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五
十
猛
命
の
神
話
の
意
義

村
由
四
　
　
古
障
ヱ
ー

は
じ
め
に

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
は
、
本
文
と
六
つ
の
異
伝
か
ら
成
る
。
こ
の
・
2
り
本
文
と
、
第
二
、
第
三
、
第
四
の
｝
書
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ

に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
神
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
第
一
の
一
書
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
に
降
り
、
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
結

婚
し
、
そ
の
子
孫
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
第
六
の
一
書
で
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
国
を

作
り
、
そ
の
後
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
大
三
輪
の
神
が
三
諸
山
に
鎮
座
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
そ
の
子
孫
に
ま
つ
わ
る
、
出
雲
を
中
心
と
し
た
話
で
あ
る
。

　
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
四
の
一
書
及
び
第
五
の
一
書
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
そ
の
子
神
で
あ
る
五
十
猛
命
が
、

木
の
種
を
ま
い
た
と
さ
れ
る
話
が
載
録
さ
れ
て
い
る
。

第
四
の
一
書

　
　
一
書
に
曰
は
く
、
素
義
鳴
尊
の
所
行
無
状
し
。
故
、
諸
の
神
、
科
す
る
に
千
座
置
戸
を
以
て
し
、
遂
に
逐
ふ
。
是
の
時
に
、
素
菱
鳴
尊
、

　
　
其
の
子
五
十
猛
神
を
帥
ゐ
て
、
新
羅
国
に
降
到
り
ま
し
て
、
曾
　
茂
梨
の
処
に
居
し
ま
す
。
乃
ち
興
言
し
て
曰
は
く
、
°
「
此
の
地
は
吾
居

　
　
ら
ま
く
欲
せ
じ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
遂
に
埴
土
を
以
て
舟
に
作
り
て
、
乗
り
て
東
に
渡
り
て
、
出
雲
国
の
簸
の
川
上
に
所
在
る
、
鳥
上



　
　
の
峯
に
到
る
。
時
に
彼
処
に
人
を
呑
む
大
蛇
有
り
。
素
菱
鳴
尊
、
乃
ち
天
蝿
研
剣
を
以
て
、
彼
の
大
蛇
を
斬
り
た
ま
ふ
。
時
に
、
蛇
の

　
　
尾
を
斬
り
て
刃
欠
け
ぬ
。
即
ち
壁
き
て
視
せ
ば
、
尾
の
中
に
一
の
神
し
き
剣
有
り
。
素
義
鳴
尊
の
曰
は
く
、
「
此
は
以
て
吾
が
私
に
用
ゐ

　
　
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
五
世
の
孫
天
之
葺
根
神
を
遣
し
て
、
天
に
上
奉
ぐ
。
此
今
、
所
謂
蓋
薙
剣
な
り
。
初
め
五
十
猛

　
　
神
、
天
降
り
ま
す
時
に
、
多
に
樹
種
を
将
ち
て
下
る
。
然
れ
ど
も
韓
地
に
殖
ゑ
ず
し
て
、
尽
に
持
ち
帰
る
。
遂
に
筑
紫
よ
り
始
め
て
、

　
　
凡
て
大
八
洲
国
の
内
に
、
播
殖
し
て
青
山
に
成
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。
所
以
に
、
五
十
猛
命
を
称
け
て
、
有
功
の
神
と
す
。
即
ち
紀

　
　
伊
国
に
所
坐
す
大
神
是
な
り
。

第
五
の
一
書

　
　
一
書
に
曰
は
く
、
素
斐
鳴
尊
の
曰
は
く
、
「
韓
郷
の
嶋
に
は
、
是
金
銀
有
り
。
若
使
吾
が
児
の
所
御
す
国
に
、
浮
宝
有
ら
ず
は
、
未
だ
佳

　
　
か
ら
じ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
髪
鷺
を
抜
き
て
散
つ
。
即
ち
杉
に
成
る
。
又
、
胸
の
毛
を
抜
き
散
つ
。
是
、
檜
に
成
る
。
尻
の
毛
は
、

　
　
是
被
に
成
る
。
眉
の
毛
は
是
構
樟
に
成
る
。
已
に
し
て
其
の
用
ゐ
る
べ
き
も
の
を
定
む
。
乃
ち
称
し
て
日
は
く
、
「
杉
及
び
橡
樟
、
此
の

　
　
両
の
樹
は
、
以
て
浮
宝
と
す
べ
し
。
檜
は
以
て
瑞
宮
を
為
る
材
に
す
べ
し
。
被
は
以
て
顕
見
蒼
生
の
奥
津
棄
戸
に
将
ち
臥
さ
む
具
に
す

　
　
べ
し
。
夫
の
轍
ふ
べ
き
八
十
木
種
、
皆
能
く
播
し
生
う
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
素
莞
鳴
尊
の
子
を
、
号
け
て
五
十
猛
命
と
日
す
。
妹

　
　
大
屋
津
姫
命
，
次
に
楓
津
姫
命
。
凡
て
此
の
三
の
神
、
亦
能
く
木
種
を
分
布
す
。
即
ち
紀
伊
国
に
渡
し
奉
る
。
然
し
て
後
に
、
素
斐
鳴

　
　
尊
、
熊
成
峯
に
居
し
ま
し
て
、
遂
に
根
国
に
入
り
ま
し
き
。
棄
戸
、
此
を
ば
須
多
杯
と
云
ふ
。
披
、
此
を
ば
磨
紀
と
云
ふ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
第
四
の
一
書
に
お
い
て
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
五
十
猛
神
を
連
れ
て
新
羅
に
降
っ
た
後
、
埴
土
で
舟
を

