
『古
事
記
』
に
お
け
る
「
桃
子
」
の
力

一
、

は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
（
以
下
、
『
記
』
）
上
巻
・
伊
耶
那
岐
命
の
黄
泉
国
訪
問

謹

（以

下
、
当
該
課
）
で
は
、
伊
耶
那
美
命
の
怒
り
を
か
っ
た
伊

耶
那
岐
命
が
、
「
予
母
都
志
許
売
」
「
八
く
さ
の
雷
の
神
」
　
F
千
五
百

の

黄
泉
軍
」
と
い
っ
た
追
っ
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
様
々
な
ア
イ
テ

ム

を
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
ア
イ
テ
ム
は
呪
的
な
性
格
を
有
し
て
お

り
、
伊
耶
那
岐
命
は
追
っ
手
を
一
時
的
に
足
止
め
す
る
こ
と
に
成
功

す
る
。
し
か
し
、
追
っ
手
を
完
全
に
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
ず
、
伊

耶
那
岐
命
は
黄
泉
ひ
ら
坂
ま
で
逃
げ
て
来
る
に
到
る
。
そ
こ
で
登
場

す
る
の
が
「
桃
子
」
で
あ
る
。
伊
耶
那
岐
命
は
坂
の
ふ
も
と
で
手
に

入
れ

た
三
つ
の
「
桃
子
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
追
っ
手
を
追
い
払

う
こ
と
に
成
功
す
る
。

　
先
行
研
究

に
お
い
て
「
桃
子
」
と
は
「
桃
の
実
」
で
あ
り
、
桃
に

は
鬼
や
邪
気
を
払
う
呪
力
が
あ
る
と
す
る
漢
籍
か
ら
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
桃
に
関
す

堀
　
井

瑞
　
生

る
漢
籍
の
用
例
は
、
桃
の
樹
木
や
桃
の
木
で
作
っ
た
杖
や
符
や
弓
矢

を
用
い
て
邪
気
を
払
う
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
管
見
の
限
り

「
桃
の

実
」
を
も
っ
て
邪
気
を
払
う
用
例
は
見
出
せ
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
『
古
事
記
』
は
果
実
で
あ
る
「
桃
子
」
を
用
い
て
追
っ
手
を
追

い
払
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿

は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
、
『
紀
』
）

に

み
え
る
類
話
と
の
差
異
や
漢
籍
に
お
け
る
桃
に
関
す
る
記
述
を
視

野

に
入
れ
、
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
記
紀
に
お
け
る
「
桃
」

ま
ず
は
、
当
該
謂
を
挙
げ
る
。

是

に
、
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
を
相
見
む
と
欲
ひ
て
、
黄
泉
国
に

追
ひ

往
き
き
。
爾
く
し
て
、
殿
よ
り
戸
を
縢
ぢ
て
出
で
向
へ
し

時
に
、
伊
耶
那
岐
命
の
語
り
て
詔
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
な

に
妹
の
命
、
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
未
だ
作
り
寛
ら
ず
。
故
、
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還

る
べ
し
」
と
の
り
ま
た
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
美
命
の

答
へ
て
白
さ
く
、
r
悔
し
き
か
も
、
速
く
来
ね
ば
、
吾
は
黄
泉

戸
喫
を
為
つ
。
然
れ
ど
も
、
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
の
入
り
来

坐
せ

る
事
、
恐
き
が
故
に
、
還
ら
む
と
欲
ふ
。
且
く
黄
泉
神
と

相
論
は
む
。
我
を
視
る
こ
と
莫
れ
」
と
、
如
此
白
し
て
、
其
の

殿
の
内
に
還
り
入
る
間
、
甚
久
し
く
し
て
、
待
つ
こ
と
難
し
。
故
、

左
の

御
み
づ
ら
に
刺
せ
る
湯
津
々
間
櫛
の
男
柱
を
一
箇
取
り
閉

き
て
、
一
つ
火
を
燭
し
て
入
り
見
し
時
に
、
う
じ
た
か
れ
こ
ろ

う

き
て
、
頭
に
は
大
雷
居
り
、
胸
に
は
火
雷
居
り
、
腹
に
は
黒

雷
居
り
、
陰
に
は
析
雷
居
り
、
左
の
手
に
は
若
雷
居
り
、
右
の

手

に
は
土
雷
居
り
、
左
の
足
に
は
鳴
雷
居
り
、
右
の
足
に
は
伏

雷
居
り
、
井
せ
て
八
く
さ
の
雷
の
神
、
成
り
居
り
き
。

　
是

に
、
伊
耶
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
に
、
其
の
妹

伊
耶
那
美
命
の
言
は
く
、
F
吾
に
辱
を
見
し
め
つ
」
と
い
ひ
て
、

即
ち
予
母
都
志
許
売
を
遣
し
て
、
追
は
し
め
き
。
爾
く
し
て
、

伊
耶
那
岐
命
、
黒
き
御
鰻
を
取
り
て
投
げ
棄
つ
る
に
、
乃
ち
蒲

子
生

り
き
。
是
を
撫
ひ
食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。
猶
追
ひ

き
。
亦
、
其
の
右
の
御
み
づ
ら
に
刺
せ
る
湯
津
々
間
櫛
を
引
き

閾
き
て
投
げ
棄
つ
る
に
、
乃
ち
箏
生
り
き
。
是
を
抜
き
食
む
間

に
、
逃
げ
行
き
き
。
且
、
後
に
は
、
其
の
入
く
さ
の
雷
の
神
に
、

千
五
百
の
黄
泉
軍
を
副
へ
て
追
は
し
め
き
。
爾
く
し
て
、
御
侃

か

し
せ
る
十
拳
の
剣
を
抜
き
て
、
後
手
に
ふ
き
つ
つ
、
逃
げ
来

つ

．
猶
追
ひ
き
。
黄
泉
ひ
ら
坂
の
坂
本
に
到
り
し
時
に
、
其
の

坂
本
に
在
る
桃
子
を
三
箇
取
り
て
待
ち
撃
ち
し
か
ば
、
悉
く
坂

を
返
り
き
。
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
、
桃
子
に
告
ら
さ
く
、
F
汝
、

