
「
こ
の
本
は
、
古
事
記
の
ほ
ぼ
完
璧
な
口
語
訳
で
あ
り
な
が
ら
、
古
事
 
 

記
と
い
う
作
品
を
突
き
抜
け
よ
う
と
い
う
意
志
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
 
 

ま
す
」
（
七
頁
）
と
い
う
前
置
善
で
始
ま
る
こ
の
書
は
、
一
人
の
「
古
老
」
 
 

が
口
伝
え
の
神
話
伝
承
を
語
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
。
そ
の
古
老
 
 

は
「
お
そ
ら
く
七
世
紀
の
中
頃
に
ヤ
マ
ト
の
王
権
の
近
く
に
い
た
人
物
」
 
 

（
九
頁
）
で
、
か
つ
「
ヤ
マ
ト
の
王
権
を
支
え
る
神
話
や
歴
史
を
語
り
継
 
 

ぐ
語
り
部
の
末
裔
」
（
同
右
）
で
あ
る
と
い
う
設
定
が
、
古
事
記
と
い
う
 
 

テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
三
浦
氏
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
三
浦
氏
は
 
 

古
老
の
口
を
通
じ
て
「
古
事
記
と
い
う
固
有
の
作
品
が
出
現
す
る
の
に
 
 

先
立
っ
て
、
「
ふ
る
こ
と
（
古
事
）
」
を
支
え
て
い
た
人
び
と
が
語
ろ
う
 
 

三
浦
佑
之
氏
『
口
語
訳
 
古
事
記
 
完
全
版
』
（
文
垂
春
秋
 
二
〇
〇
 
 

）
 

二
年
六
月
）
四
九
四
。
 
 

「
語
り
」
論
覚
書
 
 

－
 
三
浦
佑
之
氏
『
口
語
訳
 
古
事
記
』
書
評
 
 と

い
う
価
値
判
断
を
下
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
う
け
ひ
」
の
 
 
 

福
 
田
 
武
 
史
 
 
 

と
し
た
世
界
」
（
八
東
）
を
描
出
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

よ
っ
て
、
古
事
記
原
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
「
ほ
ぼ
完
璧
」
 
に
 
 

訳
出
さ
れ
る
一
方
、
そ
こ
に
大
量
の
古
老
の
「
独
白
」
が
織
り
交
ぜ
ら
 
 

れ
て
お
㌍
例
え
ば
、
景
行
天
皇
の
皇
子
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
イ
ヅ
モ
ク
 
 

ケ
ル
を
討
ち
取
っ
た
箇
所
で
は
、
 
 

な
ん
と
も
ひ
ど
い
殺
り
口
よ
の
う
。
友
の
契
り
を
結
ん
で
お
き
な
 
 

が
ら
、
心
を
許
し
た
友
を
だ
ま
し
討
ち
に
す
る
と
い
う
の
じ
ゃ
か
 
 

ら
…
…
。
お
ま
け
に
嘲
り
の
歌
ま
で
歌
う
と
は
の
う
。
ヤ
マ
ト
タ
 
 

ケ
ル
ほ
頭
が
切
れ
る
で
の
う
、
こ
う
し
た
振
る
舞
い
を
思
い
つ
く
 
 

の
じ
ゃ
が
、
こ
う
な
る
と
、
か
し
こ
い
方
と
い
う
よ
り
は
、
ず
る
 
 

い
方
じ
ゃ
と
言
わ
れ
て
も
返
す
言
葉
は
な
い
よ
の
う
。
（
一
九
八
 
 

頁
）
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そ
れ
に
し
て
も
の
う
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
心
は
い
か
ば
か
り
じ
ゃ
っ
た
 
 

ろ
う
の
。
（
中
略
）
そ
も
そ
も
、
ウ
ケ
ヒ
生
み
の
前
に
、
な
ん
の
取
 
 

り
決
め
も
な
さ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
じ
ゃ
ろ
う
の
う
。
 
 

そ
れ
が
な
い
と
ウ
ケ
ヒ
は
成
り
立
た
ん
の
じ
ゃ
が
…
…
。
い
や
、
ど
 
 

う
に
も
、
こ
の
老
い
ぼ
れ
に
は
わ
か
ら
ん
わ
い
。
神
の
代
の
こ
と
 
 

じ
ゃ
で
の
う
。
（
四
〇
～
一
頁
）
 
 

と
、
伝
承
の
内
容
に
疑
問
を
挟
む
な
ど
、
縦
横
無
尽
と
も
い
え
る
「
語
 
 

り
」
の
世
界
を
あ
ら
し
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
（
天
皇
号
の
成
立
は
七
 
 

世
紀
後
半
と
い
う
認
識
の
も
と
で
）
古
事
記
中
に
登
場
す
る
「
天
皇
」
と
 
 