作
っ
て
出
雲
国
の
鳥
上
の
地
に
到
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
五
の
「
書
に
は
出
雲
を
舞
台
と
し
た
話
は

な
い
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
身
体
の
毛
を
抜
い
て
、
船
や
宮
殿
な
ど
を
造
る
の
に
適
し
た
木
々
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
子
の
五
十
猛
命
や

大
屋
津
姫
、
楓
津
姫
が
よ
く
木
種
を
播
い
た
と
さ
れ
る
。
五
十
猛
命
は
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
オ
ホ
ヤ
ピ
コ
と
同
一
神
と
も
言
わ
れ
る
が
、

『
古
事
記
』
に
は
オ
ホ
ヤ
ピ
コ
が
木
種
を
ま
い
た
と
す
る
話
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
五
十
猛
命
の
話
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
第
四
の
皿
書
の
よ
う
に
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
前
後
の
話
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
か
を
探
り
た
い
。

、

一
　
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
成
立
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第
四
の
至
『
第
五
の
［
書
の
誕
述
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
神
話
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
背
景
の
も
と

に
成
立
し
た
の
か
、
以
前
に
他
所
で
述
べ
た
事
が
あ
る
の
で
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
（
注
1
）
。

　
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
神
話
は
、
記
紀
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
斐
伊
川
の
川
上
の
鳥
上
と
い
う
地
に
降
り
立
っ
た
。
す
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
本
文
に
よ
れ
ば
、
泣
き
声

が
し
た
の
で
尋
ね
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
少
女
を
真
中
に
し
て
老
夫
婦
が
泣
い
て
い
た
。
聞
け
ば
こ
の
夫
婦
に
は
八
人
の
娘
が
い
た
が
、
毎
年
、

八
つ
の
頭
を
持
つ
大
蛇
で
あ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
や
っ
て
来
て
、
娘
を
呑
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
、
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
番
が
来
た
の
で

泣
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
老
夫
婦
の
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
に
、
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
妻
に
も
ら
う
こ
と
を
約

束
さ
せ
、
ヒ
メ
を
櫛
に
変
え
て
み
ず
ら
に
差
し
、
夫
婦
に
酒
を
用
意
さ
せ
て
八
つ
の
棚
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
酒
を
置
か
せ
た
。
や
っ
て
来

た
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
入
れ
物
か
ら
酒
を
飲
ん
で
眠
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
こ
れ
を
剣
で
斬
り
散
ら
し
た
。
こ
の

時
に
剣
の
刃
が
欠
け
た
の
で
、
尾
を
割
い
て
み
る
と
中
に
剣
（
1
1
草
薙
の
剣
）
が
あ
っ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
こ
の
剣
を
天
に
献
上
し
、
出
雲
の

須
賀
の
地
に
宮
殿
を
造
っ
て
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
結
婚
し
た
と
い
・
鬼

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
話
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
伝
承
は
、
出
雲
で
は
な
く
、
大
和
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
神

話
は
出
雲
を
舞
台
と
し
て
は
い
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
活
躍
す
る
場
所
は
出
雲
の
中
で
も
こ
と
に
大
和
と
関
わ
り
が
深
い
場
所
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
第
二
の
一
書
や
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
時
に
使
用
し

た
剣
は
、
畿
内
の
豪
族
で
あ
る
物
部
氏
の
代
々
奉
じ
て
い
た
石
上
神
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
出
雲
へ
の
進
出
に
も

物
部
氏
は
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
神
話
の
原
型
の
伝
承
は
、
も
と
は
物
部
氏
が
持
っ
て
い
た
も
の
で

あ
る
と
想
定
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
伝
承
が
出
雲
と
結
び
つ
い
た
背
景
に
は
、
物
部
氏
が
出
雲
へ
進
出
し
て
玉
作
の
地
へ
赴
く
ル

ー
ト
を
掌
握
し
、
そ
の
後
玉
作
の
地
が
大
頼
政
権
の
支
配
下
に
お
い
て
忌
部
氏
の
管
轄
下
に
入
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

神
話
の
中
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
活
躍
す
る
場
所
は
、
出
雲
の
中
で
も
殊
に
玉
作
の
地
と
大
和
へ
の
奉
納
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
た
地
域
に
限
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
神
話
が
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
。
私
は
、
こ
の
神
話
は
大
和
の
宮
廷
祭
祀
が
整
備
さ
れ
て
い

く
過
程
に
並
行
し
て
と
と
の
え
ら
れ
、
五
世
紀
の
後
半
頃
か
ら
六
世
紀
に
は
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
・
乳
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五
世
紀
と
い
う
時
期
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
時
期
は
大
和
政
権
が
各
地
に
進
出
し
、
ま
た
各
地
で
政
治
体
制
の
変
動
が
見
ら
れ
る
と
と
も

に
大
和
政
権
の
宮
廷
機
構
が
整
え
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　
ま
ず
こ
の
時
期
は
、
大
和
政
権
の
先
鋒
と
な
っ
て
物
部
氏
が
東
国
へ
進
出
し
た
時
期
に
も
あ
た
る
。
た
び
た
び
他
所
で
取
り
上
げ
た
こ
と

