り

見
ゆ
)

㈹天
離
る
夷
の
長
道
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
明
石
の
門
よ
り

大

和

島

見

ゆ

(巻
三

2-5
)

㈹
わ
が
背
子
に
-
ら
恋
ひ
居
れ
ば
天
の
川
夜
船
漕
ぐ
な
る
稗
の
音
聞

ゆ

(巻
十

禦

個
ま
日
長
-
恋
ふ
る
心
ゆ
秋
風
に
妹
が
共
闘
ゆ
紐
解
き
行
か
な

(巻
十

NS
)

天
皇
は

｢見
る
｣
力
に
優
れ
て
い
た
為
､
｢見
る
｣
こ
と
が
不
可
能
な
地
'

神
の
世
界
に
属
す
る
地
ま
で
も
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
ひ
き
寄
せ
る
こ
と
が

可
能
だ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
が

｢見
ゆ
｣
と
し
て
表
現
さ
れ
た
｡
こ
こ
で

の

｢見
ゆ
｣
｢聞
こ
ゆ
｣
の
場
合
､
｢恋
ふ
｣
こ
と
や

｢思
ふ
｣
こ
と
が
そ

の
状
態
を
導
-
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

｢恋
ふ
｣
は

｢乞
ふ
｣
と
同
意
で
'
招
魂
の
行
為
で
あ
る
｡
対
象
に
は
た

ら
き
か
け
る
行
為
と
言
え
よ
う
｡
｢思
ふ
｣
も
同
様
の
行
為
で
あ
る
と
思
わ

たま

れ
る
｡
｢思

へ
ば
潮
溢
之
竣
｣
｢思

へ
ば
潮
潤
之
現
｣
(神
代
紀
第
十
段

一

喜
第
二
)
と
い
う
現
の
名
は
'
｢思
ふ
｣
こ
と
が
複
に
は
た
ら
き
か
け
る
行

(7
)

為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
具
体
的
に
は
､
袖
を
振
る
'

袖
を
折
り
返
す
,
斎
篭
を
す
､言

(
轡

胤
な
ど
)
と
い
っ
た
呪
的
動
作

を
伴
う
も
の
が
｢思
ふ
｣
｢恋
ふ
｣
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
｢思
ふ
｣
｢恋
ふ
｣

と
い
っ
た
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
行
為
に
よ
り
､
対
象
が
ひ
き
寄
せ
ら

れ
た
結
果
'
そ
れ
が

｢見
､三

る
'
あ
る
い
は

｢聞
こ
､え
｣
る
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
｡

｢聞
こ
す
｣
は

｢聞
-
｣
の
尊
敬
語
で
あ
る
が
'
左
の
例
の
如
-
傭
わ
れ

る
場
合
が
あ
る
｡

㈹
伊
勢
の
海
ゆ
鳴
き
来
る
鶴
の
音
ど
ろ
も
君
し
開
さ
ば
わ
れ
恋
ひ
め

や
も

(巻
十

1

23g
)

㈹
浅
茅
原
小
野
に
標
結
ふ
空
言
も
逢
は
む
と
聞
こ
せ
恋
の
慰
に

(巻
十
二

讐

㈹御
楓
を

剣
の
池
の

蓮
葉
に

浮
れ
る
水
の
行
方
無
み

わ
が

す
る
時
に

逢
ふ
べ
L
と

逢
ひ
た
る
君
を

な
寝
そ
と

母
聞
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せ
ど
も

わ
が
情

清
隅
の
池
の

池
の
底

わ
れ
は
忍
び
ず

た
だ
に
あ
ふ
ま
で
に

(巻
十
三

8
)

こ
こ
で
の

｢聞
こ
す
｣
は

｢言
ふ
｣
の
尊
敬
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
｡

｢聞
こ
す
｣
側
で
あ
る
母
や
君
は
'
歌
い
手
よ
り
も
上
位
に
立
つ
｡
注
意
し

た
い
の
は
'
｢聞
-
｣
と
い
-
行
為
の
主
体
が
歌
い
手
'
つ
ま
り
下
位
の
者

で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

㈹
'
佃
を
み
る
と
'
相
手
の
言
葉
を

｢聞
か
｣
な
い
為
に
歌
い
手
の
魂

ヽ
ヽ

は
慰
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
相
手
の
言
葉
を

｢聞
-
｣
こ
と

に
よ
り
､
た
と
え
そ
れ
が
空
言
で
あ
っ
て
も

(㈹
)'
歌
い
手
は
慰
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
言
葉
の
持
つ
呪
力
に
歌
い
手
は
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
｡
言
葉
を
と
ら
え
る
器
官
は
耳
で
あ
る
｡
耳
で
言
葉
を

｢聞
-
｣
の

で
あ
る
｡
言
葉
を

｢聞
き
｣
そ
れ
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
'
上
位
の
者
の
側

か
ら
言
え
ば
､
言
葉
を
相
手
に

｢聞
か
せ
る
｣
こ
と
に
よ
り
相
手
を
支
配

(8
)

す
る
こ
と
'
こ
れ
が

｢聞
こ
す
｣
な
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で

｢聞
こ
し
め
す
｣
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
と
'
右
に
述
べ
た
言