い
う
語
を
す
べ
て
「
大
君
」
に
直
す
と
い
う
徹
底
さ
も
含
ま
れ
、
中
巻
 
 

の
冒
頭
に
あ
る
は
ず
の
神
武
天
皇
段
を
、
上
巻
の
最
後
、
「
神
の
代
の
語
 
 

り
ご
と
」
（
一
四
一
夏
）
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
テ
キ
ス
ト
そ
の
 
 

も
の
の
再
構
成
も
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
「
独
白
」
部
分
と
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
付
さ
れ
 
 

た
脚
注
と
が
相
互
に
補
完
す
る
か
た
ち
で
古
事
記
の
解
釈
を
示
す
と
い
 
 

う
の
は
極
め
て
画
期
的
な
試
み
で
あ
り
、
一
方
で
そ
れ
は
「
古
事
記
と
 
 

い
う
作
品
を
突
き
抜
け
よ
う
」
（
七
頁
）
と
す
る
た
め
の
戦
略
的
な
手
法
 
 

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
古
事
記
と
い
う
書
物
の
性
格
に
つ
い
て
「
文
字
の
論
理
と
 
 

後
に
子
供
を
産
ん
だ
箇
所
で
は
、
 
 

語
り
の
論
理
と
が
せ
め
ぎ
合
う
た
だ
中
に
置
か
れ
た
作
品
」
（
三
八
三
頁
）
 
 

だ
と
三
浦
氏
は
規
定
し
、
文
字
の
向
こ
う
側
に
な
お
「
語
り
」
と
い
う
 
 

文
字
化
以
前
の
伝
承
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
近
年
、
 
 

神
野
志
隆
光
民
ら
が
穏
極
的
に
推
進
し
て
重
た
作
品
論
的
立
場
に
対
す
 
 

る
挑
戦
で
あ
っ
た
。
三
浦
氏
は
最
近
の
研
究
動
向
を
「
古
事
記
を
閉
じ
 
 

た
世
界
に
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
動
き
」
（
三
九
三
頁
）
と
批
判
 
 

、
Ⅵ
 
 

し
、
古
事
記
の
物
語
は
「
音
声
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
い
た
古
伝
承
 
 

を
そ
の
ま
ま
文
字
化
し
た
も
の
で
は
な
い
」
（
三
七
八
頁
）
と
認
め
つ
つ
、
 
 

古
事
記
の
物
語
が
「
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
し
た
の
か
 
 

と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
」
（
同
右
）
こ
そ
が
必
要
だ
と
説
く
。
神
野
志
 
 

氏
が
「
『
古
事
記
』
の
神
話
・
説
話
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
 
 

に
神
話
・
説
話
を
論
じ
て
し
ま
う
の
は
、
次
元
の
違
う
と
こ
ろ
へ
議
論
 
 

を
模
す
ペ
り
さ
せ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ひ
ら
か
れ
た
『
古
 
 

事
記
』
諭
の
よ
う
で
い
て
虚
構
の
諭
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
と
 
 

言
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

も
と
よ
り
、
双
方
の
立
場
は
噛
み
合
わ
な
い
。
可
能
な
も
の
が
あ
る
 
 

と
す
れ
ば
、
「
語
り
」
を
背
景
に
持
つ
と
認
定
さ
れ
る
文
字
テ
キ
ス
ト
か
 
 

ら
実
際
に
「
語
り
」
 
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
実
践
か
 
 

ら
導
か
れ
た
結
論
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 

二
 
 

そ
こ
で
一
旦
、
古
事
記
を
離
れ
て
「
語
り
」
の
問
題
を
『
遠
野
物
語
』
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と
述
べ
る
。
古
事
記
の
「
語
り
」
に
向
か
う
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
こ
 
 

と
が
窺
わ
れ
る
点
が
興
味
深
く
、
『
遠
野
物
語
』
に
向
か
う
態
度
も
古
事
 
 

記
に
対
す
る
そ
れ
と
類
似
す
る
。
 
 

を
通
じ
て
直
視
し
た
い
。
こ
こ
で
『
遠
野
物
語
』
を
持
ち
出
す
の
は
唐
 
 

突
な
こ
と
で
は
な
い
。
三
浦
氏
は
そ
の
著
作
、
『
村
落
伝
承
論
』
（
五
柳
 
 

書
院
一
九
八
七
年
）
 
の
な
か
で
『
遠
野
物
語
』
を
取
り
上
げ
る
の
だ
 
 

が
、
そ
の
理
由
を
、
 
 

古
代
律
令
国
家
の
側
の
論
理
に
よ
っ
て
文
字
化
さ
れ
た
記
・
紀
・
風
 
 

土
記
の
表
現
の
向
こ
う
側
に
、
古
代
村
落
の
言
語
表
現
は
ど
の
程
 
 

度
見
通
せ
る
の
か
。
文
字
を
通
し
て
、
し
か
も
漢
文
脈
に
翻
訳
さ
 
 