だ
が
、
石
製
模
造
品
を
検
出
す
る
古
墳
時
代
中
期
の
祭
祀
遺
跡
は
大
和
政
権
の
祭
祀
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
石
製
模
造
品
の
存

在
で
大
和
政
権
の
勢
力
の
波
及
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
（
注
2
）
。
そ
し
て
ま
た
、
東
国
へ
の
進
出
に
大
き
く
貢
献
し
た
物
部
氏
が
、

そ
の
祭
祀
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
・
鬼
出
雲
の
玉
作
遺
跡
か
ら
も
石
製
模
造
品
は
出
土
し
て
い
る
。
出
雲
へ
の
畿
内
勢
力
の
進
出
は
古

墳
の
様
相
な
ど
か
ら
も
う
少
し
早
い
時
期
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
石
製
模
造
品
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
に
物
部
氏
の
影

響
が
及
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
雄
略
紀
に
は
、
．
吉
備
に
よ
る
大
和
朝
廷
へ
の
反
乱
の
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
門
脇
禎
二
氏
に
よ
れ
ば
五
世
紀
後
葉
に
は
大
和
と

吉
備
は
対
立
と
抗
争
の
関
係
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
（
注
3
）
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
各
地
で
政
治
的
変
動
が
み
ら
れ
、
そ
し
て
そ

れ
は
宮
廷
機
構
の
整
備
を
う
な
が
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
上
田
正
昭
氏
は
、
雄
略
朝
以
降
に
后
妃
の
出
自
に
天
皇
の
皇
女
が
多
く
な
っ
て
く

る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
後
半
頃
に
后
妃
の
機
能
が
宮
廷
に
お
い
て
固
定
化
・
身
内
化
さ
れ
、
宮
廷
の
祭
祀
機
構
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
注
4
）
。

　
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
成
立
に
は
、
こ
う
し
た
五
世
紀
の
事
情
が
か
ら
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
』

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
神
話
の
中
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
活
躍
す
る
場
所
は
、
出
雲
の
中
で
も
殊
に
玉
作
の
地
と
大
和
へ
の
奉
納
の
ル
ー
ト
に

沿
っ
た
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
・
2
な
、
忌
部
氏
の
管
轄
下
に
お
い
て
玉
を
作
り
奉
納
す
る
と
い
う
そ
の
土
地
の
性

格
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
獲
得
し
た
草
薙
の
剣
を
高
天
原
へ
献
上
L
そ
し
ま
う
と
い
・
2
行
為
に
結
び
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
に

は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
忌
部
氏
が
天
皇
に
鏡
剣
を
献
上
す
る
こ
と
に
も
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
、
神
宝
の
献
上
は

服
属
し
た
相
手
に
祭
祀
権
と
統
治
権
を
献
上
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
神
宝
の
奉
納
と
調
達
を
職
掌
と
す
る
忌
部
氏
が
、
大
嘗
祭
に
お

い
て
天
皇
に
鏡
剣
を
献
上
す
る
こ
と
に
は
、
臣
下
に
よ
る
服
属
の
誓
い
を
新
た
に
す
る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
草
薙
の
剣
を
高
天
原
へ
献
上
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
高
天
原
へ
服
属
を
誓
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
地
方
の
豪
族
の
示
す
べ
き
模
範
的
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
神
宝
の
献
上
と
祭
祀
権
・
統
治
権
の
譲
渡
は
、
大
和
政
権
が
各
地
に
進
出
す
る
中
で
、
地
方
の
首
長
と
の
間
に
し
ば
し
ば
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繰
り
返
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
は
五
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
起
こ
っ
た
政
治
的
変
動
や
、
そ
れ
に
伴
．
つ
宮
廷
儀
礼

の
整
備
を
色
濃
く
反
映
し
な
が
ら
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ニ
　
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
と
鍛
冶
文
化

　
更
に
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
と
物
部
氏
を
結
び
つ
け
る
要
因
と
し
て
、
鉄
文
化
と
の
関
わ
り
の
深
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
ヤ

マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
剣
に
よ
っ
て
退
治
す
る
こ
の
神
話
が
鉄
文
化
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
（
注

5
）
。
た
だ
し
、
こ
の
神
話
が
出
雲
の
砂
鉄
精
錬
を
背
景
に
成
立
し
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
出
雲
の
斐
伊
川
流
域
は
砂
鉄
の
産

地
で
あ
る
が
、
古
代
の
大
規
摸
な
製
鉄
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
神
話
は
五
世
紀
頃
の
政
治
的
な
影
響
を
受

け
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
鉄
器
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
に
、
出
雲
の
古
墳
で
は
畿
内
か
ら
配
布
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
副
葬
品
の
質
が
低
下
し
、
量
も
減
っ
て
い
る
と
い
う
（
注
6
）
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
畿
内
か
ら
見
た
出
雲
の
重
要

性
は
低
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
決
し
て
出
雲
が
重
要
な
鉄
の
産
地
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
鉄
文
化
と
関
わ
り
が
深
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
物
部
氏
で
あ
っ
た
だ
ろ
・
物

　
物
部
氏
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
和
政
権
下
に
お
い
て
軍
事
を
掌
り
、
古
墳
時
代
中
期
に
は
東
国
へ
の
進
出
に
も
貢
献
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
石
上
神
宮
の
所
在
す
る
奈
良
県
天
理
市
の
布
留
遺
跡
の
中
に
は
、
五
世
紀
甚
劉
菓
か
ら
六
世
紀
の
、
木
器
工
房
．
鍛
冶
工
房
を
併
せ
持