葉
の
呪
力
に
よ
る
支
配
と
'
目
の
呪
力
に
よ
る
支
配
と
が
合
体
し
て
で
き

た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
｢
め
す
｣
は
先
に
述
べ
た
よ
-
に
､
目
の

威
力
に
よ
っ
て
土
地
や
人
を
支
配
し
､
自
分
の
万
に
ひ
き
寄
せ
る
こ
と
で

あ
る
｡
従
っ
て

｢聞
こ
し
め
す
｣
に
は
'
言
葉
と
視
覚
と
い
う
､
二
つ
の

呪
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

｢聞
-
｣
こ
と
も

｢見
る
｣
こ
と
同
様
に
'
呪
術
的
な
行
為
で
あ
っ
た
｡

だ
が
､
こ
の
二
つ
の
感
覚
は
､
は
た
し
て
対
等
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
｡

神
名
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
'
こ
の
両
感
覚
を
比
較
す
る
為
に
､
こ

こ
で
二
柱
の
神
の
名
と
性
格
を
比
較
し
て
み
た
い
｡

二
柱
の
神
と
は
､
『常
陸
圃
風
土
記
』
の
神
聞
勝
命
と
､
天
孫
降
臨
の
段

で
活
躍
す
る
天
細
女
で
あ
る
｡

神
聞
勝
命
は
'古
橋
信
孝
氏
の
言
う
よ
う
に
､
｢神
の
意
志
を
解
す
る
の

(9
)

に
勝
っ
た
｣
神
で
あ
る
｡

券
恥
部
の
天
皇
の
み
せ
,
大
坂
山
の
頂
に
､
･･･-
識
し
賜
ふ
命
は
'

｢我
が
み
前
を
治
め
ま
つ
ら
ば
,
汝
が
聞
こ
し
看
さ
む
食
園
を
,
克
郎

与-
小
園
､
事
依
さ
し
給
は
む
｣
と
識
し
賜
ひ
き
｡
時
に
'
八
十
の
件
緒

を
避

難

へ
,
此
の
事
を
挙
げ
て
訪

問

ひ
た
ま
ひ
き
･
是
に
,
大
中
臣

と

の
紳
聞
勝
命
'
答

へ
け
ら
-
､
｢大
八
島
園
は
'
汝
が
知
ろ
し
食
さ
む

さ
と

園
と
事
向
け
賜
ひ
し
香
島
の
図
に
坐
す
天
つ
大
御
神
の
撃
教
し
ま
し

し
辛
な
り
｣
と
ま
を
し
き
｡
天
皇
'
こ
れ
を
聞
か
し
て
､
即
ち
恐
み

くだり

驚
き
た
ま
ひ
て
'
前
の
件
の
幣
烏
を
神
の
宮
に
納
め
ま
つ
り
き
｡

(常
陸
園
風
土
記

香
島
郡
)

古
橋
信
孝
氏
の
示
す
よ
う
に
'
神
聞
勝
命
は

｢聞
-
｣
呪
力
が
優
れ
て

い
た
為
に
､
神
託
の
意
味
を
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
万
'
天
細
女
は
'
｢
い
む
か
ふ
神
と
面
勝
つ
神
｣
(
『記
』
)'
｢目
人
に
勝

ち
た
る
都
｣
(詔

』
)
と
表
記
さ
れ
て
い
る
.
二
神
と
も

｢勝
｣
の
字
が
使

わ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
大
き
-
異
な
る
｡

神
聞
勝
命
の

｢聞
勝
｣
と
は
'
神
託
と
い
う
､
向
う
か
ら
訪
れ
て
-
る

も
の
を

｢聞
き
｣
'
そ
れ
を
判
断
す
る
能
力
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ

す
｡
こ
れ
に
対
し
'
｢面
勝
つ
｣
｢目
人
に
勝
ち
た
る
｣
と
は
､
前
述
の
よ
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う
に
'
に
ら
み
あ
い
に
よ
っ
て
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
能
力
が
優
れ
て
い
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
｡
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
と
い
う
'
｢見
る
｣
呪

力
の
能
動
的
な
面
が

｢聞
-
｣
呪
力
に
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
に

｢聞
-
｣

呪
力
は

｢
見
る
｣
呪
力
と
対
等
に
は
な
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
｢
さ
や
か
｣
｢
さ
や
け
し
｣
と
い
っ
た

｢
さ
や
｣
系
統
の
語

が
あ
る
｡

㈹
春
日
山
お
し
て
照
ら
せ
る
こ
の
月
は
妹
が
庭
に
も
清
け
か
り
け
り

(巻
七

g
)

冊
昔
見
し
象
の
小
河
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
清
け
-
な
り
に
け
る
か
も

(巻
三

m
)

釦
大
君
の
三
笠
の
山
の
帯
に
せ
る
細
谷
川
の
音
の
清
け
さ(巻

七

空

相狭
井
河
よ

雲
立
ち
わ
た
り

蕨
火
山

木
の
葉
騒
ぎ
ぬ

風
吹

か
む
と
す

(
記

21

)

