
児
童
文
学
と
し
て
再
話
さ
れ
た
『
日
本
神
話
』
の
戦
前
と
戦
後 

 
 
―

大
木
雄
二
の
作
品
比
較
を
一
例
と
し
て―

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
瀬 

雅
之 

                                                                                                                   

は
じ
め
に 

 

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
等
に
記
さ
れ
た
日
本
の
神
話
が
、
児
童
文
学

と
し
て
再
話
さ
れ
た
歴
史
を
辿
る
と
、
所
謂
太
平
洋
戦
争
の
前
と
後
で
は
、
解
釈
や
表
現

に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
作
者
が
同
じ
場
合
、
時
代
と
社
会
が
再
話
に
与
え
た
影
響
を
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

① 

大
木
雄
二 

『
日
本
神
話
』
金
の
星
社 

一
九
三
八
年
〔
昭
和
十
三
〕
十
月 

② 

大
木
雄
二 

世
界
名
作
童
話
全
集
第
三
二
巻
『
日
本
神
話 

い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
』

講
談
社 

一
九
五
一
年
〔
昭
和
二
十
六
〕
十
二
月
。 

③ 

鴨
下
晁
湖
絵 

大
木
雄
二
文 

講
談
社
の
絵
本
『
い
な
ば
の
白
兎
』 

大
日
本

雄
弁
会
講
談
社 

一
九
五
四
年
〔
昭
和
二
十
九
〕
八
月
。 

 

本
稿
で
は
、
右
に
掲
出
し
た
大
木
雄
二
（
１
）
の
作
品
の
中
か
ら
、
主
に
①
と
②
を
比

較
す
る
こ
と
で
、
時
代
や
社
会
の
変
化
と
作
品
と
の
関
わ
り
を
知
る
一
助
と
し
た
い
。 

 

一
、
執
筆
姿
勢
の
比
較 

 

は
じ
め
に
大
木
前
掲
①
書
の
「
は
し
が
き
」
を
読
み
、
一
九
三
八
年
〔
昭
和
十
三
〕
時

に
お
け
る
作
者
の
執
筆
姿
勢
を
確
認
し
て
お
く
。
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

世
界
中
に
、
日
本
ほ
ど
、
よ
い
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
ほ
ど
、
り
つ
ぱ
な
国
は

ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
を
勉
強
す
る
と
、
そ
の
わ
け
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 

天
照
大
神
は
、
高
天
原
に
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
が
、 

「
豊
葦
原
瑞
穂
国
は
、
わ
が
子
孫
の
君
た
る
べ
き
地
な
り
。
」 

と
、
お
つ
し
や
つ
て
、
瓊
瓊
杵
尊
を
、
日
本
に
お
下
し
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
日
本
は
神
の
国
な
の
で
す
。 

 
 

 

そ
の
こ
ろ
、
日
本
に
は
大
ぜ
い
の
神
様
が
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
。
そ
し
て
い 

 
 

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
つ
て
を
り
ま
し
た
が
、
大
国
主
命
を
は
じ
め
、
よ
い
神
様
は
、 

 
 

い
つ
し
や
う
け
ん
め
い
に
、
日
本
を
ひ
ら
い
て
、
す
み
よ
い
国
に
な
さ
ら
う
と
な 

 
 

さ
い
ま
し
た
。 

 
 
 

わ
る
い
こ
と
を
し
た
も
の
は
、
か
な
ら
ず
ほ
ろ
び
ま
し
た
。
よ
い
こ
と
を
し
た
も

の
は
、
き
つ
と
栄
え
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
国
は
、
よ
い
こ
と
を
し
た
も
の

ば
か
り
が
の
こ
つ
て
、
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
き
た
国
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
本
が
国
単
位
で
語
ら
れ
は
じ
め
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。
世
界
の
中
で
も
、
日
本
の
よ
う
に
「
り
っ
ぱ
な
国
」
は
他
に
な
い
と
讃
え
て
い
る
。 

そ
の
根
拠
が
「
天
照
大
神
」
を
頂
点
と
す
る
日
本
の
神
話
に
求
め
ら
れ
、
事
実
と
捉
え
ら 

れ
、
「
神
の
国
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
国
づ
く
り
は
「
よ
い
」
と
「
わ
る
い
」 

に
大
別
さ
れ
、
「
よ
い
こ
と
を
し
た
も
の
ば
か
り
が
の
こ
つ
て
、
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
き 