つ
た
武
器
工
房
や
、
玉
作
の
工
房
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
物
部
氏
は
こ
の
時
期
に
鉄
器
生
産
と
も
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
推

測
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
（
注
7
）
。

　
更
に
言
え
ば
、
物
部
氏
は
倭
鍛
冶
に
携
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
天
神
本
紀
に
は
、
物
部
氏
の
祖
神
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ

が
河
内
国
に
天
降
っ
た
時
従
っ
た
者
の
中
に
「
物
部
造
等
祖
天
津
麻
良
」
や
「
船
子
倭
鍛
師
等
祖
天
津
眞
浦
」
と
い
う
名
が
見
え
る
。
繧
靖

天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
「
倭
鍛
部
天
津
真
浦
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
マ
ツ
マ
ラ
と
言
日
2
釜
則
は
倭
鍛
冶
に
関
わ
り
の
深
い
名
前
で
あ
る
と
思

わ
れ
、
物
部
氏
は
と
り
わ
け
倭
鍛
冶
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
倭
鍛
冶
・
韓
鍛
冶
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
平
野
邦
雄
氏
が
す
で
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
他
所
で
も
述
べ
た
が
、
後
述
す
る



五
十
猛
命
の
検
討
に
も
関
わ
る
た
め
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
（
注
8
）
。
平
野
氏
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
初
め
頃
よ
り
新
羅
系
の
馬
具
が
も
た
ら

さ
れ
、
ま
た
日
本
で
も
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
頃
は
鉄
製
品
の
原
料
の
鉄
艇
を
朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
、
中
で
も
鉄
鐙
は
か
つ
て
の
新
羅
に
あ
た
る
慶
州
の
金
冠
塚
か
ら
多
く
出
土
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
倭
鍛
冶
と
は
五
世
紀
初
め
頃
に

も
た
ら
さ
れ
た
鋳
銅
・
鋳
鉄
及
び
鍛
鉄
を
行
う
新
羅
の
技
術
系
統
で
、
秦
氏
が
関
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
・
鬼
こ
れ
に
対
し
韓
鍛
冶

と
は
、
そ
の
後
五
世
紀
後
半
よ
り
、
百
済
か
ら
新
し
く
伝
来
し
た
技
術
で
あ
り
、
鍛
鉄
及
び
砂
鉄
精
錬
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
・
急

　
ま
た
、
『
古
事
記
』
に
は
天
の
岩
屋
戸
の
条
に
「
天
安
河
の
河
上
の
天
の
堅
石
を
取
り
、
天
の
金
山
の
鉄
を
取
り
て
、
鍛
人
天
津
麻
羅
を
求

ぎ
て
、
伊
斯
許
理
度
売
命
に
科
せ
て
鏡
を
作
ら
し
め
」
と
あ
る
。
ア
マ
ツ
マ
ラ
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
の
で
、
イ
シ
コ
リ
ド
メ
を
見
る
と
、
『
日

本
書
紀
』
神
代
第
七
段
第
一
の
一
書
に
「
故
、
即
ち
石
凝
姥
を
以
て
冶
工
と
し
て
、
天
香
山
の
金
を
採
り
て
、
日
矛
を
作
ら
し
む
。
又
真
名

鹿
の
皮
を
全
剥
ぎ
て
、
天
羽
鞘
に
作
る
。
此
を
用
て
造
り
奉
る
神
は
、
是
即
ち
紀
伊
国
に
所
坐
す
日
前
神
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
『
古
語
拾

遺
』
に
も
「
是
に
、
思
兼
神
の
議
に
従
ひ
て
、
石
凝
姥
神
を
し
て
日
の
像
の
鏡
を
鋳
し
む
。
初
度
に
鋳
た
る
は
、
少
に
意
に
合
は
ず
。
（
是
、

紀
伊
国
の
日
前
神
な
り
。
）
」
と
あ
り
、
鋳
造
に
携
η
る
も
の
の
名
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
イ
シ
コ
リ
ド
メ
の
記
述
に
つ
い
て
、
平
野
氏
は
ア
マ

ツ
マ
ラ
と
同
様
倭
鍛
冶
に
属
す
も
の
と
み
な
さ
れ
、
「
こ
の
日
矛
の
モ
チ
ー
フ
が
、
新
羅
王
子
天
日
矛
の
渡
来
説
話
に
用
い
ら
れ
、
出
石
小
刀

や
出
石
枠
・
日
鏡
な
ど
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
金
銅
の
鋳
冶
を
述
ぺ
て
い
る
の
で
あ
り
、
韓
鍛
冶
よ
り
古
い
こ
と
を

印
象
づ
け
て
も
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
い
て
天
日
矛
の
説
話
を
有
す
る
地
域
が
、
秦
氏
の
居
住
区
と

重
複
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
平
野
氏
の
指
摘
さ
れ
た
倭
鍛
冶
∵
韓
鍛
裕
の
技
法
の
導
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
異
論
が
あ
る
。
一
つ
は
鍛
冶
の
技
術

は
五
世
紀
始
め
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
朝
鮮
半
島
よ
り
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
倭
鍛
冶
の
技
術
を
一
時
期
に
限
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
日
本
の
製
鉄
が
現
段
階
に
お
い
て
は
六
世
紀
後
半
頃
ま
で
し
か

遡
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
倭
鍛
冶
と
は
、
臆
鍛
冶
が
輸
入
さ
れ
る
以
前
の
技
術
及
び
そ
の
技
術
を
用
い
て
い
た
組
織
の
こ
と
を
意
味