吾

を
助
け
し
が
如
v
、
葦
原
中
国
に
所
有
る
、
う
つ
し
き
青
人

草
の

苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患
へ
惚
む
時
に
、
助
く
べ
し
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

告

ら
し
、
名
を
賜
ひ
て
意
富
加
牟
豆
美
命
と
号
け
き
。

　
当
該
謹
に
お
い
て
伊
耶
那
岐
命
は
、
「
黒
き
御
鰻
」
「
湯
津
々
間
櫛
」

r十
拳
の
剣
」
と
い
っ
た
装
身
具
を
用
い
て
迫
り
来
る
追
っ
手
を
追

い
払
お
う
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
テ
ム
で
は
追
っ
手
を
一
時
的

に
足
止
め
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
し
か
し
、
黄
泉
ひ
ら
坂
ま
で

逃
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
手
に
入
れ
た
「
桃
子
」
で
は
「
予
母
都
志
許

売
」
「
八
く
さ
の
雷
の
神
」
「
千
五
百
の
黄
泉
軍
」
と
い
っ
た
す
べ
て

の
追
っ
手
を
追
い
払
う
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伊

耶
那
岐
命
は
そ
の
功
績
を
讃
え
て
「
桃
子
」
に
「
意
富
加
牟
豆
実
命
」

と
い
う
神
と
し
て
の
名
を
授
け
る
。
『
記
』
に
は
様
々
な
植
物
が
登

場
す
る
が
、
神
か
ら
名
を
授
か
り
、
神
格
を
得
る
例
は
「
桃
子
」
の

み

で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
「
桃
子
」
は
別
格
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
次

に
、
当
該
謹
の
類
話
と
さ
れ
る
『
紀
』
の
記
事
を
確
認
し
た
い
。

『紀
』
に
は
神
代
上
・
第
五
段
、
一
書
第
六
（
以
下
、
一
書
第
六
）
と
同
・

一
書
第
九
（
以
下
、
一
書
第
九
）
の
二
つ
の
類
話
が
載
録
さ
れ
て
い

る
た
め
、
両
話
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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…
然
し
て
後
に
伊
弊
諾
尊
、
伊
弊
再
尊
を
追
ひ
、
黄
泉
に
入

り
て
、
及
き
て
共
に
語
り
た
ま
ふ
。
時
に
伊
弊
再
尊
の
曰
は
く
、

r吾
が
夫
君
の
尊
、
何
ぞ
来
ま
す
こ
と
の
晩
き
や
。
吾
已
に
喰

泉
之
竈
し
つ
。
然
り
と
難
も
吾
寝
息
ま
む
。
請
ふ
、
な
視
た
ま

ひ

そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
伊
弊
諾
尊
聴
き
た
ま
は
ず
、
陰
に
湯
津

爪
櫛
を
取
り
、
そ
の
雄
柱
を
牽
き
折
き
て
乗
炬
と
し
て
、
見
せ

ば
、
膿
沸
き
虫
流
れ
た
り
。
今
し
世
人
夜
一
片
之
火
を
忌
み
、

又
夜
榔
櫛

を
忌
む
は
、
此
其
の
縁
な
り
。
時
に
伊
弊
諾
尊
大
き

に
驚
き
て
曰
は
く
、
F
吾
意
は
ず
も
、
不
須
也
凶
目
き
汚
稼
き

国
に
到
に
け
り
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
急
く
走
り
廻
帰
り
た
ま

ふ
o
時
に
伊
弊
再
尊
恨
み
て
曰
は
く
、
「
何
ぞ
要
り
し
言
を
用

ゐ

ず
、
吾
に
恥
辱
み
せ
た
ま
ひ
つ
る
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
泉

津
醜
女
八
人
を
遣
し
、
〔
1
に
云
は
く
、
泉
津
日
狭
女
と
い
ふ
。
〕

追
ひ

て

留
め
ま
つ
る
。
故
、
伊
弊
諾
尊
、
剣
を
抜
き
背
に
揮
き

つ
つ
逃
げ
た
ま
ふ
。
因
り
て
黒
蔓
を
投
げ
た
ま
ふ
。
此
即
ち
蒲

陶
に
化
成
る
。
醜
女
見
て
採
廠
む
。
廠
み
了
ふ
れ
ば
更
追
ふ
。

伊
弊
諾
尊
、
又
湯
津
爪
櫛
を
投
げ
た
ま
ふ
。
此
即
ち
筍
に
化
成

る
。
醜
女
亦
以
ち
て
抜
き
廠
む
。
畷
み
了
ふ
れ
ば
更
追
ふ
。
後

に

即

ち
伊
弊
再
尊
も
自
ら
来
り
追
ひ
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
伊
弊

諾
尊
、
已
に
泉
津
平
坂
に
到
り
ま
す
。
一
に
云
は
く
、
伊
弊
諾

尊
乃
ち
大
樹
に
向
ひ
放
尿
し
た
ま
ふ
o
此
即
ち
巨
川
に
化
成
る
。

泉
津
日
狭
女
其
の
水
を
渡
ら
む
と
す
る
間
に
、
伊
弊
諾
尊
已
に

泉
津
平
坂
に
至
り
た
ま
ふ
と
い
ふ
。
故
、
便
ち
千
人
所
引
の
磐

石
を
以
ち
て
、
其
の
坂
路
に
塞
へ
、
伊
弊
再
尊
と
相
向
き
て
立

ち
、
遂
に
絶
妻
之
誓
を
建
し
た
ま
ふ
。

　
右
に
挙
げ
た
の
は
一
書
第
六
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
黒
髪
」