た
」
こ
と
を
〈
歴
史
〉
と
す
る
。
続
い
て
、 

 
 
 

私
ど
も
も
、
よ
い
こ
と
を
し
ま
せ
う
。
人
の
た
め
、
国
の
た
め
に
な
る
こ
と
を

し
ま
せ
う
。
こ
の
心
が
日
本
精
神
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
が
一
人
の
こ
ら
ず
、
日

本
精
神
を
も
て
ば
、
日
本
は
世
界
一
強
い
、
世
界
一
よ
い
国
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。 

 
 
 

こ
の
本
を
書
く
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
と
い
ふ
本
や
『
古
事
記
』
と
い
ふ
本

や
『
風
土
記
』
と
う
い
ふ
本
を
読
ん
で
、
そ
の
な
か
か
ら
、
面
白
い
、
た
め
に
な
る

お
話
を
と
り
ま
し
た
。
三
つ
と
も
、
み
ん
な
日
本
の
昔
の
こ
と
を
書
い
た
本
ば
か
り

で
す
。
こ
れ
ら
の
本
の
な
か
に
は
、
も
つ
と
も
つ
と
、
み
な
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
た

い
お
話
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
『
日
本
建
国
物
語
』
と
い
ふ
、
べ
つ
な
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本
に
し
て
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
し
ば
ら
く
お
ま
ち
下
さ
い
。
こ
の
『
日

本
神
話
』
を
お
読
み
に
な
つ
た
方
は
、
か
な
ら
ず
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
ひ
ま

す
。 

と
あ
る
。
「
よ
い
こ
と
」
と
は
、
人
の
た
め
、
国
た
め
に
な
る
こ
と
を
す
る
こ
と
だ
と
す

る
。
そ
れ
を
日
本
精
神
と
し
て
持
つ
こ
と
で
、
世
界
一
強
く
、
よ
い
国
に
な
る
と
あ
る
。 

 

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
古
事
記
』
と
『
風
土
記
』
か
ら
、

面
白
く
た
め
に
な
る
話
を
選
択
し
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
神
話
が
、
〈
歴

史
〉
と
し
て
日
本
の
「
建
国
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
、
他
国
と
の
戦
争
を
肯
定
し
た
り
、
支
持
す
る
に
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
注
目
さ

れ
よ
う
。 

 

大
木
雄
二
「
メ
ン
コ
の
人
気
者
」
（
２
）
は
、
前
掲
①
書
を
執
筆
し
た
当
時
を
、 

 
 

（
前
略
）
そ
の
こ
ろ
児
童
図
書
に
は
、
「
文
部
省
推
薦
」
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
あ
べ
こ
べ
に
な
っ
て
、
思
い
も
う
け
ぬ
お
し
か
り
を
受

け
て
し
ま
っ
た
。
叱
っ
た
の
は
出
版
会
で
あ
る
。
理
由
は
皇
室
の
と
り
扱
い
に
つ
い

注
意
が
た
り
な
い
と
い
う
の
だ
っ
た
。
神
武
天
皇
の
前
身
神
日
本
磐
余
彦
命
の
生
母

豊
玉
姫
が
、
鰐
だ
っ
た
と
い
う
記
述
は
、
皇
室
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
。
ほ
か
に
よ
い

表
現
は
な
か
っ
た
も
の
か
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
『
古
事
記
』
に

も
『
日
本
書
紀
』
に
も
、
そ
う
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
伝
説
こ
そ
お
も

し
ろ
い
の
で
、
け
っ
し
て
皇
室
の
尊
厳
に
関
係
し
な
い
、
と
わ
た
し
は
信
じ
て
い
た

が
、
そ
れ
も
通
ら
な
い
理
屈
で
あ
っ
た
。
泣
く
子
と
地
頭
に
は
勝
て
な
い
。
長
い
も

の
に
巻
か
れ
な
い
こ
と
に
は
、
と
ん
だ
災
難
の
振
り
か
か
る
時
勢
に
、
い
の
ち
が
け

で
争
う
気
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。 

と
回
想
し
て
い
る
。
「
そ
う
し
た
伝
説
こ
そ
お
も
し
ろ
い
」
と
の
表
現
は
、
前
掲
①
書
の 

「
は
し
が
き
」
が
「
面
白
い
、
た
め
に
な
る
お
話
を
と
り
ま
し
た
」
と
記
す
内
容
と
整 

合
し
よ
う
。
神
話
を
用
い
て
、
日
本
が
「
神
の
国
」
で
あ
る
と
い
う
〈
歴
史
〉
を
記
し
、 

正
し
く
強
い
国
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
時
代
を
反
映
さ
せ
て
は
い
る
が
、
文
学
的
関
心
に 