例
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
'
｢
さ
や
｣
系
統
の
語
は
対
象
が
視
覚
的
'
あ
る

い
は
聴
覚
的
に
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
状
態
を
あ
ら
わ
す
｡
視
覚
と
聴

覚
に
仝
-
重
な
り
あ
う
部
分
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
､
こ
の
よ
う
な
語
は

存
在
す
る
だ
ろ
う
か
｡
｢さ
や
｣
系
統
の
語
は
､
お
そ
ら
-
､
両
感
覚
が
明

確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
段
階
か
ら
'
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
状
態
を

あ
ら
わ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
両
感
覚
は
'
始
源
的
に
は
未
分
化
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
か
｡

聴
覚
は
'
そ
れ
自
体
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
受

動
的
な
感
覚
で
あ
る
為
'
そ
の
呪
力
が
視
覚
に
及
ば
な
い
こ
と
を
先
に
述

べ
た
｡
そ
し
て
両
感
覚
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

だ
が
'
｢
さ
や
｣
系
統
の
語
の
存
在
は
､
両
感
覚
に
重
な
り
あ
う
部
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

四

名
と
器
官

器
官
の
名
称
を
名
に
持
つ
人
物
は
'
記
紀
に
多
-
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は

そ
の
人
物
が
､
そ
の
器
官
の
持
つ
呪
力
に
優
れ
て
い
る
為
と
思
わ
れ
る
｡

前
章
で
と
り
あ
げ
た
二
神
の
名
と
性
格
か
ら
も
､
そ
れ
は
う
か
が
わ
れ
る

だ
ろ
う
｡

①

目

崇
神
天
皇
の
皇
子
に
,
.k

v
即

ル

獣

か
苛

露

窮

充

ぎ

す
な
わ
ち
後
の
垂
仁

天
皇
が
い
る
.
崇
神
天
皇
は
皇
位
継
承
者
を
決
め
る
為
'
豊
城
命
と
括
自イ

尊
に
夢
を
見
さ
せ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
括
目
尊
を
皇
太
子
と
し
た
｡
夢
は
｢演

メ目
｣
で
'
睡
眠
中
の
目
を
あ
ら
わ
す
｡
目
の
は
た
ら
さ
に
よ
っ
て
夢
を
見

(10
)

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
夢
を
見
て
皇
位
を
継
承
し
た
の
は
括

(‖
)

目
尊
で
あ
る
｡
｢野

は

｢生
-
｣
に
通
じ
,
生
命
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
O

活
自
尊
と
は
'
威
力
あ
る
日
を
持
つ
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
名
と
考

え
ら
れ
る
｡
目
の
威
力
に
よ
っ
て
吉
夢
を
ひ
き
寄
せ
'
ひ
い
て
は
皇
位
を

手
中
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡

崇
神
紀
七
年
八
月
に
,
鷹
混
漸
槻
灘
邪
殿
鋸
軌
肝
が
登
場
す
る
.
穂
積

臣
の
遠
祖
で
あ
る
大
水
口
宿
禰
そ
し
て
伊
勢
麻

静

君
と
共
に
,
天
皇
と
同
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じ
夢
託
を
受
け
る
｡
こ
の
姫
は
'
同
年
二
月
に
神
浅
茅
原
で
神
渡
り
を
し

た
鷹
混
凝
郎
郡
整

巌
と
同

一
人
物
で
あ
L
s,'
倭
速
達
神
浅
茅
原
目
妙
姫

の
名
を
得
た
の
は
'
神
語
を
得
た
為
と
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
従
っ
て
姫
の
名

を
考
え
て
み
る
と
､
神
浅
茅
原
と
は
神
退
り
を
し
た
場
所
を
意
味
す
る
｡

そ
し
て

｢目
妙
｣
で
あ
る
が
'
通
常
こ
の
言
葉
は
見
た
目
の
美
し
き
を
讃

え
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
場
合
は
､
神
恵
り
と
い

う
'

一
種
の
夢
と
考
え
ら
れ
る
状
態
で
神
の
世
界
と
交
流
を
持
っ
た
こ
と

に
対
す
る
'
す
な
わ
ち
姫
の
目
の
力
に
対
す
る
讃
辞
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡
倭
速
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
は
､
夢
を
見
る
能
力
､
つ
ま
り

神
の
世
界
と
交
流
す
る
能
力
が
優
れ
て
い
た
為
に
'
再
び
神
託
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
｡

②

耳

耳
の
つ
-
名
を
持
つ
人
物
の
中
で
'
最
も
有
名
な
の
は
'
お
そ
ら
-
上

ひとi)び

宮
廠
戸
豊
聡
耳
太
子
､
す
な
わ
ち
聖
徳
太
子
で
あ
ろ
う
｡
太
子
は

｢
一
に

荒

の
訴
を
聞
き
給
て
､
粟

ち

た
ま
は
ず
し
て
能
-
弁

へ
｣
る
と
い
う
人

物
で
あ

っ
た

(推
古
紀
元
年
四
月
)｡
｢豊
聡
耳
｣
と
は
､
太
子
の
耳
の
'