が

「蒲
陶
」
に
、
「
湯
津
爪
櫛
」
が
「
筍
」
に
変
化
す
る
こ
と
で
追
っ

手
で
あ
る
「
泉
津
醜
女
（
泉
津
日
狭
女
）
」
を
足
止
め
す
る
。
こ
の

点
は
表
記
は
違
え
ど
『
記
』
と
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
剣
と
桃
が

登
場
し
な
い
点
や
追
っ
手
が
「
泉
津
醜
女
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点

は

『記
』
と
異
な
る
。

　
次
に
、
一
書
第
九
の
記
事
を
挙
げ
る
。

一
書
に

曰
く
、
伊
弊
諾
尊
、
其
の
妹
を
見
む
と
欲
し
、
乃
ち
残

敏
の

処

に
到
り
ま
す
。
是
の
時
に
伊
弊
再
尊
、
猶
し
生
平
の
如

V
に
出
で
迎
へ
、
共
に
語
り
た
ま
ふ
o
已
に
し
て
伊
弊
諾
尊
に

謂
り
て
曰
は
く
、
F
吾
が
夫
君
尊
、
請
は
く
は
吾
を
な
視
た
ま

ひ

そ
」
と
の
た
H
t
ふ
0
　
1
1
＝
呈
6
6
り
て
忽
然
に
見
え
ず
。
時
に
闇
し
。

伊
弊
諾
尊
、
乃
ち
一
片
之
火
を
挙
げ
て
視
す
。
時
に
伊
弊
再
尊

脹
満
れ
太
高
へ
り
。
上
に
八
色
の
雷
公
有
り
。
伊
弊
諾
尊
驚
き

て

走
げ
還
り
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
雷
等
皆
起
ち
て
追
ひ
来
。

時
に

道
の

辺
に

大
き
な
る
桃
樹
有
り
。
故
、
伊
弊
諾
尊
、
其
の

樹
の

下

に
隠
れ
、
因
り
て
其
の
実
を
採
り
て
雷
に
螂
げ
た
ま
ひ

し
か
ば
、
雷
等
皆
退
き
走
げ
ぬ
。
此
、
桃
を
用
ち
て
鬼
を
避
ふ

縁
な
り
。
時
に
伊
非
諾
尊
、
乃
ち
其
の
杖
を
投
げ
て
曰
は
く
、
F
此
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よ
り
以
還
、
雷
敢
へ
て
来
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
を
岐
神
と
謂
す
。

此
の
本
の
号
は
来
名
戸
之
祖
神
と
日
す
。
所
謂
八
雷
は
、
首
に

在
る
を
大
雷
と
日
ひ
、
胸
に
在
る
を
火
雷
と
日
ひ
、
腹
に
在
る

を
土
雷
と
日
ひ
、
背
に
在
る
を
稚
雷
と
日
ひ
、
尻
に
在
る
を
黒

雷
と
日
ひ
、
手
に
在
る
を
山
雷
と
日
ひ
、
足
上
に
在
る
を
野
雷

●

と
日
ひ
、
陰
上
に
在
る
を
裂
雷
を
日
ふ
。

　
一
書
第
九
で
は
、
追
っ
手
が
「
八
色
の
雷
公
」
に
限
定
さ
れ
、
『
記
』

や
1
書
第
六
に
登
場
し
た
桃
以
外
の
ア
イ
テ
ム
は
一
切
登
場
し
な

い
。
そ
し
て
、
桃
に
関
し
て
は
実
を
投
げ
て
追
っ
手
を
追
い
払
う
だ

け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
桃
木
の
杖
を
用
い
て
追
っ
手
と
の
間
に
境
界

を
引
く
と
い
っ
た
描
写
ま
で
が
記
さ
れ
る
。

　
以

上
、
記
紀
に
登
場
す
る
追
っ
手
と
使
用
さ
れ
る
ア
イ
テ
ム
を
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
右
記
の

図
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
記
紀
で
は
ど
ち
ら
も
同
様
の
ア

イ
テ
ム
や
追
っ
手
が
登
場
し
て
お
り
、
類
似
点
が
多
い
。
し
か
し
、

『
記
』
の
「
桃
子
」
は
三
種
類
の
追
っ
手
す
べ
て
を
追
い
払
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
力
が
『
紀
』
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
紀
』
一
書
第
九
の
よ
う
に
、
桃
の
樹

木
の
存
在
が
記
さ
れ
な
い
点
や
桃
の
杖
な
ど
も
登
場
し
な
い
こ
と
か

ら
、
『
記
』
で
は
「
桃
子
」
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
伊
耶
那
岐
命
が
「
桃
子
」
に
「
意
富
加
牟
豆
実
命
」
と
い

う
神
名
を
授
け
る
と
い
っ
た
記
述
が
『
記
』
の
み
に
見
え
る
こ
と
も
、

『
記
』
が
「
桃
子
」
を
別
格
と
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
し
て
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で

は
、
「
桃
子
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の

だ

ろ
う
か
。
次
に
先
行
研
究
を
確
認
し
、
F
桃
子
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

4

『古
事
記
」

①
黒
き
御
鰻
（
蒲
子
）
↓

予
母
都
志
許
売

②
湯
津
々
間
櫛
（
箏
）
↓
　
予
母
都
志
許
売

③
十
拳
の
剣

④
桃
子

↓

予
母
都
志
許
売

｛
　
予
母
都
志
許
売

　
八
v
さ
の
雷
の
神

　
千
五
百
の
黄
泉
軍

『紀
』
一
書
第
ム
ハ

①
剣
　
　
　
　
↓

泉
津
醜
女
入
人

②
黒
髪
（
蒲
陶
）
　
↓
　
泉
津
醜
女
八
人

③
湯
津
爪
櫛
（
筍
）
↓
　
泉
津
醜
女
八
人

④
放
尿
（
巨
川
）
　
↓
　
泉
津
日
狭
女

『紀
』
一
書
第
九

①
其
（
桃
）
の
実
　
↓

八
色

の
雷
公

三
、
先
行
研
究

　
当
該
潭
に
お
け
る
「
桃
子
」
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
、
「
桃
子
は