れ
た
文
字
を
通
し
て
、
無
文
字
の
言
語
表
現
は
ど
の
よ
う
に
想
定
 
 

で
垂
る
の
か
。
 
－
 
今
、
古
代
文
学
の
表
現
を
考
え
よ
う
と
し
て
 
 

誰
も
が
ぶ
つ
か
る
こ
う
し
た
疑
問
に
私
な
り
の
解
答
を
読
み
よ
う
 
 

と
し
た
と
巷
、
私
の
前
に
、
研
究
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
 
 

作
品
が
『
遠
野
物
語
』
で
あ
っ
た
。
…
…
と
く
に
こ
こ
で
は
、
村
 
 

落
共
同
体
の
伝
承
と
い
う
問
題
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
重
た
。
そ
れ
 
 

が
、
私
の
立
脚
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
古
代
の
伝
承
の
絵
体
を
究
明
 
 

す
る
た
め
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
た
か
ら
 
 

で
あ
る
。
（
『
村
落
伝
承
論
』
二
九
一
～
二
頁
）
 
 
 

佐
々
木
書
善
の
口
述
（
語
り
）
と
柳
田
国
男
の
筆
記
（
文
字
化
）
と
 
 

い
う
明
白
で
確
実
な
来
歴
を
持
つ
『
遠
野
物
語
』
は
、
「
文
字
」
の
向
こ
 
 

う
に
あ
る
「
語
り
」
を
抽
出
す
る
材
料
と
し
て
確
か
に
絶
好
な
テ
キ
ス
 
 

ト
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
分
析
に
よ
っ
て
、
「
語
り
」
 
 

論
の
有
効
性
あ
る
い
は
限
界
を
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
さ
彫
り
に
す
る
こ
 
 

と
が
で
卓
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
 
 
 

『
遠
野
物
語
』
説
話
番
号
一
〇
〇
番
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
説
話
は
 
 

岩
本
由
輝
氏
『
も
う
一
つ
の
遠
野
物
語
』
（
刀
水
書
房
 
追
補
版
一
九
九
 
 

四
年
）
 
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
野
葉
舟
に
よ
る
ヴ
ア
リ
ア
 
 

ン
ト
が
残
さ
れ
て
お
り
、
比
較
対
照
の
た
め
の
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
 
 

点
で
注
目
さ
れ
 
 

ま
ず
、
『
遠
野
物
語
』
の
当
該
説
話
を
掲
げ
 
 

船
越
の
漁
夫
何
某
、
あ
る
日
仲
間
の
者
と
共
に
書
利
書
里
よ
り
帰
 
 

る
と
て
、
夜
深
く
四
十
八
坂
の
あ
た
り
を
通
り
し
に
、
小
川
の
あ
 
 

る
所
に
て
l
人
の
女
に
逢
ふ
。
見
れ
ば
わ
が
妻
な
り
。
さ
れ
ど
も
 
 

か
か
る
夜
中
に
ひ
と
り
こ
の
辺
に
来
ペ
善
道
理
な
け
れ
ば
、
必
定
 
 
 

明
ら
か
に
、
近
代
人
と
し
て
の
、
知
識
人
と
し
て
の
柳
田
国
男
の
 
 

手
が
加
わ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
し
て
も
、
『
遠
野
物
語
』
 
に
、
 
 

前
近
代
の
村
落
の
伝
承
の
姿
が
み
え
る
と
い
う
の
も
確
か
な
こ
と
 
 

な
の
で
あ
る
。
（
『
村
落
伝
承
論
』
八
一
～
二
頁
）
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続
い
て
、
水
野
葉
舟
「
怪
談
」
所
収
の
、
同
じ
「
語
り
」
を
も
と
に
し
 
 

た
説
撃
 
 

こ
れ
は
狐
の
話
で
あ
る
。
や
は
り
土
淵
村
近
所
の
魚
売
が
（
土
淵
 
 

村
は
陸
中
上
閉
伊
郡
に
あ
り
、
佐
々
木
君
の
郷
里
）
、
海
岸
の
方
に
 
 

魚
を
眉
ひ
出
し
に
行
っ
た
。
夜
更
け
て
か
ら
、
二
人
連
れ
て
峠
を
 
 

越
し
て
帰
っ
て
釆
た
。
峠
を
越
し
て
来
る
頃
に
は
も
う
夜
が
更
け
 
 

て
居
た
。
峠
の
途
中
ま
で
釆
た
と
思
ふ
と
、
彼
方
か
ら
一
人
の
方
 
 

の
家
内
が
歩
い
て
来
る
。
近
く
寄
っ
て
か
ら
見
る
と
、
如
何
も
少
 
 

し
ぽ
け
た
や
う
な
顔
付
を
し
て
居
る
。
こ
の
夜
更
け
に
女
一
人
で
、
 
 
 