こ
の
よ
う
な
優
れ
た

｢聞
-
｣
能
力
を
讃
え
た
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

･
つ

0
按
靖
紀
に
は
郵
碗
慧

恥
(神
武
記
で
は
嘗
萎
志
実
美
命
)
が
登
場
す
る
o

緩
靖
天
皇
の
庶
兄
で
あ
り
'
反
乱
を
企
て
る
.
タ
ギ
シ
と
は
､
タ
ギ
タ
ギ

シ
と
同
様
､
曲
が
り
す
ね
っ
た
状
態
や
凹
凸
の
あ
る
状
態
､
つ
ま
り
へ
ま

っ
す
ぐ
で
な
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
手
研
耳
と

い
う
名
は
'
単
純
に
､
曲
が
っ
た
耳
と
い
う
'
耳
の
形
状
を
表
わ
す
名
と

考
え
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
こ
の
名
は
'
神
意
な
ど
を
正
し

-

｢聞
-
｣
こ
と
が
で
き
な
い
為
の
名
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
為
に
彼
は

｢禍
心
｣
を
も
ち
､
反
乱
を
企
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
綜
靖
紀
に
よ
れ
ば
'
神
武
天
皇
の
皇
子
は
手
研
耳
命
'
そ

し
て
按
靖
天
皇
こ
と
榔
掛
か
棚
那
覇
の
他
に
,
神
停
名
川
耳
尊
と
同
腹
の

柵
か
掛
禦

暇
が
い
る

(
諾

』
で
は
こ
の
他

.

･
*
墨

志
実
美
命

(=
手
研
耳

命
)
の
同
腹
に
岐
須
実
美
命
､
神
停
名
川
耳
尊
の
同
腹
に
日
子
八
井
命
が

い
る
が
､
中
心
と
な
る
の
は
綜
靖
紀
の
三
人
で
あ
る
)｡
神
武
記
に
よ
る
と
'

手
研
耳
命
の
反
乱
は
神
停
名
川
耳
尊
等
の
母
で
あ
る
伊
須
気
余
理
比
売
が

(13
)

歌
で
御
子
た
ち
に
知
ら
せ
て
い
る
｡
こ
の
歌
の
真
意
を
正
し
-

｢聞
-
｣

こ
と
が
で
き
た
の
は
､
御
子
た
ち
の
耳
が
持
つ
呪
力
の
為
と
思
わ
れ
る
｡

賊
や
土
蜘
味
に
'
大
耳
'
耳
垂
'
鼻
垂
と
い
う
名
の
も
の
が
い
る
が
'

こ
れ
ら
の
名
も
'
巨
大
な
耳
や
鼻
を
持
つ
こ
と
か
ら
つ
い
た
名
で
あ
る
と

(14
)

考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
も
'
古
橋
信
孝
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
'
そ

の
器
官
の
呪
力
が
優
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
名
で
あ
ろ
う
｡

五

鼻
と
嘆
覚

目
と
耳
'
そ
し
て
そ
の
感
覚
に
つ
い
て
は
二

･
三
章
で
述
べ
た
と
お
り

41

で
あ
る
が
､
鼻
及
び
嘆
覚
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡

(
15
)

記
紀
や
万
葉
集
よ
り
は
る
か
に
時
代
が
下
る
が
､
『夢
の
蜂

』

や

『ダ

(16
)

ン
プ
リ
長
者
』
と
い
っ
た
民
話
が
あ
る
｡
眠
っ
て
い
る
男
の
鼻
あ
る
い
は

ロ
か
ら
､
蜂
や
ダ
ン
プ
リ

(輯
蛤
)
が
出
入
り
す
る
｡
男
は
夢
の
中
で
財

宝
を
発
見
し
､目
覚
め
て
か
ら
そ
れ
を
探
し
あ
て
る
と
い
っ
た
話
で
あ
る
｡
ロ

や
鼻
か
ら
出
入
り
し
て
い
た
虫
は
男
の
魂
で
あ
り
'
そ
れ
が
至
り
着
い
た
所

(17
)

に
あ
る
財
宝
を
'男
が
夢
に
見
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う｡す



る
と
'
鼻
や
口
は
魂
の
出
入
り
す
る
器
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
-
る
｡
そ
れ
は
お
そ
ら
ぐ
'
鼻
や
口
が
呼
吸
活
動
を
行
な

う
器
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
発
想
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

万
葉
集
に
は
'
鼻
を
ひ
る
'
つ
ま
り
-
し
や
み
を
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ

歌
が
あ
る
｡

紬眉
根
掻
き
鼻
ひ
紐
解
け
待
つ
ら
む
か
何
時
か
も
見
む
と
思

へ
る
わ

れ
を

(巻
十

1

細
)

伽-
ち
鼻
ひ
鼻
を
そ
ひ
つ
る
剣
刀
身
に
副
ふ
妹
し
思
ひ
け
ら
し
も

(巻
十
二

SN
)

鍋
眉
根
掻
き
鼻
ひ
紐
解
け
待
て
り
や
も
い
つ
か
も
見
む
と
恋
ひ
来
し

わ
れ
を

(巻
十

1

響

㈹
今
日
な
れ
ば
鼻
ひ
鼻
ひ
し
眉
掻
み
思
ひ
し
こ
と
は
君
に
し
あ
り
け

り

(巻
十

l

NS
)

眉
が
痔
-
な
る
こ
と
へ紐
が
解
け
る
こ
と
と
並
ん
で
､鼻
を
ひ
る
こ
と
は

恋
人
が
訪
れ
て
-
る
前
兆
と
さ
れ
て
い
た

(伽は
男
の
側
が
鼻
を
ひ
る
).