モ

モ

ノ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ヅ
　
　
　
　
　
　
　
サ
マ

毛

々
能
美
と
訓
べ
し
」
「
桃
は
花
を
も
賞
る
木
な
り
、
又
こ
・
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

を
思
ふ
に
、
坂
本
な
る
毛
々
と
の
み
い
ひ
て
は
、
其
木
の
こ
と
と
聞

　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　

ゆ
れ
ば
、
な
ほ
美
と
訓
べ
き
に
こ
そ
」
と
、
「
桃
子
」
は
「
桃
の
果
実
」

の

こ
と
で
あ
り
、
「
桃
の
樹
木
」
と
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な

記
述

に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
桃
子
」
が
「
桃
の
果
実
」

で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
現
在
に
至
る
ま
で
広
く
支
持
さ
れ
て
お
り
、



定
説
と
な
っ
て
い
る
。

　
倉
野
憲
司
・
西
郷
信
綱
は
と
も
に
、
「
桃
弧
」
や
「
桃
杖
」
で
悪

霊
や
邪
鬼

を
払
う
と
い
っ
た
記
述
が
漢
籍
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
古
代
中
国
に
は
桃
に
ま
つ
わ
る
信
仰
や
習
俗
が
存
在
し
、
そ
れ

が
古
代
日
本
に
お
い
て
も
「
追
灘
」
と
し
て
定
着
し
て
い
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　
　
　

記
紀
で
桃
が
用
い
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
諸
注
釈
に
お
い
て
も

倉
野
・
西
郷
と
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
指
摘

は

見
ら
れ
な
い
。

　
倉
野
・
西
郷
の
指
摘
に
つ
い
て
は
概
ね
賛
成
で
は
あ
る
が
、
両
氏

や

そ
の
他
の
先
行
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
漢
籍
の
用
例
は
、
桃
の

樹
木

そ
の
も
の
や
「
桃
符
」
「
桃
弓
」
「
桃
杖
」
な
ど
の
桃
の
幹
か
ら

作

ら
れ
た
ア
イ
テ
ム
に
よ
っ
て
邪
気
を
払
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ

り
、
　
F
桃
の
実
」
で
邪
気
を
払
う
用
例
は
未
だ
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
洒
郷
は

こ
の
矛
盾
に
気
が
つ
き
つ
つ
、
r
古
事
記
の
話
は
桃
の
木

で

は
な
く
桃
の
実
に
か
か
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
同
義
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
、
紀
一
書
は
こ
の
話
を
「
此
用
レ
桃
避
レ
鬼
之

　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

縁
也
」
と
し
て
い
る
」
と
、
特
に
問
題
視
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

先
も
述
べ
た
よ
う
に
記
紀
の
内
容
を
比
較
す
る
と
『
記
』
は
明
ら
か

に
「
桃
子
」
の
力
を
強
調
し
て
い
る
。

　
先
行
研
究
に
お
け
る
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
に
は
、
漢
籍
に
お
け

る
「
桃
の
実
」
に
関
す
る
記
事
を
よ
り
詳
し
く
確
認
し
て
い
v
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
、
漢
籍
に
お
け
る
「
桃
の
実
」
の
性
質

　
漢
籍
に

お

い
て

「
桃
の
実
」
を
用
い
て
邪
気
を
払
う
と
い
っ
た
記

事
は
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
桃
の
実
」
が
も

つ
不
思
議
な
力
を
記
し
た
記
事
は
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
に
『
神
異

経
』
の
記
事
が
あ
る
。
『
神
異
経
』
と
は
、
古
代
中
国
の
辺
境
の
地

に

あ
る
不
思
議
な
自
然
・
産
物
・
動
植
物
や
珍
し
い
部
族
や
人
種
な

ど
を
紹
介
す
る
古
小
説
で
あ
る
。
作
者
や
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
諸

説
あ
る
が
、
遅
く
と
も
西
晋
末
に
は
広
く
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
エ
ニ

て

い

る
。
そ
の
『
神
異
経
』
に
み
え
る
「
東
荒
経
」
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

東
方
有
レ
樹
、
高
五
十
丈
、
葉
長
八
尺
、
名
日
レ
桃
o
其
子

径
三
尺
二
寸
、
和
レ
核
糞
食
レ
之
、
令
二
人
益
τ
寿
。
食
二
核
中
仁
一
、

　
　
　
　
　
　
モ
　

可
二
以
治
τ
漱
。

　

こ
こ
で
は
「
桃
の
実
」
を
種
ご
と
潰
し
て
ス
－
プ
に
し
て
食
べ
る

と
、
食
べ
た
者
は
寿
命
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
桃
の
実
」
は
不
老
長
寿
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
不
老
長
寿
を
も
た
ら
す
「
桃
の
実
」
と
い
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
『
漢