化
物
な
ら
ん
と
思
ひ
定
め
、
や
に
は
に
魚
切
り
庖
丁
を
持
ち
て
後
 
 

の
方
よ
り
差
し
通
し
た
れ
ば
、
悲
し
き
声
を
立
て
て
死
し
た
り
。
し
 
 

ば
ら
く
の
間
は
正
体
を
現
は
さ
ざ
れ
ば
さ
す
が
に
心
に
か
か
り
、
後
 
 

の
事
を
連
れ
の
者
に
頼
み
、
お
の
れ
は
馳
せ
て
家
に
帰
り
し
に
、
妻
 
 

は
事
も
な
く
家
に
待
ち
て
あ
り
。
今
恐
ろ
し
卓
夢
を
見
た
り
。
あ
 
 

ま
り
帰
り
の
遅
け
れ
ば
夢
に
途
中
ま
で
見
に
出
で
た
る
に
、
山
路
 
 

に
て
何
と
も
知
れ
ぬ
者
に
脅
か
さ
れ
て
、
命
を
取
ら
る
る
と
思
ひ
 
 

て
目
覚
め
た
り
と
い
ふ
。
さ
て
は
と
合
点
し
て
再
び
以
前
の
場
所
 
 

へ
引
き
返
し
て
見
れ
ば
、
山
に
て
殺
し
た
り
し
女
は
連
れ
の
者
が
 
 

見
て
を
る
う
ち
に
つ
ひ
に
一
匹
の
狐
と
な
り
た
り
と
い
へ
り
。
夢
 
 

の
野
山
を
行
く
に
こ
の
獣
の
身
を
傭
ふ
こ
と
あ
り
と
み
ゆ
。
 
 

こ
の
二
つ
の
話
の
小
異
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
ペ
き
か
。
岩
本
氏
は
、
 
 

『
遠
野
物
語
』
所
収
の
話
が
場
面
を
遠
野
盆
地
外
に
設
定
し
て
い
る
点
、
 
 

ま
た
、
狐
を
襲
っ
た
隙
の
凶
器
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
「
こ
う
 
 

し
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
こ
の
諸
に
つ
い
て
は
、
柳
田
と
水
野
は
佐
々
 
 

木
か
ら
同
時
に
聞
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
展
開
の
 
 

違
い
は
佐
々
木
の
語
っ
た
話
の
内
容
が
そ
の
都
度
変
化
し
た
こ
と
に
起
 
 

因
す
る
と
い
。
 
 
 

口
頭
伝
承
の
語
り
手
が
基
本
的
な
筋
を
守
り
つ
つ
も
、
場
や
状
況
に
 
 
 

こ
ん
な
山
の
中
に
来
る
わ
け
は
無
い
、
こ
れ
は
吃
度
狐
が
魚
を
取
 
 

り
に
釆
た
の
だ
ら
う
と
言
ふ
の
で
、
近
く
寄
っ
て
来
る
の
を
イ
キ
 
 

ナ
リ
棒
で
ナ
グ
リ
倒
し
て
し
ま
つ
た
。
で
、
倒
れ
た
の
を
見
る
と
、
 
 

矢
張
り
も
と
の
通
の
女
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
、
一
人
の
方
は
驚
い
 
 

て
、
兎
も
角
も
大
急
ぎ
で
家
ま
で
帰
っ
て
来
る
か
ら
、
こ
こ
に
待
 
 

っ
て
居
て
く
れ
と
言
っ
て
、
帰
っ
て
来
た
。
帰
っ
て
来
て
戸
口
を
 
 

入
る
と
、
そ
の
男
の
家
内
は
、
ハ
ァ
 
ー
 
…
…
と
、
大
き
な
吐
息
を
 
 

し
て
日
を
覚
ま
し
た
。
そ
し
て
夫
の
顔
を
見
る
と
、
「
あ
～
、
驚
い
 
 

た
。
恐
ろ
し
い
夢
を
見
た
も
の
だ
。
私
は
あ
な
た
の
帰
り
が
遅
い
 
 

か
ら
、
迎
へ
に
行
く
と
、
×
×
峠
で
出
逢
っ
た
ら
ば
、
あ
な
た
達
 
 

は
二
人
で
私
を
打
ち
倒
し
た
…
…
夢
で
よ
か
つ
た
。
」
と
言
っ
た
。
 
 

夫
の
魚
売
り
は
其
で
一
安
心
し
て
、
と
も
か
く
も
と
、
又
引
さ
返
 
 

し
て
来
て
見
る
と
、
死
ん
で
居
た
の
は
狐
で
あ
つ
た
。
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応
じ
て
物
語
を
組
み
立
て
直
し
て
い
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
す
 
 

で
に
W
・
－
・
オ
ン
グ
や
川
田
順
造
民
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
 
 

