
弟
の
王
権ひ

こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と
え
ま
き

『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』

制
作
背
景
論
お
ぼ
え
が
き
|
|

一
.
は
じ
め
に

ー
ー
後
白
河
院
の
絵
巻
と
し
て
の
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』

兄
の
釣
り
針
を
借
り
て
海
に
行
っ
た
弟
が
、
そ
の
針
を
無
く
し
て
兄

に
責
め
ら
れ
、
針
を
探
し
て
龍
王
の
宮
へ
と
向
か
う
|
|
こ
の
い
わ
ゆ

る
「
海
幸
山
幸
」
の
物
語
は
、
青
木
繁
の
絵
画
『
わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ

の
宮
』
な
と
で
も
知
ら
れ
、
か
な
り
有
名
な
日
本
神
話
の
一
つ
と
言
え

よ
う
。
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
は
、
こ
の
神
話
を
絵
巻
化
し
た
作
品
で

あ
り
、
そ
の
制
作
年
代
を
十
二
世
紀
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
、
現

存
す
る
絵
巻
物
で
は
、
比
較
的
初
期
の
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
絵
巻
の
原
本
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
現
存
す
る
の
は

江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
模
本
の
み
で
あ
る
た
め
、
『
伴
大
納
言
絵
調
』

や
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
と
い
っ
た
他
の
十
二
世
紀
の
絵
巻
と
較
べ
、
研

究
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
源
豊
宗
氏
が
『
彦
火
々
出
見

尊
絵
巻
』
原
本
の
制
作
年
代
を
後
白
河
法
皇
の
時
代
で
あ
る
と
推
定
し
、

永

井

久

美

子

絵
は
常
盤
源
二
光
長
、
調
書
は
藤
原
教
長
に
よ
る
も
の
と
し
て
位
置
付

(
l
)
 

け
、
こ
の
絵
巻
を
紹
介
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
業
績
で
あ
っ
た
。

源
氏
が
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
を
後
白
河
院
時
代
の
作
品
と
特
定

で
き
た
の
は
、
こ
の
絵
巻
が
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
詞
』

と
と
も
に
伝
来
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
十
二
世
紀

の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
『
彦
火
々
出

見
尊
絵
巻
』
は
、
後
山
宗
光
院
の
日
記
『
看
聞
日
記
』
に
よ
り
、
嘉
吉
元

年
(
一
四
四
一
)
四
月
二
十
六
日
に
、
後
崇
光
院
と
後
花
園
天
皇
が
観

賞
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
際
、
若
狭
国
松
永
庄
新
八
幡
の
神
庫
か

(
2
)
 

ら
運
上
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
来
が
『
看
聞
日
記
』
か
ら
分
か
る
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
重
要
な
情
報
で
あ
る
が
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
若
狭
に
伝

来
し
た
の
は
後
白
河
院
亡
き
後
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
絵
巻
の

制
作
背
景
と
し
て
論
ず
べ
き
問
題
は
、
後
白
河
院
の
も
と
で
、
な
ぜ
こ

の
神
話
が
絵
巻
化
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
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従
っ
て
本
論
文
で
は
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
の
物
語
の
原
型
が
語

ら
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
と
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
と
を
比
較
し
、

ど
の
よ
う
な
神
話
の
変
容
が
絵
巻
に
見
ら
れ
る
の
か
を
改
め
て
確
認
し
、

そ
の
制
作
の
背
景
に
あ
る
、
後
白
河
院
と
彼
の
周
辺
に
い
た
絵
師
及
び

能
書
家
た
ち
が
形
成
し
て
い
た
「
文
化
サ
ロ
ン
」
が
、
ど
の
よ
う
に
神

話
を
再
構
成
し
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
こ
の
「
原
テ
ク
ス
ト
」
と

絵
巻
の
詞
書
の
比
較
を
通
し
て
初
め
て
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
後

白
河
院
の
所
有
し
た
絵
巻
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

か
が
た
ち
現
れ
、
数
々
の
絵
巻
を
生
み
出
し
た
後
白
河
院
の
サ
ロ
ン
が

作
品
に
込
め
た
意
図
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
.
読
み
替
え
ら
れ
る
神
話

l
i
『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
か
ら

絵
巻
の
内
容
を
論
じ
る
前
に
、
こ
れ
か
ら
扱
う
『
彦
火
々
出
見
尊
絵

巻
』
の
模
本
に
つ
い
て
少
々
紹
介
し
て
お
こ
う
。
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』