武
故
事
』
所
収
の
西
王
母
の
桃
の
話
も
有
名
で
あ
る
。

…
…
是
夜
、
漏
七
刻
、
空
中
無
レ
雲
、
隠
如
二
雷
声
一
、
寛
天
紫

5



色
。
有
レ
頃
、
王
母
至
。
乗
二
紫
車
一
、
玉
女
爽
駅
、
載
二
七
勝
一
、

履
二
玄
遁
鳳
文
之
鳥
1
。
青
気
如
レ
雲
。
有
二
二
青
鳥
如
τ
烏
、
爽

侍
二
母
芳
一
。
下
レ
車
、
上
迎
拝
、
延
レ
母
坐
、
請
二
不
死
之
薬
一
。

母
日
、
太
上
之
薬
、
有
二
中
華
紫
蜜
、
雲
山
朱
蜜
、
玉
液
金
漿
一
。

其
次
薬
有
二
五
雲
之
漿
、
風
実
雲
子
、
玄
霜
緯
雪
一
。
上
握
二
蘭

園
之
金
精
一
、
下
摘
二
円
丘
之
紫
奈
一
。
帝
滞
情
不
レ
遣
、
慾
心

尚
多
。
不
死
之
薬
、
未
レ
可
レ
致
也
。
因
出
二
桃
七
枚
一
、
母
自

轍
二
二
枚
一
、
与
二
帝
五
枚
一
。
帝
留
二
核
着
前
一
。
王
母
問
日
、

用
レ
此
何
為
。
上
日
、
此
桃
美
、
欲
レ
種
レ
之
。

111千
年
　
1
　
t
w
レ
子
、
非
二
下
土
所
τ
植
也
。

語
世
事
一
、
而
不
レ
肯
言
二
鬼
神
一
、
粛
然
便
去
。
・
…
－

後
、
上
殺
二
諸
道
士
妖
妄
者
百
余
人
一
。
西
王
母
遣
レ
使
謂
上
日
、

求
レ
仙
信
邪
。
欲
レ
見
二
神
人
一
、
而
先
二
殺
裁
一
。
吾
与
レ
帝
絶
ム
矢
o

　

母
笑
日
、

留
至
二
五
更
一
、

㍊

又
致
二
三
桃
一
日
、
食
レ
此
可
レ
得
レ
極
レ
寿
。
使
至
之
日
、
東
方

朔
死
。
上
疑
レ
之
、
問
二
使
者
一
日
、
朔
是
木
帝
精
、
為
二
歳
星
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
と

下
r
r
游
人
中
一
、
以
観
二
天
下
非
陛
下
臣
一
也
o
上
厚
葬
レ
之
o

　
『
漢
武
故
事
』
は
漢
の
武
帝
の
出
生
か
ら
崩
御
ま
で
を
描
い
た
物

語

で
、
神
仙
に
関
す
る
こ
と
や
怪
異
現
象
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。

西
王
母
の

桃
は
、
三
千
年
に
一
度
し
か
実
ら
な
い
特
殊
な
桃
の
実
で

あ
り
、
食
べ
た
も
の
は
寿
命
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
神
仙
の
果
実

で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
「
桃
の
実
」
に
は
不
老
長
寿
を
も
た
ら
す

仙
果
、
つ
ま
り
〈
生
〉
に
ま
つ
わ
る
性
質
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
特
に
『
漢
武
故
事
』
の
用
例
で
は
、
武
帝
が
不
死
の
薬
を
求
め

た
り
、
多
数
の
道
士
の
殺
害
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
「
生
と
死
」
の
文

脈
の

中
で
F
桃
の
実
」
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
「
桃
の

実
」
が
〈
生
〉
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
『
神
異
経
』
『
漢
武
故
事
』
は
と
も
に
『
日

本
国
見
在
書
目
録
』
に
そ
の
書
名
を
確
認
で
き
、
『
漢
武
故
事
』
に
至
っ

て
は

『芸
文
類
聚
』
に
引
か
れ
て
い
る
た
め
、
古
代
日
本
に
お
い
て

も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
王
秀
文
は
漢
籍
に
散
見
さ
れ
る
桃
に
つ
い
て
「
生
命
力
や

生
殖
力
の
面
で
は
桃
の
花
・
葉
・
実
が
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
が
、

呪
力
の
面
で
は
、
枝
幹
か
木
そ
の
も
の
が
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
（
早
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　

の
文
献
ほ
ど
目
立
っ
て
い
る
）
、
実
は
め
っ
た
に
出
て
こ
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
漢
籍
に
お
け
る
桃
に
ま
つ
わ
る
記
事
は
、
そ
の
部

位

に
よ
っ
て
「
生
命
力
の
象
徴
」
と
「
呪
力
の
象
徴
」
に
分
か
れ
て

い

る
と
い
う
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
王
秀
文
の
指
摘
を

踏
ま
え
る
と
、
「
桃
子
」
の
み
が
登
場
す
る
『
記
』
と
桃
の
樹
木
や

杖
ま
で
も
が
登
場
す
る
『
紀
』
で
は
、
「
桃
の
実
」
が
担
う
役
割
が

異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
王
秀
文
は
古
代
中
国
の
桃
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
に
、

李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
を
参
照
し
て
い
る
。
生
薬
と
し
て
用
い
ら
れ

る
動
物
・
植
物
・
鉱
物
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
や
薬
効
を
詳
細
に
記

し
て
い
る
本
草
書
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
が
、
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『本
草
綱

目
』
の
成
立
は
明
代
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
古
い
時
代
の

本
草
書
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
参
照
し
た
い
の
は
陶
弘
景
『
神
農
本
草
経
集
注
』
で
あ
る
。

『神
農
本
草
経
集
注
』
は
、
中
国
最
古
の
本
草
書
で
あ
る
『
神
農
本

草
経
』
に
中
国
⊥
ハ
朝
時
代
の
医
学
者
で
あ
る
陶
弘
景
が
新
注
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
日
本
へ
の
伝
来
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
藤
原

宮
出
土
木
簡
に
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
『
日
本
書
紀
』
『
続

日
本
紀
』
の
医
療
関
係
記
事
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
六
七
五

年
か
ら
七
八
七
年
の
間
、
国
家
で
定
め
ら
れ
た
医
療
機
関
で
あ
る
典

薬
寮
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
、
中
国
の
本
草
学
を
学
ぶ
際
の
基
本
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ま

キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
『
神
農
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ナ
こ