）
 

あ
。
し
か
し
、
柳
田
や
水
野
は
、
録
音
し
た
語
り
を
書
き
起
こ
す
と
 
 

い
う
現
代
の
口
承
文
芸
学
者
が
用
い
る
手
法
で
佐
々
木
の
語
り
を
記
録
 
 

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
柳
田
が
初
版
序
文
で
「
自
分
も
ま
た
一
字
一
句
 
 

を
も
加
減
せ
ず
感
じ
た
る
ま
ま
を
書
き
た
り
」
と
言
明
す
る
の
も
、
「
話
 
 

の
内
容
は
改
め
て
い
な
い
、
し
か
し
鏡
石
の
語
り
口
に
満
足
で
卓
ぬ
柳
 
 

田
が
自
己
の
責
任
に
お
い
て
文
章
と
し
た
と
い
う
意
味
」
と
桑
原
武
夫
 
 

氏
が
述
べ
る
通
り
で
あ
だ
と
す
れ
ば
、
柳
田
と
水
野
そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

手
に
な
る
物
語
の
比
較
は
、
「
語
り
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に
引
き
取
る
前
に
、
 
 

ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

山
中
で
妻
に
化
け
た
狐
を
夫
が
殺
し
、
そ
の
正
体
が
し
ば
ら
く
の
間
 
 

露
見
し
な
か
っ
た
た
め
に
急
い
で
帰
宅
す
る
と
、
妻
は
夫
に
襲
撃
さ
れ
 
 

る
夢
を
見
て
い
た
、
と
い
う
物
語
の
枠
組
み
は
同
じ
で
あ
り
、
明
ら
か
 
 

に
同
一
の
素
材
よ
り
派
生
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
 
 

の
異
な
る
テ
キ
ス
ト
の
素
材
が
同
源
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
ば
、
そ
 
 

れ
ぞ
れ
の
話
の
 
「
主
題
」
 
の
同
一
性
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
話
 
 

の
構
成
の
差
異
を
「
語
り
」
の
レ
ベ
ル
で
お
さ
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
物
 
 

語
と
し
て
の
全
体
理
解
に
至
ら
な
い
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
 
 
 

当
面
の
問
題
と
し
て
い
る
狐
殺
し
の
話
で
注
目
す
べ
き
は
、
柳
田
は
 
 

「
夢
の
野
山
を
行
く
に
こ
の
獣
の
身
を
傭
ふ
こ
と
あ
り
」
と
、
夢
見
に
よ
 
 

っ
て
妻
の
精
神
が
狐
に
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
に
 
 

対
し
、
水
野
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
「
狐
の
話
」
で
あ
る
こ
と
に
終
始
 
 

し
、
妻
が
夢
で
夫
を
迎
え
に
行
っ
た
こ
と
と
狐
が
妻
に
化
け
て
い
た
こ
 
 

と
と
の
相
互
関
係
は
不
明
瞭
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
つ
の
話
の
筋
の
 
 

異
同
は
、
こ
の
よ
う
な
主
題
の
相
違
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
完
結
し
た
 
 

物
語
と
し
て
具
現
化
し
た
結
果
だ
と
見
る
ペ
さ
で
は
な
い
か
。
 
 
 

柳
田
の
話
で
は
、
妻
が
「
夢
に
途
中
ま
で
見
に
出
で
た
る
」
こ
と
と
、
 
 

「
獣
の
身
を
傭
ふ
」
こ
と
が
同
時
進
行
的
（
リ
ア
ル
タ
イ
ム
）
で
あ
っ
た
 
 

と
示
さ
れ
、
妻
が
「
命
を
取
ら
る
る
と
思
ひ
て
」
覚
醒
し
た
こ
と
や
、
夫
 
 

が
帰
宅
し
て
い
た
時
に
は
既
に
起
卓
上
が
っ
て
待
っ
て
い
た
と
い
う
記
 
 

述
と
矛
盾
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
水
野
の
話
に
よ
れ
ば
妻
は
夢
の
な
か
 
 

で
「
二
人
で
私
を
打
ち
倒
し
た
」
 
こ
と
を
体
験
し
、
し
か
も
夫
の
帰
宅
 
 

直
後
ま
で
そ
れ
を
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
夢
見
と
狐
の
身
に
起
こ
っ
た
 
 

出
来
事
は
同
時
進
行
的
で
は
な
く
、
妻
の
精
神
が
狐
の
体
を
借
り
て
動
 
 

き
回
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
（
妻
の
意
識
と
 
 

は
無
関
係
に
）
妻
に
化
け
て
い
た
狐
が
夫
に
殺
害
さ
れ
た
後
、
そ
の
経
 
 

緯
を
妻
が
正
夢
と
し
て
追
体
験
し
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
 
 

二
つ
の
話
は
類
似
し
な
が
ら
も
、
そ
の
全
体
の
ま
と
ま
り
に
お
い
 
 