は
、
現
在
六
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
、
原
本
が
小
浜

城
主
酒
井
忠
勝
に
よ
っ
て
徳
川
家
光
に
献
上
さ
れ
た
際
、
御
用
絵
師
狩

野
稜
泰
が
模
写
し
て
明
通
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
が
原
本
の
亡
失
後

も
伝
来
し
、
現
在
「
明
通
寺
本
」
と
称
さ
れ
る
模
本
と
な
っ
灯
)
。
『
彦

火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に
は
五
種
類
の
模
本
が
存
在
し
て
い
る
が
、
本
論

文
で
は
、
最
も
古
い
模
本
で
あ
る
明
通
寺
本
を
研
究
対
象
と
す
る
。

明
通
寺
本
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
は
、
模
本
の
中
で
は
古
い
も
の

と
は
い
え
、
江
戸
時
代
前
期
の
模
写
で
あ
る
た
め
、
原
本
の
描
線
や
色

彩
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
長
年
こ
の

絵
巻
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
、
源

氏
・
小
松
氏
の
論
考
に
続
い
て
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
を
十
二
世
紀

の
風
俗
を
描
い
た
絵
画
史
料
と
し
て
研
究
す
る
保
立
道
久
氏
の
研
究
が

発
表
さ
桁
)
、
原
本
の
制
作
年
代
や
作
者
の
推
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
研
究

が
よ
う
や
く
始
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
絵
巻
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、
弟
が
兄
を
服
従
さ
せ
王

権
を
ひ
ら
く
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
弟
の
彦
火
々

し

お

み

ち

し

お

ひ

出
見
尊
が
龍
王
に
も
ら
っ
た
潮
満
の
玉
と
潮
干
の
玉
の
呪
力
を
借
り
て

兄
を
屈
服
さ
せ
、
兄
の
尊
は
以
後
、
弟
の
「
奴
」
に
な
る
こ
と
を
誓
い
、

(B) 

こ
れ
が
隼
人
の
祖
と
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
絵
巻
で
も
、
基

本
的
な
話
の
流
れ
は
『
日
本
書
紀
』
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
保
立
氏

が
指
摘
し
た
通
り
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に
描
か
れ
た
兄
弟
の
従
属

関
係
に
は
、
絵
巻
の
制
作
さ
れ
た
院
政
期
の
荘
園
支
配
体
制
と
服
属
の

「
礼
」
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に
お
い
て
、
隼

人
の
極
と
な
っ
た
兄
の
尊
は
荘
園
領
主
の
姿
を
と
っ
て
表
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
領
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
中
世
的
な
御
厨
(
漁
業
荘
園
)

な
の
で
あ
る
。
ま
た
保
立
氏
は
、
兄
が
弟
に
服
従
す
る
際
に
見
せ
る
、
手

を
擦
り
門
ま
で
出
て
弟
を
見
送
る
し
ぐ
さ
も
、
中
世
的
な
礼
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
な
ど
、
絵
巻
の
中
に
見
ら
れ
る
中
世
の
風

俗
に
着
目
し
た
絵
画
史
料
論
と
し
て
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
研
究
の
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い菌れうな制 新
て領たに場作でた
ど主世読面さはな
のと界み設れ、地
よしの替定た.R平

て読えを時 ω を
な弟解ら取点懸開
意帝をれりで警い
味に行て込の汗て
を服ついみ設豆
も属たたつ定 32れ
ちす保のつが 53て
える立か、取突い
た兄氏を十り竺る

図1 巻五潮満玉を振る彦火々出見尊と降参する兄 ののの意二込た
画中詞「かうこうところJ(降乞うところ〉 か姿論味世ま欝

のせ巻巻神氏源こう十け 察もと」そ、す紀れ結
娘るは』話は氏でにこるですのいがりるにて甥
ム立弟とと既の研受世壬はる のう、ーのおい Z
童書 SEEiミ契まきをTd護霊ゐ営喜 223RTとがち火言に先れお服本刀、占諾河にう神と神

、兄 γ 々本立鞭たい属童あにの院占か話は話
婚尊を占出童三とのての完るつ構政六 o が、に
姻と屈す見完民なかと物』んい造期「設ど当絵
誇龍服、尊』 2つ o の言にすてそに一定の世巻
に壬さ絵絵の、たそよ、 b 。考のお荘さよ的が

物
語
の
重
点
を
お
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
源
氏
は
、

こ
の
絵
巻
が
、
室
町
時
代
以
降
の
御
伽
草
子
に
通
じ
る
「
童
話
性
」
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
「
童
話
性
」
は
、
こ
の
絵
巻
が
「
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
少
年
少
女
」
の
た
め
に
作

(
7
)
 

ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
推
定
し
て
い
る
。

源
氏
は
さ
ら
に
、
こ
の
絵
巻
が
物
語
叙
述
の
手
法
に
お
い
て
、
何
度
も

同
じ
よ
う
な
構
図
が
使
わ
れ
た
り
、
画
中
詞
が
書
き
込
ま
れ
た
り
す
る

(図
1
)
な
ど
の
「
稚
拙
さ
」
を
呈
し
て
い
る
と
論
じ
て
も
い
る
。
源
氏

は
画
中
詞
の
存
在
を
「
子
女
に
聞
か
せ
る
童
話
と
し
て
の
、
表
現
の
懇

切
断
)
」
に
よ
る
も
の
と
し
、
子
ど
も
向
け
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
の
も

う
一
つ
の
論
拠
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
繰
り
返
し
の
構
図
が
本
当
に
稚

拙
な
の
か
、
ま
た
果
た
し
て
画
中
詞
が
イ
コ
ー
ル
子
ど
も
の
た
め
の
解

説
と
言
え
る
か
否
か
は
、
再
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
源
氏
の
論
は
鋭
く
こ
の
絵
巻
の
特
徴
を
掴
ん
で
は
い
る
が
、
『
彦

火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
子
ど
も
向
け
に
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
か
と

い
う
問
題
は
、
絵
巻
の
物
語
叙
述
の
方
法
が
仮
に
稚
拙
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
物
語
の
内
容
か
ら
い
っ
て
実
は
も
う
少
し
考
察
す
る
余
地
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
で
は
、
源
氏
が
指
摘
し
た
通
り
、
弟
の
尊
が

兄
を
服
属
さ
せ
た
こ
と
と
、
尊
が
龍
王
の
一
族
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
海

神
の
も
つ
呪
力
を
手
中
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
物
語
の
重
点
が
置
か
れ
、

こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
特
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
が
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「
童
話
性
」
と
し
て
説
明
し
た
ま
さ
に
こ
れ
ら
二
点
の
出
来
事
を
通
し
て
、

弟
の
彦
火
々
出
見
尊
は
王
者
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
兄
と
の

関
係
と
、
龍
王
の
一
族
と
の
関
係
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
、
い
わ
ば

「
弟
の
王
権
」
の
成
立
物
語
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
王
権
に
関
わ

る
内
容
の
神
話
を
、

王
権
が
存
続
の
危
機
に
あ
っ
た
院
政
期
に
お
い
て
、

後
白
河
院
の
も
と
で
、
王
権
を
意
識
せ
ず
に
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

豊玉姫の出産場面

ま
た
、
後
白
河
院
が
王
権
の

成
立
神
話
を
意
識
し
て
絵
巻
を

制
作
さ
せ
た
か
と
う
か
考
え
た

と
き
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』

と
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
神

話
と
を
比
較
し
て
、
物
語
の
終

り
方
に
差
異
が
あ
る
こ
と
は
、

注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
絵
巻

は
、
弟
に
服
従
し
た
兄
の
尊
が、

帝
と
な
っ
た
弟
に
賛
を
献
上
す

る
場
面
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
の

だ
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
、
こ
の

く
だ
り
は
存
在
し
て
い
な
い
。

兄
が
弟
の
「
奴
」
と
な
る
こ
と

を
誓
う
場
面
は
『
日
本
書
紀
』

巻六図2

に
も
存
在
す
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
で
の
結
末
は
、

豊
玉
姫
が
海
に
帰
っ

て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
部
の
変
更
か
ら
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
兄
の
尊
の
一
族
が
「
奴
」
と
な
っ
て
、
帝
と
な
っ
た
弟
の
支

配
下
に
以
後
あ
り
続
け
た
こ
と
を
絵
巻
が
強
調
し
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
豊
玉
姫
が
海
に
帰
る
と
い
う
物
語
は
絵
巻
で
は
ど
う
扱
わ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
絵
巻
で
は
、
兄
の
尊
が
賛
を
献
上
す
る
場
面

の
前
に
、
豊
玉
姫
の
出
産
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

産
屋
の
中
の
豊
玉
姫
が
鰐
の
姿
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い

(図

2
1
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
彦
火
々
出
見
尊
の
子
を
苧
ん
だ
豊
玉
姫
が
、

出
産
の
際
、
本
来
の
姿
で
あ
る
鰐
に
戻
る
た
め
、
覗
か
な
い
で
ほ
し
い

と
尊
に
言

っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

鰐
の
姿
を
尊
に
見
ら
れ
、
そ
の
た
め

龍
王
宮
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

。
し
か
し
絵
巻
で

は
、
姫
は
人
間
の
姿
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
龍
王
宮
に
帰
ら
ね
ば
な
ら