し
、
海
外
か
ら
の
技
法
を
取
り
入
れ
る
過
程
で
特
に
新
羅
と
強
い
結
び
付
き
を
持
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
古
墳
時
代
中
期

に
は
、
畿
丙
に
お
い
て
甲
胃
や
馬
具
が
製
作
さ
れ
た
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
物
部
氏
が
大
和
政
権
の
も
と
東
国
へ
進
出
し
た

時
期
に
も
あ
た
り
、
石
上
神
宮
近
く
の
布
留
遺
跡
に
は
鍛
冶
工
房
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
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従
っ
て
「
船
子
倭
鍛
師
等
祖
天
津
眞
浦
理
と
い
う
も
の
が
天
降
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
倭
鍛
冶
に
は
物
部
氏
が
深
く
携
わ
っ

て
い
た
と
推
測
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
方
、
百
済
の
技
術
系
統
で
あ
る
韓
鍛
冶
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
「
紀
辛
梶
臣
」
と
い
う

名
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
紀
氏
が
携
わ
っ
た
も
の
と
考
え
る
（
注
9
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
文
献
を
見
る
と
、
倭
鍛
冶
は
ま
た
、
泉
南
か
ら
紀
伊
に
か
け
て
の
地
と
深
い
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
垂
仁
天
皇
条
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
皇
子
イ
ニ
シ
キ
は
鳥
取
の
河
上
宮
、
も
し
く
は
茅
淳
の
菟
砥
川
上
宮

で
剣
を
一
千
口
造
っ
た
と
い
・
先
ま
た
こ
れ
ら
の
剣
は
石
上
神
宮
に
納
め
ら
れ
、
イ
ニ
シ
キ
は
石
上
神
宮
の
神
宝
を
司
っ
た
と
り
肱

　
崇
峻
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
蘇
我
氏
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
物
部
守
屋
の
「
資
人
」
で
あ
っ
た
捕
鳥
部
萬
が
、
茅
淳
県
の
有
眞
香
村
に
逃
げ

て
、
山
中
に
隠
れ
、
そ
の
地
で
壮
絶
に
戦
っ
て
死
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
泉
南
の
地
に
物
部
氏
が
関
わ
り
を
持
つ
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
更
に
、
イ
シ
コ
リ
ド
メ
が
倭
鍛
冶
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
イ
シ
コ
リ
ド
メ
の
鋳
造
し
た
と
さ
れ
る
日
矛
や
日
の
像

の
鏡
は
紀
伊
国
の
日
前
国
懸
神
宮
に
総
ら
れ
て
い
る
と
い
・
鬼
紀
伊
国
は
紀
氏
の
本
拠
地
だ
が
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
天
孫
本
紀
に
は
ニ
ギ
ハ

ヤ
ヒ
の
子
孫
建
斗
米
命
が
紀
伊
国
造
智
名
曾
の
妹
の
中
名
草
姫
を
妻
と
し
た
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
紀
伊
国
と
物
部
氏
と
の
つ
な
が
り
も
見
出

だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
泉
南
か
ら
紀
伊
に
か
け
て
の
こ
の
地
は
、
倭
・
韓
を
問
わ
ず
鍛
冶
文
化
を
受
け
入
れ
る
窓
口
と
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
、

物
部
氏
と
も
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
原
型
伝
承
と
も
言
う
ぺ
き
も
の
が
、
倭
鍛
冶
に
携
わ
っ
て
い
た
物
部
氏
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
畿
内
の
鍛
冶
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
韓

鍛
冶
が
砂
鉄
精
錬
を
行
う
技
術
で
あ
る
ど
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
六
世
紀
半
ば
以
降
の
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
一

方
、
倭
鍛
冶
の
技
法
に
よ
る
鉄
器
生
産
が
五
世
紀
に
盛
ん
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
鉄
文
化
の
面
か
ら
見
て
も
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話

は
や
は
り
五
世
紀
の
歴
史
的
な
事
情
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
イ
タ
ケ
ル
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
成
立
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
第
四
の
一



書
と
第
五
の
一
書
に
見
ら
れ
る
五
十
猛
命
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
五
十
猛
命
は
、
第
四
の
一
書
に
「
即
ち
紀
伊
国
に
所
坐
す
大
神
是
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
山
県
の
伊
太
邨
曽
神
社
に
祀
ら
れ
て

い
る
。
も
と
も
と
紀
伊
国
は
木
々
の
豊
か
な
地
で
あ
り
、
第
八
段
の
木
種
を
ま
く
話
か
ら
も
五
十
猛
命
が
樹
木
生
成
の
神
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
第
四
の
一
書
第
五
の
「
書
と
も
に
朝
鮮
半
島
と
の
関
わ
り
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
先
に
見
た
よ
う
に
紀
伊
の
地
も
ま

た
倭
鍛
冶
と
の
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
五
十
猛
命
の
話
も
ま
た
、
鍛
冶
文
化
と
の
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
ヤ
マ
タ

ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
に
並
ん
で
載
録
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
五
十
猛
命
と
鍛
冶
と
の
関
わ
り
は
、
「
イ
タ
テ
神
」
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
「
イ
タ
テ
」
の
名
を
持
つ
神
社
の
多
く
は
五
十
猛
命
を
祭
神
と
し
て
お
り
、
五
十
猛
命
は
「
イ
タ
テ
神
一
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
イ
タ