て
異
質
の
物
語
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

妻
が
狐
の
身
に
宿
っ
て
峠
を
歩
き
回
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
本
来
の
 
 

「
語
り
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
柳
田
の
「
文
字
化
」
に
よ
る
文
飾
 
 

な
の
か
、
あ
る
い
は
佐
々
木
が
異
な
る
主
題
の
「
語
り
」
を
そ
れ
ぞ
れ
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提
示
し
た
の
か
、
判
断
す
る
術
は
な
い
。
文
字
化
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
 

り
除
き
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
「
語
り
」
を
再
構
築
す
る
と
い
う
方
法
論
は
、
 
 

結
局
、
現
実
に
は
遡
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
語
り
」
と
い
う
虚
像
 
 

を
生
み
出
す
危
険
性
を
持
つ
．
。
 
 
 

『
口
語
訳
 
古
事
記
』
の
抱
え
る
本
質
的
な
問
題
点
も
、
こ
こ
に
あ
る
。
 
 

三
 
 

そ
の
よ
う
な
虚
像
の
創
出
は
神
話
の
再
生
産
（
新
た
な
神
話
の
創
造
）
 
 

に
繋
が
る
だ
け
で
あ
る
。
具
体
例
に
即
し
て
そ
の
点
を
確
認
し
、
ま
と
 
 

め
と
し
た
い
。
 
 
 

文
章
の
向
こ
う
側
に
本
来
的
に
あ
る
と
す
る
「
語
り
」
を
念
頭
に
置
 
 

き
な
が
ら
古
事
記
の
新
し
い
解
釈
を
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
 
 

ら
ば
、
古
事
記
と
同
様
に
漢
字
で
善
か
れ
た
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
 
 

る
日
本
書
紀
に
つ
い
て
三
浦
氏
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
な
の
か
、
是
非
 
 

と
も
よ
り
躇
み
込
ん
で
言
及
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
解
説
 
 

中
に
、
「
出
雲
神
話
」
 
の
取
り
扱
い
を
巡
っ
て
、
「
語
り
の
論
理
に
生
き
 
 

る
古
事
記
」
と
「
文
字
の
論
理
を
内
在
化
さ
せ
た
日
本
書
紀
」
（
三
八
一
 
 

頁
）
と
い
う
対
比
で
そ
の
違
い
を
述
べ
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
。
で
は
、
 
 

日
本
書
紀
は
古
事
記
よ
り
も
伝
承
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
の
か
、
古
事
記
 
 

と
同
様
に
あ
る
操
作
を
行
え
ば
そ
れ
を
抽
出
で
き
る
の
か
、
日
本
書
紀
 
 

の
背
後
に
は
古
事
記
と
同
一
の
語
り
の
ト
ポ
ス
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
 
 

も
何
種
類
も
の
別
の
口
承
の
伝
説
が
入
り
組
ん
で
い
る
の
か
。
「
古
事
記
 
 

こ
の
「
許
々
衰
々
呂
々
適
」
 
へ
の
注
に
、
「
古
事
記
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
 
 

た
語
句
や
音
声
的
な
部
分
を
音
仮
名
で
表
記
す
る
場
合
が
多
い
。
文
字
 
 

化
以
前
の
語
り
の
姿
を
強
く
残
し
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
」
（
十
八
頁
）
 
 

と
い
う
の
だ
が
、
研
究
史
的
に
は
日
本
書
紀
と
伝
承
と
の
関
わ
り
に
お
 
 

い
て
問
題
と
な
っ
て
卓
た
箇
所
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
 
 

か
ら
離
れ
て
ど
こ
ま
で
普
遍
化
で
き
る
の
か
」
（
三
九
四
頁
）
と
い
う
読
 
 

み
の
立
場
は
、
三
浦
氏
に
と
っ
て
日
本
書
紀
の
新
た
な
読
み
へ
の
扉
を
 
 

も
開
く
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
道
筋
は
示
さ
れ
て
い
 
 

な
い
。
 
 
 

古
事
記
の
上
巻
、
 
 

於
是
、
天
神
諸
命
以
、
詔
伊
那
那
岐
命
・
伊
那
那
美
命
l
一
柱
神
、
修
 
 
 

理
固
成
是
多
陀
用
弊
流
之
国
、
腸
天
沼
矛
而
、
言
依
賜
也
。
故
、
二
 
 
 

柱
神
、
立
天
浮
橋
而
、
指
下
其
沼
矛
以
画
者
、
塩
許
々
衰
々
呂
々
 
 

邁
画
鳴
而
、
引
上
時
、
自
其
矛
末
重
商
塩
之
、
累
積
成
島
。
是
、
於
 
 
 

能
碁
呂
島
顎
 
 

私
記
日
。
聞
。
画
字
訓
読
長
短
之
説
如
何
。
 
答
。
師
説
ア
ヲ
ウ
 
 