な
い
必
然
性
を
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
姫
が
海
を
渡
っ
て
い
く
姿

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
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こ
れ
は
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ

ッ
ク
な
」
物
語
に
仕
立
て
ら
れ
た
彦
火
々
出

見
尊
神
話
に
、
鰐
が
登
場
す
る
こ
と
が
相
応
し
く
な
い
た
め
で
も
、

王

(
叩
)

の
祖
先
が
鰐
で
あ
る
こ
と
を
秘
諾
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
な
く
、
姫

が
海
に
帰
る
場
面
を
描
か
な
い
こ
と
で
、
王
権
と
龍
王
の
一
族
と
の
関

係
の
断
絶
を
語
ら
ず
、

王
権
に
龍
王
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
た
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。



以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
の

神
話
が
巧
妙
に
読
み
替
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
読
み
替
え
の
か
た
ち
は
、

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
少
年
少
女
」
の
た
め
に

「
恋
愛
中
心
の
」
物
語
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
兄
を
従
え
た
王
権
の
誕

生
物
語
を
、
よ
り
強
調
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。三

.
「
す
る
事
も
無
」
き
弟
宮
|
|
後
白
河
院
と
彦
火
々
出
見
尊

で
は
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
童
話
」
で

は
な
く
、
「
弟
尊
の
王
権
」
の
成
立
神
話
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、

こ
の
王
権
の
物
語
は
、
後
白
河
院
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
後
白
河
院
本
人
に
と

っ
て
、
兄
弟
と
龍
王
の
一
族
が
、
王
権
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
で
あ
る
。

後
白
河
院
の
兄
弟
関
係
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
何
と
言
っ

て
も
、
そ
の
兄
・
崇
一
徳
院
と
の
関
係
で
あ
る
。
崇
一
徳
院
は
、
後
の
後
白

河
院
・
雅
仁
親
王
と
同
じ
く
鳥
羽
天
皇
の
皇
子
で
あ
っ
た
が
、
父
と
の

不
和
な
ど
が
原
因
で
、
若
く
し
て
退
位
さ
せ
ら
れ
た
経
緯
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
後
即
位
し
た
の
は
、
末
弟
の
近
衛
天
皇
で
あ
っ
た
が
、
近
衛

天
皇
が
天
折
し
、
そ
の
次
の
皇
位
継
承
者
を
崇
徳
院
の
皇
子
に
す
る
か
、

雅
仁
親
王
の
皇
子
に
す
る
か
で
争
い
が
お
き
、
そ
れ
が
保
元
の
乱
に
発

展
し
た
こ
と
は
、
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

保
元
の
乱
で
は
、
結
果
と
し
て
崇
徳
院
側
が
敗
北
し
、
山
宗
徳
院
は
讃

岐
に
流
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
皇
位
を
継
承
し
た
後
白
河
院
に
対
す
る
崇

徳
院
の
怨
恨
は
、
山
宗
徳
院
が
亡
く
な
る
直
前
に
は
「
御
グ
シ
モ
剃
ズ
、
御

爪
モ
切
セ
給
ハ
デ
、
生
ナ
ガ
ラ
天
狗
ノ
御
姿
ニ
成
」
る
ま
で
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
、
死
後
も
怨
霊
と
な
っ
て
後
白
河
院
を
苦
し
め
続
け
た
と
い

う
か
ら
、
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
崇
徳
院

の
強
烈
な
怨
霊
に
対
す
る
恐
怖
の
も
と
で
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が

制
作
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
弟
が
兄
を
服
従
さ
せ
て
帝
と
な
る
こ
の
神
話

は
、
弟
の
後
白
河
院
が
掌
握
し
た
王
権
の
正
当
性
を
語
る
一
手
段
と
し

て
機
能
す
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
成
果
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
海
幸
山
幸
」
の
神
話
に
崇
徳
・
後
白
河
の
兄
弟
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た

か
否
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
推
測
の
域
を
脱
し
得
な
い
が
、
『
彦
火
々
出

見
尊
絵
巻
』
に
は
、
兄
の
服
従
を
強
調
す
る
結
末
部
の
他
に
、
兄
弟
の

関
係
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
着
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
語

の
始
ま
り
と
し
て
重
要
な
海
幸
と
山
幸
の
交
換
の
場
面
が
、
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兄
の
尊
は
、
釣
を
し
て
世
の
中
を
過
ぐ
し
、
弟
の
宮
は
、
す
る
事

も
な
く
て
な
む
過
ぐ
し
け
る
。
然
れ
ば
、
い
と
不
合
に
て
、
兄
の

(ロ)