草
経
集
注
』
の
桃
に
つ
い
て
の
一
．
連
の
記
事
を
挙
げ
る
。

桃
毛

正
月
採
之
。

主
下
血
痕
寒
熱
積
聚
無
子
、

取
實
毛
。

帯
下
諸
疾
、
破
堅
閉
、
刮

桃
藪
　
殺
鬼
辟
不
祥
、
食
桃
樹
轟
也
o

其
茎
白
皮
　
味
苦
辛
平
無
毒
、
除
邪
鬼
中
悪
腹
痛
、
去
胃
中
熱
。

其
葉
　
味
苦
辛
平
無
毒
、
主
除
　
轟
出
瘡
中
巌
。

其
膠
　
練
之
主

保
中
不
飢
、
忍
風
寒
。

桃
核

味
苦
甘
平
無
毒
、
主
疹
血
閉
痕
邪
氣
、
小
轟
、
劾
逆
上
氣
、

消
心
下
堅
、
除
卒
暴
撃
血
、
破
綴
痕
、
通
月
水
、
止
痛
、

七
月
採
、
取
人
陰
乾
。

劃
　
味
酸
、
多
食
令
人
有
熱
、
生
大
山
川
谷
。

桃
華

桃
藁

殺
注
悪
鬼
、
令
人
好
顔
色
、
味
苦
平
無
毒
、
主
除
水
氣
、

破
石
水
、
利
小
便
、
下
l
l
l
w
h
、
悦
澤
人
面
、
三
月
三
日

採
陰
乾
。

殺
百
鬼
精
物
、
味
苦
微
温
、
主
中
悪
腹
痛
、
殺
精
魅
五

毒
不
祥
、
一
名
桃
奴
、
臭
景
、
實
著
樹
不
落
、
實
中
者
、

　
『
神
農
本
草
経
集
注
』
の
桃
関
連
の
記
事
で
は
、
桃
核
仁
（
桃
の

e
s
）
　
’
桃
華
・
桃
臭
（
冬
ま
で
落
ち
な
か
っ
た
桃
の
実
）
・
桃
嚢
（
桃

に
つ
く
キ
ク
イ
ム
シ
）
・
茎
白
皮
・
葉
に
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
な
、

邪
気
や
鬼
な
ど
の
悪
い
も
の
を
払
う
呪
力
が
記
さ
れ
て
い
る
。
桃
の

幹
を
食
べ
る
キ
ク
イ
ム
シ
に
ま
で
邪
気
を
払
う
力
が
備
わ
っ
て
い
る

の

に
対
し
て
、
波
線
部
で
示
し
た
「
桃
の
実
」
に
は
邪
気
を
払
う
呪

力
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
漢
籍
に
散
見
さ
れ
る
桃
の
用
例
は
王
秀
文
が
指
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摘
す
る
通
り
、
不
老
長
寿
の
仙
果
と
し
て
「
生
命
力
を
象
徴
」
す
る

例

と
、
邪
気
を
払
う
「
呪
力
を
象
徴
」
す
る
例
に
分
か
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
は
、
植
物
の
性
質
を
詳
し
く
記
し
て
い
る

本
草
書
で
も
同
様
で
あ
る
た
め
、
漢
籍
に
お
い
て
は
「
桃
の
実
」
は

邪
気
を
払
う
呪
力
を
有
し
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
、
記
紀
に
お
け
る
桃

　
こ

こ
ま
で
、
漢
籍
に
お
け
る
桃
の
性
質
を
確
認
し
て
き
た
が
、
記

紀
に

み

え
る
桃
の
用
例
に
は
ど
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
『
記
』
に
お
け
る
桃
の
用
例
は
、
当
該
謹
に
登
場
す
る
「
桃
子
」

の
l
例
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
紀
』
の
用
例
は
多
岐
に
わ

た
る
。
次
に
、
『
紀
』
に
お
け
る
桃
の
用
例
を
④
～
◎
に
分
類
し
て

掲
げ
る
。

④
植
物
と
し
て
記
述
さ
れ
る
例

　
大
桃
樹
・
其
実
・
桃
（
一
書
第
九
）
、
桃
李
実
（
推
古
紀
・
天
武
紀
）
、

　
桃
李
華
（
推
古
紀
・
箭
明
紀
）
、
桃
華
（
皇
極
紀
）

㊥
桃
を
材
料
に
用
い
た
物
の
例

　
a
〈
杖
　
（
1
書
第
九
）

◎
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
含
ま
れ
る
例

　
桃
花
鳥
田
丘
（
安
寧
紀
）
、
身
狭
桃
花
鳥
坂
（
垂
仁
紀
・
宣
化
紀
）
、

上
桃
原
・
下
桃
原

（天
智
紀
）

（雄
略
紀
）
、
桃
原
墓
（
推
古
紀
）
、
桃
染
布

◎
比
喩
と
し
て
用
い
る
例

　
実

に
真
珠
、
腹
中
に
有
り
。

　
恭
紀
）

其
の
大
き
さ
、
桃
子
の
如
し
o
　
（
允

夏
四

月
の
壬
午
の
朔
に
し
て
辛
卯
に
、
電
零
る
。
大
き
さ
桃
子

の
如
し
o
　
（
推
古
紀
）

六
月
の
庚
戌
の
朔
に
、
氷
零
れ
り
。
大
き
さ
桃
子
の
如
し
o
　
（
天

武
紀
）

　
『
紀
』
の
「
桃
子
」
の
用
例
は
三
例
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
三
例

は
す
べ
て
◎
に
当
た
り
、
真
珠
や
電
の
粒
の
大
き
さ
を
「
桃

の
実
」
に
た
と
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
④
の
桃
華
な
ど
も
そ
の

開
花
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
邪
気
を
払
う
の
に
用
い
る
と
い
っ
た
記

述

は
な
い
。
つ
ま
り
、
『
紀
』
で
桃
の
呪
力
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
書
第
九
の
用
例
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
王
小
林

は
、
六
朝
以
前
に
成
立
し
た
漢
籍
に
お
け
る
桃
に
ま
つ
わ

る
神
話
伝
承
の
諸
例
が
、
「
①
×
×
な
と
こ
ろ
に
大
き
な
桃
の
木
が

あ
る
」
「
②
あ
る
神
が
そ
の
上
ま
た
は
下
に
居
て
、
邪
鬼
を
退
治
す

る
」
「
③
邪
鬼
ど
も
は
悉
く
退
散
す
る
」
と
い
う
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
て