ナ
ハ
ラ
ヲ
シ
ホ
コ
ヲ
ロ
コ
ヲ
ロ
ニ
カ
ヒ
ナ
シ
テ
。
是
古
事
記
之
説
 
 

也
。
但
旧
説
、
只
画
読
カ
キ
ナ
ス
。
而
昔
承
和
之
講
、
滋
相
公
相
 
 

定
云
、
既
有
鳴
声
。
当
標
其
響
。
故
依
古
事
記
之
意
、
加
此
長
詞
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「
画
」
を
字
に
即
し
て
単
に
「
カ
キ
ナ
ス
」
と
訓
む
の
で
は
な
く
、
「
古
 
 

事
記
之
意
」
 
に
依
拠
し
て
「
ア
ヲ
ウ
ナ
ハ
ラ
ヲ
シ
ホ
コ
ヲ
ロ
コ
ヲ
ロ
ニ
 
 

カ
ヒ
ナ
シ
テ
」
と
、
本
文
に
書
い
て
い
な
い
も
の
を
持
ち
出
し
て
よ
ん
 
 

で
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
講
書
の
営
み
は
、
日
本
書
紀
の
一
部
分
は
古
 
 

事
記
を
翻
案
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
古
事
記
の
表
現
は
文
字
化
 
 

以
前
の
口
承
の
古
伝
・
古
語
を
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
二
つ
の
認
識
に
 
 

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
実
に
、
平
安
期
の
日
本
書
紀
講
書
に
お
け
 
 

る
認
識
と
、
文
字
の
向
こ
う
側
に
「
語
り
」
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
 
 

三
浦
氏
の
方
法
論
は
、
そ
の
発
想
の
枠
組
み
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
「
シ
ホ
コ
ヲ
ロ
コ
ヲ
ロ
ニ
」
を
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
共
通
 
 

『
釈
日
本
紀
』
が
引
用
す
る
日
本
書
紀
講
書
の
議
論
で
あ
る
が
、
対
象
と
 
 

な
っ
て
い
る
の
は
前
掲
し
た
古
事
記
の
記
事
と
類
語
の
関
係
に
あ
る
日
 
 

本
書
紀
神
代
上
・
第
四
段
一
書
（
第
こ
 
の
一
文
で
あ
る
。
 
 

一
書
日
、
天
神
謂
伊
英
諾
尊
。
伊
英
再
尊
日
、
有
豊
葦
原
千
五
官
 
 

秋
瑞
穂
之
地
。
宜
汝
往
傭
之
、
廼
腸
天
壌
曳
。
於
是
二
神
立
於
天
 
 

上
浮
橋
、
投
曳
求
地
。
因
画
治
海
而
引
挙
之
、
即
曳
鋒
垂
落
之
潮
、
 
 

結
而
為
嶋
。
名
H
搬
敏
感
嶋
顎
 
 

耳
顎
 
 

の
「
文
字
化
以
前
の
語
り
の
姿
を
強
く
残
し
て
い
る
」
（
前
掲
）
こ
と
ば
 
 

と
し
て
認
定
す
る
こ
と
ば
で
重
な
い
。
そ
も
そ
も
、
古
事
記
と
日
本
書
 
 

）
 

紀
毒
の
国
土
生
成
神
話
は
物
語
と
し
て
対
応
関
係
に
は
な
。
日
本
 
 

書
紀
一
書
で
二
柱
が
か
巷
回
し
て
い
る
の
は
海
水
（
「
治
海
」
）
 
で
あ
っ
 
 

て
、
古
事
記
に
お
い
て
か
き
回
し
て
い
る
の
は
、
冒
頭
で
「
国
稚
如
浮
 
 

脂
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
」
と
見
え
る
、
「
天
」
（
高
天
原
）
 
 

に
対
し
て
未
完
成
の
状
態
に
あ
っ
た
「
多
陀
用
弊
流
之
国
」
な
の
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
を
「
塩
許
々
衰
々
呂
々
」
と
い
う
海
水
の
イ
メ
ー
ジ
（
比
喩
）
 
 

に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
対
応
し
な
い
も
の
を
、
 
 

あ
た
か
も
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
「
文
字
の
論
理
」
を
無
化
し
て
 
 

整
合
さ
せ
る
の
は
正
当
な
方
法
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
浦
氏
は
日
 
 

本
書
紀
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
講
書
と
「
発
想
の
枠
組
 
 

み
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
不
本
意
で
あ
る
か
も
 
 

し
れ
な
い
。
お
考
え
を
う
か
が
い
た
い
所
以
で
あ
る
。
 
 
 

文
字
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
日
本
書
紀
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
和
語
を
あ
 
 

て
な
が
ら
、
時
に
は
古
事
記
な
ど
外
部
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
援
用
し
 
 

つ
つ
訓
む
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
ず
文
章
が
あ
っ
て
訓
み
は
 