釣
る
針
を
暫
し
借
る
に
・
:

と
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
彦
火
々
出
見
尊
は
「
す
る
事

も
無
」
き
「
不
合
」
な
弟
宮
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
弟
が
何
か
を
釣



り
針
と
交
換
し
た
と
い
う
記
述
は
無
く
、
兄
と
い
か
な
る
幸
と
も
交
換

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
絵
巻
に
お
い
て
、
弟
宮
は
山
幸
に
恵

ま
れ
た
存
在
と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に

お
い
て
、
彦
火
々
出
見
尊
は
「
山
幸
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
兄
を
服
従
さ
せ
た
弟
が
、
「
す
る
事
も
無
」
き
「
不
合
」
な
弟

宮
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
白
河
院
の
王
権
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
後
白
河
院
が
、
流

行
歌
謡
で
あ
っ
た
今
様
に
没
頭
し
、
遊
芸
に
明
け
暮
れ
て
い
た
第
四
皇

子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
白
河
院
が
い
か
に
遊
芸
ぐ
る
い

の
人
物
で
あ
っ
た
か
は
、
歌
謡
集
『
梁
塵
秘
抄
』
を
後
世
に
残
し
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
『
梁
塵
都
抄
』
が
、
現
存
す
る
の
は
歌
詞
集
巻
第
一

断
簡
及
び
第
二
、
口
伝
集
巻
第
一
冒
頭
部
及
び
第
十
の
み
と
は
い
え
、
当

初
は
全
二
十
巻
あ
っ
た
と
い
う
大
部
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
だ
け

で
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
皇
位
か
ら
程
遠
い
は
ず
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
の
第
四
皇
子

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
が
重
な
っ
て
二
十
八
歳
に
し
て
即
位
し
、
退
位

後
も
絶
大
な
権
力
を
掌
握
し
続
け
た
。
そ
し
て
崇
徳
院
の
怨
恨
は
、
弟

に
王
権
を
奪
わ
れ
た
こ
と
だ
け
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
帝

王
の
器
で
は
な
い
、
特
に
遊
芸
ぐ
る
い
の
弟
で
あ
っ
た
が
た
め
に
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
保
元
物
語
』
に

お
け
る
崇
徳
院
の
言
葉
に
、
「
文
に
も
非
ず
、
武
に
も
あ
ら
ぬ
四
宮
に
、

(
日
}

位
を
越
え
ら
れ
、
父
子
共
に
愁
に
し
づ
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か

り
、
無
類
の
今
様
ぐ
る
い
と
し
て
知
ら
れ
た
第
四
皇
子
は
、
特
に
兄
に

匹
敵
す
る
何
か
を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
な
く
即
位
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
崇
徳
院
は
、
後
白
河
院
の
王
権
に
、
血
筋
の

面
か
ら
納
得
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
王
者
と
し
て
の
素
質
の
点

か
ら
も
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
後
白
河
院
は
、
崇
徳
院
の
強
力
な
怨
念
の
前
に
、
正
当

な
皇
位
継
承
者
は
、
崇
徳
院
で
も
崇
一
徳
院
の
皇
子
・
重
仁
親
王
で
も
な

く
、
他
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
自
分
の
王
権
こ
そ
正
当
で
あ
る
こ
と
の
よ
す
が
を
必
要
と
し

た
と
き
、
そ
こ
に
た
ち
あ
が
っ
て
き
た
の
が
、
彦
火
々
出
見
尊
の
神
話

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
『
日
本
書
紀
』
に
語
ら
れ
た
「
弟
の
王

権
」
の
神
話
を
、
自
分
の
必
要
と
す
る
か
た
ち
に
読
み
替
え
て
享
受
し
、

兄
の
服
従
を
強
く
説
く
絵
巻
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
神
話
を
「
自
己
の

王
権
の
物
語
」
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
絵
巻
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
強
調
点
で
あ
る
、
彦
火
々

出
見
尊
と
龍
王
宮
と
の
関
係
は
、
後
白
河
院
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
ち
え
た
の
か
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
問
題
は
、
彦
火
々

出
見
尊
が
掌
握
し
、
そ
の
後
持
ち
続
け
た
龍
王
の
力
が
、
院
政
期
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
テ

i
マ
に
結
び
つ

。
ノ
¥
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院
政
期
に
お
い
て
、
龍
王
の
力
と
王
権
が
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
龍

王
が
持
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
知
意
宝
珠
が
、
こ
の
世
を
支
配



す
る
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
始
め
た
こ
と
と
、
そ
の
如
意
宝