こ
れ
は
､
鼻
が
魂
の
出
入
-
口
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は

な
い
だ
ろ
う
｡

一
方

(主
に
男
)
が

｢恋
ふ
｣
｢思
ふ
｣
こ
と
に
よ
っ
て
他

方

(主
に
女
)
が
鼻
を
ひ
る
｡
｢思
ふ
｣
｢恋
ふ
｣
と
い
っ
た
語
は
'
前
述

し
た
よ
-
に
呪
的
動
作
を
含
み
'対
象
に
は
た
ら
き
か
け
'主
体
の
側
に
ひ
き

寄
せ
る
力
を
も
つ
｡
｢思
ひ
｣
や

｢恋
ひ
｣
を
感
じ
た
相
手
は
魂
が
発
動
L
t

鼻
を
ひ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

鼻
も
ま
た
'
目
や
耳
同
様
に
呪
力
を
宿
す
器
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

例
え
ば
'
先
に
少
々
触
れ
た
鼻
垂

(景
行
紀
に
登
場
す
る
賊
)
は
'
耳
垂

が
大
き
い
耳
を
持
ち
耳
の
呪
力
に
優
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
と
同
じ

よ
う
に
'
大
き
な
鼻
を
持
ち
､
そ
し
て
鼻
の
呪
力
に
優
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
｡
ま
た
､
猿
田
彦
神
の
姿
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
｡

｢･･･-
其
の
鼻
の
長
さ
七
撃

背
の
長
さ
七
尺
飴
り
O
昔
に
七
尋
と

言
ふ
べ
し
｡
且
別

殿

明
り
掛

れ
り
O
眼
は
八
糟
鏡
の
如
-
し
て
･

鄭
媒
荊
猷
朝

に
触
れ
り
｣

(神
代
紀

第
九
段

一
書
第

1
)

鼻
垂
同
様
'
猿
田
彦
神
も
大
き
な
鼻
を
も
つ
｡
猿
田
彦
神
も
ま
た
鼻
の

呪
力
に
優
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
'
鼻
の
持
つ
呪
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

『記
』
及
び

『紀
』
の
一
書
に
よ
れ
ば
､
須
佐
之
男
命
は
伊
邪
那
岐
命
の

鼻
か
ら
誕
生
し
た
｡
ま
た
､
『記
』
に
よ
れ
ば
､
そ
の
名
は
正
し
-
は
建
速

(18
)

須
佐
之
男
命
と
い
う
｡
｢勇
猛
迅
速
に
荒
れ
す
さ
ぶ
男
神
｣
で
あ
り
'
ま
た

(19
)

｢嵐
神
｣
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
性
格
の
神
が
鼻
か
ら
誕
生
し
た
こ
と

に
'
ま
ず
注
意
し
た
い
｡

現
在
で
も
､
意
気
込
み
の
激
し
い
こ
と
を

｢鼻
息
が
荒
い
｣
と
言
う
｡

現
在
の
感
覚
で
考
え
て
し
ま
う
の
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
が
'
確
か
に
鼻

息
に
は
荒
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
｡
鼻
は
魂
の
出
入
す
る
器

官
で
あ
っ
た
と
先
に
述
べ
た
が
'
鼻
息
の
荒
々
し
さ
は
'
そ
の
者
の
魂
の

活
動
が
活
発
で
あ
る
こ
と
を
示
す
し
る
L
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

須
佐
之
男
命
は

｢荒
れ
す
さ
ぶ
｣
神
'
す
な
わ
ち
鼻
息
が
荒
々
し
-
'

魂
の
活
動
が
激
し
い
神
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら

｢嵐
神
｣
と
し
て
の
須
佐
之
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男
命
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
同
様
に
､
鼻
垂
や
猿

田
彦
神
の
巨
大
な
鼻
も
､
鼻
息
が
荒
-
'
魂
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
こ
と

を
示
す

一
種
の
象
徴
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

鼻
の
呪
力
は
､
そ
れ
が
呼
吸
活
動
を
行
な
う
器
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
生

じ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
鼻
の
も
つ
感
覚
で
あ
る
嘆
覚
と
'

鼻
の
呪
力
と
は
'
直
ち
に
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
目
と
視

覚
､
そ
し
て
耳
と
聴
覚
に
み
ら
れ
た
関
係
が
､
鼻
と
嘆
覚
の
間
に
は
み
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
｡

次
に
､
嘆
覚
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
語
を
幾
つ
か
見
て
い
-
こ
と
に