 

そ
の
結
果
で
し
か
な
い
。
そ
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
、
訓
読
を
通
じ
て
 
 

与
え
ら
れ
た
和
語
こ
そ
が
文
字
化
に
先
立
つ
表
現
で
あ
っ
て
、
本
来
的
 
 

な
伝
承
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
定
位
す
る
の
が
日
本
書
紀
講
書
の
目
指
 
 

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
古
事
記
の
文
を
訓
ん
だ
結
果
を
「
語
 
 

り
」
 
へ
と
還
流
さ
せ
る
方
法
も
本
質
的
に
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
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注
 
 

（
1
）
三
浦
氏
が
主
宰
す
る
「
口
語
訳
古
事
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
に
お
い
て
、
内
 
 

容
案
内
・
誤
植
の
訂
正
・
関
連
情
報
・
書
評
の
紹
介
な
ど
が
随
時
更
新
さ
 
 

れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ど
学
事
O
m
e
p
a
恥
e
N
．
已
ぞ
．
8
旦
w
a
y
w
a
y
、
 
 

（
2
）
訳
文
の
間
に
作
者
の
語
り
口
が
混
在
す
る
作
品
と
し
て
早
い
も
の
は
石
川
 
 

淳
『
新
釈
古
事
記
』
 
（
角
川
書
店
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。
 
 

（
3
）
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
 
天
皇
の
世
界
の
物
語
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
 
 
 

一
九
九
五
年
）
五
頁
。
 
 

（
4
）
岩
本
由
輝
『
も
う
一
つ
の
遠
野
物
語
』
六
三
～
六
頁
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
 
 

て
い
る
水
野
葉
舟
「
狐
に
魅
さ
れ
し
話
の
数
々
」
は
割
愛
す
る
。
 
 

（
5
）
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
 
付
・
遠
野
物
語
拾
遺
』
（
角
川
文
庫
 
改
版
一
 
 

九
九
五
年
）
五
七
頁
。
 
 

（
6
）
水
野
葉
舟
「
怪
談
」
（
『
趣
味
』
四
こ
ハ
一
九
〇
九
年
六
月
）
二
～
三
頁
。
 
 

原
文
の
傍
点
や
段
落
は
無
視
し
た
。
 
 

（
7
）
『
も
う
一
つ
の
遠
野
物
語
』
六
六
頁
。
 
 

（
8
）
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
1
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
 
（
藤
原
書
店
 
 
 

一
九
九
一
年
）
 
川
田
順
造
『
無
文
字
社
会
の
歴
史
』
 
（
岩
波
現
代
文
庸
 
 

二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。
 
 

（
9
）
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
 
山
の
人
生
』
（
岩
波
文
庫
一
九
七
六
年
）
三
 
 

二
六
頁
（
桑
原
武
夫
氏
に
よ
る
解
説
）
。
「
鏡
石
」
と
は
佐
々
木
書
善
の
こ
 
 

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

と
。
 
 

（
1
0
）
唐
・
自
行
簡
『
三
夢
記
』
（
『
説
部
』
巻
四
）
の
、
「
人
之
夢
異
於
常
者
有
 
 
 

之
。
或
彼
夢
有
所
往
而
此
遇
之
者
、
或
此
有
所
為
而
彼
夢
之
者
（
以
下
略
）
」
 
 

と
い
う
分
類
が
示
唆
的
で
あ
る
。
柳
田
の
話
が
「
彼
夢
有
所
往
而
此
遇
之
 
 

者
」
（
第
三
者
が
夢
に
ど
こ
か
へ
赴
き
、
当
方
が
そ
れ
に
出
逢
う
場
合
）
で
 
 

あ
り
、
水
野
の
話
が
「
此
有
所
為
而
彼
夢
之
者
」
（
当
方
の
行
動
を
第
三
 
 

者
が
夢
に
見
る
場
合
）
 
に
対
応
す
る
。
 
 

（
‖
）
『
口
語
訳
 
古
事
記
』
は
原
文
を
掲
出
し
な
い
。
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
 
 

紀
校
注
『
古
事
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
 
小
学
館
一
九
九
七
 
 

年
）
 
三
〇
貢
。
 
 

（
1
2
）
釈
日
本
紀
の
引
用
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
。
二
二
四
頁
。
 
 

（
1
3
）
坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
 
上
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
 
岩
波
 
 
 

書
店
一
九
六
七
年
）
八
三
頁
。
 
 

（
1
4
）
拙
論
「
『
倭
訓
』
の
物
語
と
し
て
の
日
本
書
紀
」
（
『
国
文
学
』
四
四
・
十
 
 
 

一
一
九
九
九
年
九
月
）
 
 

（
1
5
）
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
『
古
事
記
注
解
 
二
』
（
笠
間
書
院
一
九
九
 
 

三
年
）
七
二
～
四
頁
。
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