珠
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
龍
王
の
宝
蔵
を
こ
の
世
に
再
現

す
る
こ
と
が
、
権
力
の
表
明
手
段
と
な
り
え
た
と
い
う
問
題
に
お
い
て

〈
は
)

で
あ
る
。
院
政
期
に
は
、
摂
関
家
の
宇
治
の
宝
蔵
ゃ
、
鳥
羽
上
皇
の
勝

光
明
院
宝
蔵
な
ど
、
複
数
の
宝
蔵
が
有
力
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
他

な
ら
ぬ
後
白
河
院
も
、
自
ら
の
御
願
寺
で
あ
る
蓮
華
王
院
に
宝
蔵
を
設

け
、
絵
巻
そ
の
他
の
宝
物
を
秘
蔵
し
て
い
た
。
龍
王
の
宝
蔵
を
模
し
た

宝
蔵
が
い
く
つ
か
あ
る
中
で
、
と
り
わ
け
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
所
有
者
で

あ
る
後
白
河
院
が
、
龍
王
か
ら
呪
力
を
与
え
ら
れ
た
彦
火
々
出
見
尊
と

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
龍
王
の
力
を
有
し
て
こ
の
世
を
支
配
す

る
の
は
後
白
河
院
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
絵

巻
に
描
か
れ
た
潮
満
玉
・
潮
干
玉
を
仏
典
に
お
け
る
如
意
宝
珠
と
安
易

に
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
如
意
宝
珠
を
も
っ
権
利
を

も
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
絵
巻
が
読
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
提
示
し
て
お
く
。

兄
弟
の
関
係
に
し
て
も
如
意
宝
珠
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
ま
だ

恨
説
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
、
後
白
河
院

の
王
権
の
正
当
性
と
、
龍
宮
と
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
た
め
に
制
作
さ

れ
た
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
子
と
も
向
け
の
ナ
イ
l
ヴ
な
絵
画

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
、
彦
火
々

出
見
尊
神
話
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か
を
再

考
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
唱
え
て
お
き
た
い
。

四
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
と
中
世
田
本
紀

|
|
今
後
の
研
究
の
た
め
に

で
は
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
、
後
白
河
院
の
王
権
の
正
当
性
を

唱
え
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
絵
巻
の
題
材

に
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
を
選
ん
だ
こ
と
と
、
か
っ
、
そ
の
絵
巻
の
物

語
の
流
れ
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
と
は
か
な
り
変
更
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
が
ど
の
よ
う
に
享
受

さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
結
び
つ
い
て
く
る
。
院
政
期
に
は
、
公

の
場
で
の
『
日
本
書
紀
』
講
釈
こ
そ
断
絶
し
て
い
た
が
、
信
西
に
よ
る

注
釈
書
『
日
本
紀
紗
』
が
生
み
出
さ
れ
る
な
ど
、
中
世
日
本
紀
へ
と
展

開
し
て
い
く
動
き
は
確
実
に
認
め
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
『
日
本

書
紀
』
享
受
が
、
い
か
な
る
形
で
後
白
河
院
の
絵
巻
制
作
と
関
わ
っ
て

い
た
の
か
、
い
わ
ゆ
る
中
世
日
本
紀
と
絵
巻
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
さ

(
路
)

ら
に
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

管
見
で
は
、
後
白
河
院
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
繋
が
り
を
具
体
的
に

示
す
資
料
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
先
に
紹
介
し
た
小
松
氏
の
論

文
で
、
詞
書
の
書
風
か
ら
、
絵
巻
の
制
作
年
代
が
一
一
七

0
年
代
に
推

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
従
え
ば
、
『
日
本
紀
紗
』
を
記
し
た
信
西
は
そ
の

時
既
に
亡
く
、
信
西
が
直
接
働
き
か
け
た
形
で
は
な
い
に
せ
よ
、
『
日
本

書
紀
』
を
題
材
に
し
た
絵
巻
を
制
作
で
き
る
だ
け
の
素
養
が
、
後
白
河

院
の
周
辺
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
絵
巻
の
調
書
が
あ
ま
り
に
も
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
っ
て
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い
る
こ
と
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
の
聞
に
、

何
ら
か
の
テ
ク
ス
ト
が
介
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

こ
の
点
か
ら
も
や
は
り
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
は
、
院
政
期
に
お
け

る
日
本
紀
享
受
の
あ
り
方
と
併
せ
て
調
べ
て
い
く
必
要
が
あ
る
作
品
な

(
日
)

の
で
あ
る
。

以
上
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
が
、
後
白
河
院
が
激
動
の
時
代
を
生

き
抜
く
た
め
に
制
作
し
た
絵
巻
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
提
議
し
、
絵