す
る
｡

｢
に
ほ
ふ
｣
と
い
う
語
は
､
万
葉
集
で
は
嘆
覚
よ
-
も
視
覚
に
用
い
ら
れ

る
場
合
が
多
か
っ
た
｡

即
白
波
の
千
重
に
釆
寄
す
る
住
吉
の
岸
の
黄
土
に
に
ほ
ひ
て
行
か
な

(巻
六

932
)

㈹
草
枕
旅
行
-
人
も
行
き
触
れ
ば
に
ほ
ひ
ぬ
べ
-
も
咲
け
る
萩
か
も

(巻
八

g
)

㈹
橘
の
に
ほ
へ
る
香
か
も
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
-
夜
の
雨
に
移
ろ
ひ
ぬ
ら

む

(巻
十
七

刑
)

鋤
橘
の
に
ほ
へ
る
園
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
-
と
人
告
ぐ
網
さ
き
ま
L
を

(巻
十
七

Sn
)

師
春
の
園
紅
に
ほ
う
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
少
女

(巻
十
九

畑
;
)

脚
･･････紫
山
の

谷
辺
に
生
ふ
る

山
振
を

屋
戸
に
引
き
植
ゑ
て

朝
露
に

に
ほ

へ
る
花
を

見
る
毎
に

思
ひ
は
止
ま
ず

恋

は
楽
し
も

(巻
十
九

g
)

植
物
な
ど
か
ら
色
彩
や
か
お
り
が
漂
よ
っ
て
-
る
こ
と
を

｢
に
ほ
ふ
｣

と
い
う
よ
う
で
あ
る
｡

｢
さ
や
｣
系
統
の
語
に
つ
い
て
も
言
え
た
こ
と
だ
が
､
二
つ
の
感
覚
に
ま

た
が
っ
て
使
用
さ
れ
る
語
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
､
古
代
に
お
い
て

は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
が
現
在
の
よ
う
に
全
-
分
離
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
に
ほ
ふ
｣
の
場
合
､
｢
さ
や
｣
系
統

の
語
よ
り
も
こ
れ
が
顕
著
で
あ
る
｡
例
え
ば
鋤
の

｢
に
ほ
え
る
｣
も
の
と

は
'
橘
の
か
お
り
と
も
花
の
色
と
も
解
釈
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に

｢
に
ほ

ふ
｣
に
は
､
視
覚
的
に
も
嘆
覚
的
に
も
と
ら
え
得
る
用
例
が
あ
る
の
で
あ

る

｡鋤
に

｢香
｣
と
い
う
語
が
出
て
き
た
｡
か
お
り
を
あ
ら
わ
す
嘆
覚
的
な

語
と
さ
れ
る
が
､
ま
ず
そ
の
周
辺
の
語
を
見
て
か
ら
考
え
た
い
｡

①

か
ぐ
は
し

こ
れ
は

｢香
｣
+

｢-
は
し

(ぐ
は
し
)｣
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ

う
｡
｢-
は
し

(ぐ
は
し
)｣
と
は
'
こ
ま
や
か
に
う
る
わ
し
-
優
れ
て
い

る
こ
と
の
表
現
で
あ
り
､
美
的
快
感
を
お
ぼ
え
た
も
の
に
つ
い
て
い
う
言

(20
)

葉
で
あ
る
か
ら
'
全
感
覚
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
で
あ
る
｡
そ

れ
に

｢香
｣
が
接
続
し
て
も
'
直
ち
に
嘆
覚
の
み
に
使
用
さ
れ
る
語
と
は

な
り
得
な
い
の
で
あ
る
｡

個
か
ぐ
は
し
き
花
橘
を
玉
に
貫
き
送
ら
む
妹
は
最
れ
て
も
あ
る
か
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(巻
十

%
)

㈲
電
公
鳥

来
場
-
五
月
に

咲
き
に
は
ふ

花
橘
の

香
ぐ
は
し

き

親
の
御
言

朝
暮
に

聞
か
ぬ
日
ま
ね
-
-
-(巻

十
九

e
)

個
見
ま
-
欲
り
思
ひ
し
な

へ
に
薙
懸
け
か
ぐ
は
し
君
を
相
見
つ
る
か

も

(巻
十
八

聖

脚
は
嘆
覚
の
み
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
だ
が
'
先
の
帥
の

如
-
､
視
覚
的
要
素
の
入
-
こ
む
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
伽
は

さ
ら
に
聴
覚
的
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
個
の

｢
か
ぐ
は
し
｣
に

は
､
も
は
や
嘆
覚
と
の
つ
な
が
り
は
み
ら
れ
な
い
｡

｢香
｣
は
対
象
か
ら
漂
よ
っ
て
-
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ

の

｢香
｣
が
漂
よ
っ
て
-
る
の
を
感
じ
､
そ
れ
に
心
を
ひ
き
つ
け
ら
れ
る

こ
と
が

｢
か
ぐ
は
し
｣
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
｢
か
ぐ
は
し
｣
は
'

全
感
覚
的
な
語
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

②

離
更

正
香
)

｢
直
香

(
正
香
)｣
が
歌
わ
れ
る
歌
は
､
万
葉
集
中
に
六
首
あ
る
｡

㈹
わ
が
聞
き
に
か
け
て
な
言
ひ
そ
刈
薦
の
乱
れ
て
思
ふ
妹
が
正
香
そ

(巻
四

6-7
)