お

り
、
記
紀
に
み
え
る
黄
泉
国
訪
問
語
の
構
成
と
ほ
ぼ
一
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ニ
　

て

い

る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
『
紀
』
　
l
書
第
九
の
記
事
は
漢
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籍
の
用
例
の
構
成
要
素
に
矛
盾
な
く
当
て
は
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ

れ

る
。
ま
た
、
王
小
林
は
漢
籍
の
用
例
に
お
い
て
は
、
「
基
本
的

に
①
と
②
の
内
容
が
諸
文
献
を
構
成
す
る
の
に
核
心
部
分
と
な
っ
て

い

る
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
指
摘
か
ら
考
え
る
と
『
紀
』
一
書
第

九
の

記
事
に
お
い
て
邪
気
を
払
う
の
に
必
要
と
な
る
の
は
「
桃
の
実
」

よ
り
も
「
桃
の
樹
木
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
記
』
に

は
「
黄
泉
ひ
ら
坂
の
坂
本
に
到
り
し
時
に
、
其
の
坂
本
に
在
る
桃
子

を
三
箇
取
り
て
待
ち
撃
ち
し
か
ば
、
悉
く
坂
を
返
り
き
」
と
あ
る
よ

う
に
、
「
桃
の
樹
木
」
の
存
在
は
一
切
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
王
小
林
が
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
①
が
欠

如
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
で
は
、
『
記
』
の
「
桃
子
」
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ

の

ヒ
ン
ト
は
冒
頭
で
掲
げ
た
当
該
謹
に
e
s
v
　
F
事
戸
渡
し
」
の
記

事
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

最
も
後
に
、
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
、
身
自
ら
追
ひ
来
つ
。
爾
く

し
て
、
千
引
の
石
を
其
の
黄
泉
ひ
ら
坂
に
引
き
塞
ぎ
、
其
の
石

を
中
に
置
き
、
各
対
き
立
ち
て
、
事
戸
を
度
す
時
に
、
伊
耶
那

美
命
の
三
口
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
、
如
此
為
ば
、

汝
が
国
の
人
草
を
、
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
む
」
と
い
ひ
き
。

爾
v
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
の
詔
ひ
し
く
、
F
愛
し
き
我
が
な
に

妹
の
命
、
汝
然
為
ば
、
吾
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を
立
て
む
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
を
以
て
、
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、
一

日
に
必
ず
千
五
百
人
生
る
る
ぞ
。
故
、
其
の
伊
耶
那
美
神
命
を

号
け
て
黄
泉
津
大
神
と
謂
ふ
o
亦
云
は
く
、
其
の
追
ひ
し
き
し

を
以
て
、
道
敷
大
神
と
号
く
。
亦
、
其
の
黄
泉
坂
を
塞
げ
る
石

は
、
道
反
之
大
神
と
号
く
。
亦
、
塞
り
坐
す
黄
泉
戸
大
神
と
謂

ふ
。
故
、
其
の
所
謂
る
黄
泉
ひ
ら
坂
は
、
今
、
出
雲
国
の
伊
賦

夜
坂
と
謂
ふ
。

　
F
事
戸
」
と
は
「
離
別
の
言
葉
」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

伊
耶
那
美
命
と
伊
耶
那
岐
命
は
千
引
の
石
越
し
に
最
後
の
会
話
を
す

る
。
そ
の
際
、
伊
耶
那
美
命
は
「
愛
し
い
我
が
夫
の
命
よ
、
あ
な
た

が

こ
ん
な
事
を
す
る
な
ら
ば
、
私
は
あ
な
た
の
住
む
国
の
人
間
を
一

日
に
千
人
絞
め
殺
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
呪
い
の
言
葉
を
伊
耶
那
岐

命
に
贈
る
。
そ
れ
に
対
し
て
伊
耶
那
岐
命
は
、
「
愛
し
き
我
が
妻
の

命
よ
、
お
前
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
ら
ば
、
私
は
一
日
に
千
五
百

の

産
屋
を
建
て
よ
う
」
と
言
う
。
こ
の
伊
耶
那
美
命
と
伊
耶
那
岐
命

の
言
葉
に
よ
っ
て
「
人
間
の
生
死
」
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
紀
』

に
お
い
て
は
一
書
第
六
に
同
様
の
掛
合
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

桃
が
登
場
す

る
一
書
第
九
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
一
切
な
い
。

　
伊
耶
那
美
命
は
伊
耶
那
岐
命
と
共
に
国
生
み
・
神
生
み
を
行
な
っ

た
、
「
生
命
を
司
る
神
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
r
事
戸
」
の
内
容
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
伊
耶
那
美
命
は
黄
泉
国
に
神
避
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
「
死
を
司
る
神
」
へ
と
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

伊
耶
那
美
命
が
放
っ
た
追
っ
手
で
あ
る
「
予
母
津
志
許
売
」
「
千
五
百
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の

黄
泉
軍
」
「
八
く
さ
の
雷
の
神
」
は
、
い
ず
れ
も
「
死
の
稜
れ
」

を
帯
び
た
存
在
、
若
し
く
は
「
死
の
稜
れ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
追
っ
手
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
た

の

は
、
「
桃
子
」
が
〈
生
〉
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

六
、
ま
と
め

　
当
該
謹
に
お
い
て
伊
耶
那
美
命
が
放
っ
た
追
っ
手
を
「
桃
子
」
が

追
い
払
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
漢
籍
に
散
見
さ
れ
る
桃
に
ま

つ
わ

る
古
代
中
国
か
ら
の
信
仰
や
習
俗
が
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
漢
籍
の
桃
の
記
事