巻
に
見
ら
れ
る
特
徴
が
、
後
白
河
院
の
サ
ロ
ン
が
生
み
出
し
た
変
更
な

の
か
ど
う
か
を
さ
ら
に
追
及
し
て
い
く
必
要
性
を
自
覚
し
た
う
え
で
、
次

の
論
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

今
回
の
論
は
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に
、
絵
巻
を
制
作
さ
せ
た
後

白
河
院
の
願
望
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
作
品
に
制
作
さ
れ
た
環
境
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
論
証

し
に
く
く
、
十
分
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
絵
巻
に
制

作
さ
れ
た
サ
ロ
ン
の
背
景
が
影
響
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
は
、
本

当
に
そ
れ
ら
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
証
明
す
る
こ
と
が

(
口
)

大
変
困
難
な
問
題
で
あ
る
。

本
論
文
に
も
仮
説
で
止
ま
っ
て
い
る
点
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
を
制
作
さ
れ
た
時
代
に
戻
し
て
考
え
、
こ
れ
ま

で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
、
王
権
と
の
関
わ
り
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性

を
提
示
し
、
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
回
は
『
日
本
書
紀
』
と
絵
巻
の
詞
書
と
の
聞
の
、
特
に
重
要
と
思
わ

れ
る
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
原
テ
ク
ス
ト
と
絵
巻
と
い
う
、
狭
義
の
「
文
学
と
絵

画
」
の
比
較
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
後
白
河
院
が
制
作
さ
せ
た
数
多

く
の
絵
巻
に
つ
い
て
総
合
的
に
研
究
し
、
後
白
河
院
が
蓮
華
王
院
宝
蔵

に
成
立
さ
せ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
院
政
期

に
機
能
し
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で
、
今
後
発
展
さ
せ
ら
れ
る
問
題
で

あ
る
だ
ろ
う
。

註(
1
)
源
豊
宗
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
」
『
大
和
絵
の
研
究
』
[
角
川
書
底
、
一
九
七

六
年
]
所
収
(
初
出
は
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
調
の
研
究
」
『
関
西
学
院
大

学
文
学
部
記
念
論
文
集
』
〔
関
西
学
院
大
学
、
一
九
五
九
年
]
)
。

(
2
)
「
看
関
御
記
」
『
続
群
書
類
従
補
選
四
』
[
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

二
五
年
]
、
嘉
吉
元
年
〈
一
四
四
一
)
四
月
二
十
六
日
条
。

(
3
)
小
松
茂
美
氏
の
研
究
は
、
『
彦
火
キ
出
見
尊
絵
巻
の
研
究
』
〔
東
京
美
術
、

一
九
七
四
年
]
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
後
「
『
彦
火
キ
出
見
尊
絵
巻
』

の
制
作
と
背
景
」
『
日
本
絵
巻
大
成
第
二
十
二
巻
彦
火
々
出
見
尊
絵

巻
・
浦
島
明
神
縁
起
』
[
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
]
、
同
「
『
彦
火
々

出
見
尊
絵
巻
』
と
『
浦
島
明
神
縁
起
1

1
海
幸
彦
・
山
幸
彦
と
浦
嶋
子
の

物
語
』
」
『
続
日
本
の
絵
巻
第
十
九
巻
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
・
浦
島
明

神
縁
起
』
[
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
]
と
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
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さ
れ
た
カ
ラ
l
図
版
集
の
解
説
と
し
て
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
小

松
茂
美
氏
の
論
考
は
、
な
ぜ
後
白
河
院
旧
蔵
の
絵
巻
が
若
狭
国
松
永
庄
に

あ
っ
た
の
か
、
そ
の
伝
来
の
経
緯
の
解
明
に
力
を
注
ぎ
す
ぎ
て
い
る
感
が

あ
る
。

(
4
)
遭
田
伊
人
編
『
大
日
本
地
誌
大
系

閣
、
一
九
五
八
年
]
。

〈5
)
保
立
道
久
「
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
と
御
厨
的
世
界
|
海
幸
・
山
幸

神
話
の
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」
『
物
語
の
中
世
|
!
神
話
・
説
話
・
民
話
の

歴
史
学
』
[
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
]
(
初
出
は
「
『
彦
火
々
出

見
尊
絵
巻
』
と
御
厨
的
世
界
」
田
名
網
宏
編
『
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造
』

[
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
]
)
。

(
6
)
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
第
二
巻
日
本

書
紀
(
一
)
』
[
小
学
館
、
一
九
九
四
年
]
、
一
五
五

1
一
八
七
頁
。

(
7
)
源
、
註

(
1
)
前
掲
論
文
、
二
一
五

1
一
二
六
頁
。

(
8
)
源
、
註

(
1
)
前
掲
論
文
、
二
二

O
頁。

〈9
)
た
だ
し
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
正
文
の
他
に
「
一
書
」
が
四
種
類
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
書
第
二
に
は
、
出
産
の
場
面
も
姫
が
龍
王
宮