テ
神
に
つ
い
て
の
記
述
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
錺
磨
郡
の
条
に
見
ら
れ
、
錺
磨
郡
に
あ
る
「
因
達
の
里
」
と
い
う
土
地
の
名
が
イ
タ
テ
神
に

ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右
、
因
達
と
称
ふ
は
、
息
長
帯
比
売
命
、
韓
国
を
平
け
む
と
欲
し
て
、
渡
り
ま
し
し
時
、
御
船
前
に
御
し
し
伊
太
代
の
神
、
此
処
に
在

　
　
す
。
故
、
神
の
み
名
に
因
り
て
、
里
の
名
と
為
す
。

　
こ
の
イ
タ
テ
神
が
、
鍛
冶
の
神
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　
山
本
博
氏
は
、
イ
タ
テ
神
の
こ
と
を
「
韓
国
か
ら
渡
来
し
た
製
鉄
・
鍛
刀
の
技
術
神
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
肥
後
国
玉
名
郡
の
江
田

船
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
製
の
直
刀
の
「
作
刀
者
伊
太
臼
書
者
張
安
也
」
と
い
う
銘
文
に
注
目
さ
れ
、
類
似
の
名
を
持
つ
製
鉄
関
係
者
や

神
社
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
注
1
0
）
。
た
だ
し
、
播
磨
国
の
射
楯
兵
主
神
社
に
注
目
さ
れ
た
山
本
氏
は
、
イ
タ
テ
の
神
社
が
出
雲
に
多
く
、

兵
主
神
を
祀
る
神
社
が
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
勢
力
の
中
心
で
あ
る
但
馬
国
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
イ
タ
テ
神
を
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
（
1
ー

オ
ホ
ナ
ム
チ
）
、
兵
主
神
を
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ

の
国
占
め
の
争
い
の
記
述
が
幾
つ
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
米
作
地
と
砂
鉄
の
産
地
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
真
弓
常
忠
氏
は
、
出
雲
の
イ
タ
テ
神
が
全
て
「
韓
国
」
と
い
2
釜
馴
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
を
出
雲
土
着
の

オ
ホ
ナ
ム
チ
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
注
1
1
）
。
真
弓
氏
は
、
紀
伊
国
で
は
二
社
あ
る
イ
タ
テ
の
神
社
（
伊

太
郡
田
日
神
社
、
伊
達
神
社
）
が
、
い
ず
れ
も
名
神
大
社
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
紀
氏
が
韓
鍛
冶
を
招
来
し
、
そ
う
し
て
渡
来
し
て
来
た

韓
鍛
冶
の
奉
祀
し
た
神
が
イ
タ
テ
神
（
五
十
猛
命
）
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
神
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
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れ
る
三
世
紀
代
の
製
鉄
文
化
の
渡
来
に
次
い
で
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
代
に
渡
来
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
［
方
、
兵
主
神
社
で
は

オ
ホ
ナ
ム
チ
が
祭
神
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
さ
れ
、
兵
主
神
は
も

と
は
蛋
尤
と
い
う
中
国
の
武
神
で
あ
り
、
百
済
を
経
田
し
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
、
早
い
時
期
に
倭
鍛
冶
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
融
合
し

た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
大
穴
牟
遅
）
の
穴
と
は
「
鉄
穴
」
を
意
味
し
、
こ
の
神
は
も
と
も
と
砂
鉄

精
錬
に
よ
る
産
鉄
の
神
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
更
に
、
真
弓
氏
は
美
作
国
の
中
山
神
社
を
介
し
て
物
部
氏
と
鉄
生
産
と
の
関
わ
り
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
真
弓
氏
に
よ
れ
ば
、
中
山
神
社

は
こ
の
地
方
の
製
鉄
関
係
者
の
信
仰
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
神
社
に
は
、
「
肩
野
物
部
乙
麿
一
と
い
う
者
が
も
と
も
と
オ
ホ
ナ
ム
チ
を

奉
じ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
中
山
神
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
と
い
う
縁
起
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』
天
孫
本
紀
に
は
、
物
部
尾

輿
の
子
物
部
大
市
御
狩
御
連
の
弟
に
物
部
臣
竹
連
と
い
・
2
伯
が
見
え
、
「
肩
野
連
。
宇
遅
部
連
等
祖
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物

が
肩
野
物
部
乙
麿
に
該
当
す
る
と
い
・
％
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
美
作
で
は
は
じ
め
物
部
氏
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
奉
じ
、
そ
の
地
の
製
鉄
集
団

を
支
配
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
新
し
い
外
来
の
鉄
文
化
が
渡
来
し
た

こ
と
に
よ
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
対
立
し
た
経
緯
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
お
り
、
国
占
め
の
争
い
は
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
（
1
ー
倭
鍛
冶
）
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
（
ー
1
韓
鍛
冶
）
の
新
旧
文
化
の
軋
礫
、
抗
争
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
両
氏
は
と
も
に
イ
タ
テ
神
を
鍛
冶
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
国
占
め
の
争
い
に
つ
い
て
も
そ

の
北
旦
凧
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
山
本
氏
の
イ
タ
テ
“
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
、
兵
主
1
ー
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
す
る
分
類
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
真
弓
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
出
雲
の
イ
タ
テ
神
社
が
い
ず
れ
も
「
韓
国
」
と
い
・
2
伯
を
持
つ
な
ど
、