抑
-
-
･冬
の
夜
の

明
か
し
も
得
ぬ
を

雇
も
雇
ず
に

わ
れ
は
そ

恋
ふ
る

妹
が
直
香
に

(巻
九

EJ

囲
み
吉
野
の

御
金
の
岳
に

間
無
-
ぞ

雨
は
降
る
と
ふ

時
じ

i,
そ

雪
は
降
る
と
ふ
そ
の
雨
の

間
無
き
が
如

そ
の
雪
の

時
じ
き
が
如

間
も
落
ち
ず

わ
れ
は
そ
恋
ふ
る

妹
が
正
香
に

(巻
十
三

響

鋤
聞
か
ず
し
て
黙
然
も
あ
ら
ま
し
を
何
し
か
も
君
が
正
香
を
人
の
告

げ
つ
る

(巻
十
三

聖

㈹
-
-
わ
が
心

筑
紫
の
山
の

黄
葉
の

散
り
す
ぎ
に
き
と

君

が
正
香
を

(多
大
可
)

(巻
十
三

響

㈱
-
-
愛
し
け
や
し

君
が

正

香

を
-
-
花
の
盛
り
に

相
見
し
め

と
そ

(巻
十
七

讐

(21
)

｢
か
｣
を
接
尾
語
的
に
と
ら
え
る
説
が
あ
る
が
'
｢
か
｣
に

｢香
｣
の
表
記

を
用
い
ず

｢
た
だ
か
｣
を

｢多
大
可
｣
と
万
葉
仮
名
で
表
記
す
る
の
は
㈱

(22
)

の
み
で
'
残
り
は
全
て

｢正
香
｣
あ
る
い
は

｢直
香
｣
で
あ
る
｡
字
音
の

為
だ
け
に

｢香
｣
の
表
記
を
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
'
こ
こ
で
問
題
に
し

て
い
る

｢香
｣
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

｢直

(正
)｣
と
は
'
｢直
に
会
ふ
｣
｢直
に
見
る
｣
な
ど
の

｢直
｣
と
同
じ

-
､
〟直
接
に
､じ
か
に
〟
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
｢香
｣

と
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
漂
よ
っ
て
-
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
従
っ

て
｢直
香

(正
香
)｣
と
は
'
直
接
に
漂
よ
っ
て
-
る
も
の
の
こ
と
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
｡

で
は
､
直
接
に
漂
よ
っ
て
-
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡

｢直
香

(正
香
)｣
と
は
'
｢見
る
｣
も
の
で
あ
り

(㈱
)'
｢恋
ふ
｣
も
の

で
あ
り

(抑
'
㈲
)'
｢思
ふ
｣
も
の
で
あ
り

(鍋
)､
そ
し
て
人
が

｢告
げ

る
｣
も
の
で
も
あ
る

(㈲
)O
脚
は
相
聞
の
反
歌
で
あ
る
が
､
長
歌
に
よ
れ

ば
､
里
人
が

｢君
｣
を

｢見
｣
て
'
そ
れ
を
歌
い
手
に
告
げ
て
い
る
の
で

(23
)

あ
る
｡
㈱
～
鯛
の

｢思
ふ
｣
｢恋
ふ
｣
も
､
相
手
の
姿
を

｢見
る
｣
為
の
呪
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的
動
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
｢直
香

(正
否
)｣
と
は
'
非
常
に
視
覚
的

な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
視
覚
に
う

っ
た
え
､
漂
よ
っ
て
-

る
も
の
を
､
お
そ
ら
-

｢直
香

(正
香
)｣
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢香
｣
に
は
嘆
覚
だ
け
で
な
-
'
他
の
感
覚
'
特
に
視
覚
的
な
要
素
も
著

し
-
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
.
鋤
の

｢香
｣
も
'
｢
か
お
り
｣
と
い
う

嘆
覚
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
｢色
｣
と
い
う
視
覚
的
な
も
の
を
も
表

わ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

㈹高
松
の
こ
の
峯
も
狭
に
笠
立
て
て
盈
ち
盛
り
た
る
秋
の
香
の
よ
き

(巻
十

8
)

卦
を
詠
め
る
歌
で
あ
る
O
こ
こ
で
の

｢香
｣
に
は
､
視
覚
の
入
り
こ
む

余
地
は
全
-
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
ま
ず

｢見
る
｣
こ
と
が
前
提
と

し
て
あ
り
'
そ
し
て
嘆
覚
的
な

｢香
｣
を
讃
美
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
｢見

る
｣
こ
と
に
よ
っ
て

｢香
｣
を
感
じ
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

先
に
､
嘆
覚
は
鼻
の
呪
力
と
全
-
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
｡

そ
し
て
'
嘆
覚
は
他
の
感
覚
'
特
に
視
覚
と
重
な
り
あ
う
部
分
が
多
-
'

独
立
し
た
感
覚
と
は
思
え
な
い
こ
と
は
'
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
､
非
常
に
大
胆
な
仮
説
で
は
あ
る
が
'