に
帰
っ
て
い
く
場
面
も
な
い
。

(
叩
)
高
畑
勲
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
|
|
国
宝
絵
巻
物
に
見
る
映
画

的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
』
[
徳
間
書
底
、
一
九
九
九
年
]
は
、
『
彦
火
々

出
見
尊
絵
巻
』
の
図
版
を
紹
介
し
つ
つ
、
姫
が
鰐
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
納
得
し
か
ね
る
。
ま
た
、
源
氏
も
前

掲
論
文
に
お
い
て
、
姫
が
海
に
帰
ら
な
い
こ
と
の
理
由
を
十
分
に
説
明
し

第
十
三
巻

若
狭
郡
県
志
』
[
雄
山

て
は
い
な
い
。

〈
日
)
栃
木
孝
惟
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
尚
子
大
系
・
第
四
十
三
巻
保
元
物

語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』
[
岩
波
書
底
、
一
九
九
二
年
]
一
三
三
頁
。

(
ロ
)
『
日
本
絵
巻
大
成
』
に
お
け
る
翻
刻
に
よ
る
。

(
日
)
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
保
元
物
語
・
平
治

物
語
』
[
岩
波
書
底
、
一
九
五
九
年
]
三
四
九
頁
。

(
H
H
)

問
中
貴
子
「
宇
治
の
宝
蔵
|
|
中
世
に
お
け
る
宝
蔵
の
意
味
」
『
愛
法
と

外
法
の
中
世
』
[
砂
子
屋
書
一
房
一
、
一
九
九
三
年
]
(
初
出
は
『
伝
承
文
学
研

究
』
第
三
六
号
、
一
九
八
九
年
五
月
三

(
日
)
「
海
幸
山
幸
」
の
神
話
は
『
古
事
記
』
に
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
巻
が

依
拠
し
た
の
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
先

行
研
究
は
い
ず
れ
も
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
中
世
日
本
紀
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
、
全
く
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
お
、
院
政
期
に
お
け
る
日

本
紀
享
受
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
吉
原
浩
人
「
院
政
期
の
日
本
紀
享
受
」

『
国
文
学
解
釈
と
観
賞
』
第
六
十
四
巻
三
号
[
至
文
堂
、
一
九
九
九
年

三
月
]
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
『
日
本
紀
紗
』
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信

『
信
西
日
本
紀
紗
と
そ
の
研
究
』
[
高
科
書
底
、
一
九
九

O
年
]
に
影
印
・

翻
刻
が
あ
り
、
こ
ち
ら
を
参
考
に
し
た
。

(
日
)
小
松
茂
美
氏
は
、
註

(
3
〉
に
挙
げ
た
著
書
及
び
論
文
で
、
『
彦
火
キ
出

見
尊
絵
巻
』
に
先
行
す
る
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
若
狭
彦
神
社
に
伝
来

し
た
『
若
狭
彦
若
狭
姫
大
明
神
秘
密
縁
起
』
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
縁
起
は
、
書
写
年
代
が
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
院
政

期
の
作
品
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
問
題
と
、
ま
た
、
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仮
に
縁
起
の
成
立
が
、
後
白
河
院
政
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
彦
火
今
出
見
尊
絵
巻
』
が
若
狭
に
伝
来
し
た

の
は
、
後
白
河
院
没
後
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
若
狭
に
お
け
る
彦
火
々
出

見
尊
信
仰
と
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
を
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
よ
い
の

か
と
い
う
問
題
を
苧
ん
で
い
る
。

(
げ
)
既
に
三
谷
邦
明
・
三
田
村
雅
子
の
両
氏
が
、
徳
川
・
五
島
本
『
源
氏
物
語

絵
巻
』
(
国
宝
)
に
お
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
替
え
が
な
さ
れ
、
絵

巻
化
と
い
う
物
語
の
再
生
産
の
過
程
に
お
い
て
、
白
河
院
の
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
(
三
谷
邦
明
・
三
田
村
雅

子
『
源
氏
物
語
絵
巻
の
謎
を
読
み
解
く
』
[
角
川
選
書
、
一
九
九
八
年
]
〉
、

絵
巻
の
制
作
背
景
と
そ
の
反
映
の
問
題
は
、
確
証
あ
る
論
が
展
開
し
に
く

い
も
の
で
は
あ
る
。
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