朝
鮮
半
島
と
の
関
係
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
イ
タ
テ
神
を
山
本
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
直
ち
に
結
び
つ
け
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
更
に
、
両
氏
は
と
も
に
、
日
本
に
お
い
て
製
鉄
が
行
わ
れ
た
時
期
を
大
変
早
い
段
階
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
真
弓
氏
は
原
始
的
な
露
天
た

た
ら
で
の
鉄
の
精
錬
が
弥
生
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
や
が
て
砂
鉄
精
錬
の
技
法
を
習
得
し
て
古
墳
時
代
に
入
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
砂
鉄
精
錬
の
時
期
は
現
在
の
所
六
世
紀
後
半
ま
で
し
か
遡
り
得
な
い
。
仮
に
も
う
少
し
早
い
時
期
に
国

内
で
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
真
弓
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
象
徴
す
る
韓
鍛
冶
が
三
世
紀
代
に
渡
来
し
た
と

す
る
な
ら
ば
、
砂
鉄
精
錬
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
・
％
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
の
は
困
難
な
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
ま
た
、
中
山
神
社
は
七
〇
七
年
創
建
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
物
部
肩
腎
乙
丸
が
物
部
尾
輿
の
子
と
も

推
測
さ
れ
る
な
ら
ば
、
中
山
神
社
と
物
部
氏
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
後
世
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
倭
鍛
冶
と
は
時
代
が
か
な
り

隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
田
や
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
私
は
や
は
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
倭
鍛
冶
・
韓
鍛
冶
は
時
を
前
後
し
て
渡
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
砂
鉄
精
錬
の
技

法
は
韓
鍛
冶
と
し
て
流
入
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
・
先
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
や
イ
タ
テ
は
朝
鮮
半

島
か
ら
渡
来
し
た
技
箭
集
団
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
韓
鍛
冶
で
あ
る
と
一
概
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
先
に
挙
げ
た

よ
う
に
、
五
世
紀
に
新
羅
系
の
馬
具
が
作
ら
れ
た
こ
と
や
、
鉄
素
材
と
も
な
っ
た
鉄
鑓
が
新
羅
に
あ
た
る
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
韓
鍛
冶
以
前
の
倭
鍛
冶
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
応
神
天
皇
三
十
一
年
に
新
羅
の
調
使
が
泊
ま
っ
た
宿
か
ら
火
が
出
て
武
庫
水
門
に
集
ま
っ
て
い
た
多
く

の
船
が
焼
け
て
し
ま
っ
た
時
、
新
羅
の
王
が
驚
い
て
工
匠
を
送
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
猪
名
部
の
始
祖
で
あ
る
と
い
う
。
雄
略
天
皇
十
三
年

に
は
「
木
工
章
那
部
眞
根
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
イ
ナ
ベ
」
は
木
工
・
造
船
に
長
け
た
技
術
者
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
イ
ナ
ベ
」
と
い
う
名
前
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
天
神
本
紀
に
も
見
え
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
従
っ
て
降
臨
し
た
者
の
中

に
「
為
奈
部
等
祖
天
津
赤
占
」
と
い
・
2
％
が
見
え
る
。
ま
た
同
じ
く
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
従
っ
て
降
臨
し
た
船
長
及
び
梶
取
の
中
に
、
「
船
子
倭
鍛

師
等
祖
天
津
懸
等
と
と
も
に
「
為
奈
部
等
祖
天
都
赤
星
」
と
い
・
2
佑
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
物
部
氏
が
携
ρ
っ
て
い
た
倭
鍛

冶
と
新
羅
の
技
術
と
が
結
び
つ
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
五
十
猛
命
は
「
イ
タ
テ
」
の
神
と
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
タ
テ
神
の
性
格
に
つ
い
て
考
況
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、

イ
タ
テ
神
が
鍛
冶
神
で
あ
り
、
と
り
わ
け
倭
鍛
冶
を
象
徴
す
る
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
五
十
猛
命
も
や
は
り
、
倭
鍛
冶
に
関
わ
り
が
深
い
神
で

あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
第
四
の
一
書
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
五
十
猛
命
は
は
じ
め
新
羅
に
赴
き
、
次
い
で
埴
土
で
船
を
作
り
日
本

へ
渡
っ
た
。
そ
し
て
出
雲
国
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
、
五
十
猛
命
は
木
種
を
筑
紫
か
ら
は
じ
め
て
国
中
に
播
き
、
す
べ
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て
青
山
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
第
五
の
［
書
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
韓
郷
の
嶋
に
は
、
是
金
銀
有
り
。
若
使
吾
が
児
の
所
御
す
国
に
、

浮
宝
有
ら
ず
は
、
未
だ
佳
か
ら
じ
」
と
言
っ
て
自
ら
の
身
体
の
毛
を
抜
き
、
船
や
宮
殿
な
ど
を
造
る
の
に
適
し
た
木
々
を
生
み
出
し
た
。
そ

し
て
、
子
の
五
十
猛
命
や
大
屋
津
姫
、
楓
津
姫
が
よ
く
木
種
を
播
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
異
伝
は
造
船
に
必
要
な
木
材
の
こ
と
を
述
べ

て
お
り
、
ま
た
朝
鮮
半
島
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
五
十
猛
命
が
鍛
冶
神
の
性
格
を
持
ち
、
殊
に
倭
鍛
冶
に
関
わ

り
が
深
い
神
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
五
十
猛
命
が
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
と
と
も
に
造