嘆
覚
と
は
あ
る
意
味
で
は
目
の
は
た
ら
き
に
属
す
る
'
す
な
わ
ち
視
覚
の

1
部
で
あ

っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
｡

六

お
わ
り
に

目

･
耳

･
鼻
及
び
そ
の
感
覚
に
つ
い
て
み
て
き
た
わ
け
だ
が
､
感
覚
は

現
在
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
が
明
確
に
分
離
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢
さ
や
ぐ
｣
｢
に
ほ
ふ
｣
と
い
っ
た
複
数
の
感
覚
に
ま

た
が
っ
て
使
用
さ
れ
る
語
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
｡
感
覚

に
は
'
相
互
に
重
な
り
あ
う
部
分
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
か
ら
の
感
覚
の
う
ち
へ
基
本
的
な
感
覚
は
視
覚
と
聴
覚
で
あ
ろ
-
0

両
感
覚
と
も
呪
力
を
持
つ
｡
だ
が
'
聴
覚
の
持
つ
呪
力
は
'
言
葉
や
音
の

持
つ
呪
力
を
受
け
入
れ
'
そ
れ
を
判
断
し
た
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
が
発

動
す
る
な
ど
と
い
っ
た
受
動
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
｡
こ
れ
に
対
し

視
覚
の
呪
力
は
'
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
'
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
支

配
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
目
は
生
命
の
源
と
も
考
え

ら
れ
た
｡
視
覚
と
聴
覚
は
'
両
者
と
も
基
本
的
な
感
覚
で
は
あ
る
が
'
決

し
て
対
等
に
は
な
り
得
な
い
｡
視
覚
の
方
が
優
位
に
立
つ
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
嘆
覚
は
副
次
的
な
感
覚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
完

全
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
視
覚
と
重
な
り
あ
う
の
で
あ
も

嘆
覚
は
視
覚
か

ら
派
生
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

さ
ら
に
､
嘆
覚
は
鼻
の
持
つ
呪
力
と
は
全
-
結
び
つ
か
な
い
｡
鼻
の
呪

力
は
'
鼻
が
呼
吸
活
動
を
行
な
う
器
官
で
あ
る
と
い
-
点
か
ら
し
か
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
嘆
覚
は
､
鼻
よ
り
も
目
'
つ
ま
り

｢見
る
｣
こ
と

と
強
-
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
嘆
覚
が
ま
だ
視

覚
か
ら
独
立
し
た
感
覚
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
為
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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『古
代
人
と
夢
』
(平
凡
社
選
書

昭
47
)

中
西
進

｢古
代
的
知
覚
｣
(
『万
葉
集
原
論
』
桜
楓
社

昭
51
)

｢喋
｣
に
は

｢死
ぬ
｣
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
'
目
を
閉
じ
る
こ
と

か
ら
派
生
し
た
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡

犬
飼
公
之

｢呪
帝
の
文
学
｣
(『日
本
文
学
新
史

古
代
-
』
至
文

堂
)

｢高
菜
集
講
義
｣
(
『折
口
信
夫
全
集
』
第
九
巻
国
文
学
編

所
収
)

こ
の
章
を
書
-
に
あ
た
っ
て
は
'
古
橋
信
孝

｢八開
-
)
こ
と
の
呪

性
-

古
代
語
誌
か
ら
ー

｣
(
｢悠
久
』
昭
六
十

一
年

一
月
所
収
)

に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
｡

『日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
桜
楓
社

石
上
堅

注

入
6
)
論
文

注

入
6
)
論
文

川書日本
古
典
文
学
大
系

『日
本
書
紀

上
』
注

『日
本
書
紀
通
証
』
以
下
､
両
人
を
同

一
人
物
と
指
摘
し
て
い
る
｡

次
の
二
首
の
歌
で
あ
る
｡

狭
井
河
よ

雲
立
ち
わ
た
り

蕨
火
山

木
の
葉
騒
ぎ
ぬ

風

吹
か
む
と
す

(記
21
)

萩
火
山

喜
は
雲
と
ゐ

夕
さ
れ
ば

風
吹
か
む
と
ぞ

木
の

葉
騒
ぎ
ぬ

(記

22
)

注

へ
6
)
論
文

F日
本
昔
話
名
乗
』
柳
田
国
男
監
修

t｡
本
放
送
出
版
協
会

昭
2

(
17
)
注

へ
1
)
書

へ
19
)
日
本
古
典
文
学
大
系

『古
事
記

･
祝
詞
』
注

へ
21
)
時
代
別
国
語
大
事
典

上
代
編

『校
本
高
菜
集
』

(
23
)
参
考
と
し
て
長
歌
を
あ
げ
て
お
-

里
人
の

わ
れ
に
告
ぐ
ら
-

汝
%
(禦

.㌍

頴
娃

は

黄

葉
の

散
り
ま
が
ひ
た
る

神
名
火

こ
の
山
辺
か
ら

ぬ
ば

た
ま
の

黒
馬
に
乗
り
て

川
の
瀬
を

七
瀬
渡
り
て

う
ら

ぶ
れ
て

夫
は
逢
ひ
き
と

人
そ
告
げ
つ
る

(巻
十
三

響
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