は
、
桃
の
樹
木
そ
の
も
の
や
桃
の
幹
で
作
っ
た
ア
イ
テ
ム
を
使
用
し

て

鬼
や
邪
気
を
払
う
と
い
う
用
例
ば
か
り
で
、
「
桃
の
実
」
に
よ
っ

て

邪
気
を
払
う
用
例
は
確
認
で
き
な
い
。
西
郷
信
綱
は
こ
の
矛
盾
に

気
が
つ
き
つ
つ
も
、
『
紀
』
に
「
此
用
レ
桃
避
レ
鬼
之
縁
也
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
桃
の
実
」
で
あ
っ
て
も
桃
の
樹
木
や
桃
の
幹
で
作
っ

た
ア
イ
テ
ム
と
同
様
に
邪
気
を
払
う
呪
力
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と

述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
漢
籍
に
お
け
る
桃
の
記
述
を
見
て
い
く
と
「
桃
の
実
」

と
桃
の
樹
木
や
桃
の
幹
か
ら
作
っ
た
ア
イ
テ
ム
で
は
明
ら
か
に
性
質

が
異
な
る
。
「
桃
の
実
」
に
は
西
王
母
の
桃
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

〈生
〉
を
も
た
ら
す
性
質
が
あ
り
、
桃
の
樹
木
や
桃
の
幹
か
ら
作
っ

た
ア
イ
テ
ム
に
は
邪
気
を
払
う
「
呪
力
の
象
徴
」
と
い
う
性
質
が
確

認
で
き
る
。
本
草
書
の
「
桃
の
実
」
に
つ
い
て
の
記
事
に
も
邪
気
を

払
う
と
い
っ
た
呪
力
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
漢
籍
に
お
け
る

F桃
の
実
」
は
一
貫
し
て
〈
生
〉
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で

は
、
な
ぜ
『
記
』
で
は
「
桃
子
」
が
追
っ
手
を
追
い
払
い
得
る

の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
該
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
事
戸

度
し
」
の
場
面
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
神
話
の
主
題
が
「
生

と
死
」
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
伊
耶
那
岐
命
と
共
に
国
生
み
や
神
生

み
を
行
っ
た
、
謂
わ
ば
「
生
命
を
司
る
神
」
で
あ
っ
た
伊
耶
那
美
命
は
、

神
避
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
日
に
千
も
の
「
青
人
草
」
を
殺
す
「
死

を
司
る
神
」
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。
そ
の
伊
耶
那
美
命
が
放
っ
た
「
予

母
津
志
許
売
」
や
「
千
五
百
の
黄
泉
軍
」
、
伊
耶
那
美
命
の
死
体
か

ら
生
ま
れ
た
「
八
く
さ
の
雷
の
神
」
は
言
う
ま
で
も
無
く
「
死
の
稜
れ
」

を
背
負
っ
た
存
在
、
あ
る
い
は
「
死
の
稜
れ
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
「
生
と
死
」
の
文
脈
の
中
で
登
場
す
る
「
桃
子
」
は
〈
生
〉

を
担
い
、
す
べ
て
の
追
っ
手
を
追
い
払
う
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
「
意
富
加
牟
豆
実
命
」
と
い
う
神
名
を
授
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

A　　　H

注注
　一v
『古
事
記
』
及
び
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
に
拠
っ
た
。
な
お
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、

適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
割
注
部
分
は
〔
〕
で
括
る
な

ど
の
処
置
を
加
え
た
。
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（注

二
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
六
八
年
、

　
　
　

筑
摩
書
房
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（注
三
）
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
二
巻
・
上
巻
篇
（
上
）
、

　
　
　

一
九
七
四
年
、
三
省
堂
。

（注
四
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
、
一
九
七
五
年
、
平
凡
社
。

（注
五
）
（
注
四
）
に
同
じ
。

（注
六
）
竹
田
晃
・
黒
田
真
美
子
編
、
竹
田
晃
・
梶
村
永
・
高
芝
麻
子
・

　
　
　

山
崎
藍
著
、
中
国
古
典
小
説
選
1
『
穆
天
子
伝
・
漢
武
故
事
・

　
　
　

神
異
経
・
山
海
経
他
〈
漢
・
魏
〉
』
、
二
〇
〇
七
年
、
明
治

　
　
　
書
院
参
照
。

（注
七
）
（
注
六
）
に
同
じ
。

（注
八
）
（
注
六
）
に
同
じ
。

（注
九
）
王
秀
文
『
桃
の
民
俗
史
』
、
二
〇
〇
三
年
、
朋
友
書
店
。

（注
十
）
『
神
農
本
草
経
集
注
』
の
日
本
に
お
け
る
使
用
状
況
に
つ
い

　
　
　

て

は
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
岸
俊
男
『
宮
都
と

　
　
　

木
簡
ー
よ
み
が
え
る
古
代
史
ー
』
、
一
九
七
七
年
、
吉
川
弘

　
　
　

文
館
。
和
田
奉
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
中
巻
、

　
　
　

一
九
九

五
年
、
塙
書
房
。

（注
十
一
）
陶
弘
景
校
注
、
小
嶋
尚
真
・
森
立
之
他
重
輯
『
本
草
経

　
　
　

集
注
縮
刷
影
印
版
』
、
一
九
七
二
年
、
南
大
阪
印
刷
セ
ン

　
　
　

タ
ー
。
引
用
に
際
し
て
は
、
部
位
ご
と
に
記
述
を
分
け
、

　
　
　

適
宜
句
読
点
を
補
い
、
部
分
的
に
旧
字
を
新
字
に
改
め
る

　
　
　

な
ど
の
処
置
を
加
え
た
。

（注
十

二
）
王
小
林
『
日
中
比
較
神
話
学
』
、
二
〇
一
四
年
、
汲
古
書
院
。

【付
記
】

　
本
稿

は
、
二
〇
一
八
年
十
1
月
十
日
に
行
わ
れ
た
「
大
東
文
化
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
院
生
研
究
発
表
会
」
（
於
大

東
文
化
大
学
）
で
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

ご

教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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