船
や
木
材
の
生
成
に
関
わ
り
、
と
り
わ
け
新
羅
に
赴
い
て
い
る
こ
と
は
、
物
部
氏
が
新
羅
と
結
び
付
き
を
持
つ
倭
鍛
冶
に
携
η
り
、
「
イ
ナ
ベ
」

の
よ
う
な
渡
来
の
造
船
及
び
木
工
技
術
者
と
も
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
み
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
1
2
）
。

　
五
十
猛
命
は
ま
た
、
紀
伊
国
の
大
神
で
あ
る
が
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
紀
伊
の
地
は
渡
来
の
鍛
冶
文
化
を
受
け
入
れ
る
窓
口
と
な
っ
た
と

も
思
わ
れ
、
倭
鍛
冶
と
も
関
わ
り
が
深
い
土
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
五
十
猛
命
の
話
が
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話

に
並
び
載
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
神
話
が
と
も
に
、
倭
鍛
冶
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
中
で
成
立
し
た
か
ら
で
あ
り
、
倭
鍛
冶
が
特

に
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
古
墳
時
代
中
期
の
様
相
を
良
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注本
論
に
お
け
る
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
『
日
本
書
紀
』
、
岩
波
日
本
質
典
文
学
大
系
新
装
版
『
風
土
記
』
、
新
訂
増
補
国

史
大
系
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
拠
る
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
－
）
　
拙
稿
1
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
形
成
」
『
学
習
院
天
学
上
代
文
学
研
究
第
二
十
六
号
』
二
〇
〇
一
年
三
月
、
拙
稿
H
「
剣

　
　
　
　
に
よ
る
国
土
平
定
の
伝
承
と
物
部
氏
」
『
古
代
中
世
文
学
論
考
　
第
十
二
集
』
新
典
社
二
〇
〇
四
年
五
月

AAAA5432
））））

寺
村
光
晴
氏
『
古
代
玉
作
形
成
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
「
九
八
〇
年
十
二
月
一
九
一
頁
～
二
七
二
頁
、
三
六
五
頁
～
四
二
五
頁

門
脇
禎
二
氏
宴
口
備
の
古
代
史
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
一
九
九
二
年
八
月
七
四
頁
～
一
〇
五
頁

上
田
正
昭
氏
『
日
本
古
代
国
家
論
究
』
塙
書
房
一
九
六
八
年
十
「
月
二
＝
二
頁
～
二
一
六
頁

西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
新
書
「
九
六
七
年
九
月
七
四
頁
～
七
五
頁
、
大
林
太
良
氏
『
日
本
神
話
の
起
源
』
角
川
書

店
【
九
六
一
年
七
月
…
六
四
頁
～
「
九
五
頁
、
松
前
健
氏
『
日
本
神
話
の
形
成
』
塙
書
房
一
九
七
〇
年
五
月
一
八
「
頁
～
一
九
九

頁



叩

（
6
）

（（87
））

（
9
）

池
淵
俊
一
氏
「
方
墳
の
世
界
」
島
根
県
教
育
委
員
会
・
朝
目
新
聞
社
編
集
『
古
代
出
雲
文
化
展
ー
神
々
の
国
悠
久
の
遺
産
i
』

一
九
九
七
年
四
月
九
二
頁
～
九
三
頁

花
田
勝
広
氏
『
古
代
の
鉄
生
産
と
渡
来
人
－
倭
政
権
の
形
成
と
生
産
組
織
」
』
雄
山
閣
二
〇
〇
二
年
九
月
五
二
頁
～
六
一
頁

平
野
邦
雄
氏
『
天
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
［
九
六
九
年
五
月
一
六
二
頁
～
一
七
四
頁
（
倭
鍛
冶
・
睡
鍛
冶
に
つ

い
て
は
村
山
前
傾
稿
（
1
）
H
三
三
頁
～
三
九
頁
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
。
）

紀
氏
が
韓
鍛
冶
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
岸
俊
男
氏
や
黛
弘
道
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
（
岸
氏
『
日
本
古
代
政

治
史
研
究
』
塙
書
房
一
九
六
六
年
五
月
＝
二
一
頁
～
＝
二
二
頁
、
黛
氏
「
古
代
の
航
海
－
天
孫
本
紀
の
「
考
察
注
『
東
ア
ジ
ア

の
古
代
文
化
』
五
〇
大
和
書
房
一
九
八
一
年
）
村
山
前
傾
稿
（
1
）
1
に
記
載

（
1
0
）
山
本
博
氏
『
古
代
の
製
鉄
』
学
生
社
一
九
七
五
年
九
月
一
〇
〇
頁
～
一
＝
元
頁

（
1
1
）
真
弓
常
忠
氏
『
旦
承
古
代
祭
祀
と
鉄
』
学
生
杜
｝
九
八
一
年
十
二
月
【
四
七
頁
～
｝
六
九
頁
、
一
七
五
頁
～
｝
八
一
頁
、
『
古
代
の

　
　
鉄
と
神
々
』
学
生
社
一
九
九
七
年
十
月
二
一
二
頁
～
四
五
頁
、
一
〇
九
頁
～
一
三
六
頁

（
1
2
＞
黛
弘
道
氏
は
、
黛
氏
前
傾
稿
（
9
）
に
お
い
て
、
造
船
と
鍛
冶
屋
は
無
縁
で
は
な
く
、
船
舶
の
建
造
や
航
行
中
の
修
理
の
た
め
に

　
　
鍛
冶
屋
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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