基
づ
い
て
執
筆
し
て
い
た
側
面
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

次
い
で
大
木
前
掲
②
書
に
、
一
九
五
一
年
〔
昭
和
二
十
六
〕
時
に
お
け
る
作
者
の
執
筆
姿

勢
を
確
認
し
て
お
く
。
冒
頭
に
は
、
「
い
ち
ば
ん
む
か
し
の
お
は
な
し
」
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

こ
の
本
の
中
の
お
話
は
、
日
本
で
、
い
ち
ば
ん
ふ
る
い
お
話
で
す
。
ま
だ
文
字
が

で
き
て
な
か
っ
た
こ
ろ
、
こ
ん
な
お
話
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
、
お
と
う
さ
ん
お
か
あ
さ
ん
へ
、
そ
れ
か
ら
子
ど

も
へ
と
、
口
か
ら
耳
へ
つ
た
わ
っ
た
の
が
、
こ
の
本
の
お
話
で
す
。
「
古
事
記
」
と

い
う
、
日
本
で
、
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
で
た
本
に
、
こ
の
お
話
は
の
っ
て
い
る
の
で

す
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
大
き
く
な
っ
た
、
「
古

事
記
」
を
よ
ん
で
く
だ
さ
い
。
む
か
し
む
か
し
の
、
わ
た
く
し
た
ち
の
ご
先
祖
の
日

本
人
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
か
ん
が
え
て
い
た
の
か
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
。 

さ
あ
、
い
ち
ば
ん
む
か
し
の
日
本
の
お
話
を
よ
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ぎ
の
ペ
ー
ジ
を

あ
け
て
く
だ
さ
い
。 

『
古
事
記
』
の
み
を
再
話
し
、
「
日
本
で
い
ち
ば
ん
ふ
る
い
お
話
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
末
尾
の
「
『
い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
』
に
つ
い
て
」
が
、
更
に
詳
細
を
記
す
。
少

し
長
い
の
で
、
便
宜
的
に
分
割
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
。 

こ
の
本
に
は
い
っ
て
い
る
「
い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
」
ほ
か
七
編
の
物
語
は
、
す
べ

て
「
古
事
記
」
の
中
か
ら
取
材
し
、
そ
れ
を
わ
た
し
流
に
童
話
と
し
て
書
き
な
お
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
「
古
事
記
こ
ど
も
版
」
と
も
名
づ
く
べ
き

本
は
、
か
な
り
数
多
く
出
て
い
ま
す
の
で
、
い
ま
ま
た
こ
こ
に
新
し
く
一
冊
を
出
す

に
つ
い
て
は
、
若
干
の
わ
た
し
と
し
て
の
考
え
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
古
事
記
」
を
見
る
見
方
の
角
度
と
、
題
材
の
取
上
げ
方
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す

が
、
わ
た
し
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
伝
承
説
話
と
し
て
あ
つ
か
い
、
そ
の
中
か
ら
、

日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
し

児童文学として再話された『日本神話』の戦前と戦後
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て
、
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、
お
お
ら
か
な
、
素
朴
な
人
間
世
界
で
あ
り
、
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
み
ち
た
理
想
社
会
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
作
品
の
一

つ
一
つ
が
、
わ
た
し
の
こ
の
言
葉
を
証
拠
だ
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
む

し
ろ
わ
た
し
の
ほ
う
で
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
の
理
解
や
志
向
が
中
心
と
な
っ
て
記
述
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
を
「
わ
た
し
流
に
童
話
と
し

て
書
き
な
お
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
流
」
の
再
話
に
は
、
大
木
前
掲
①
書

が
記
し
た
建
国
に
続
く
歴
史
認
識
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
新
し
い
一
冊
を
刊
行
す
る
に
あ

た
り
、
「
『
古
事
記
』
を
見
る
見
方
の
角
度
」
と
「
題
材
の
取
り
上
げ
方
」
を
変
化
さ
せ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
『
古
事
記
』
を
《
伝
承
説
話
》
と
し
て

読
む
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
『
古
事
記
』
か
ら
、
「
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
」
「
素
朴

な
人
間
世
界
」
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
み
ち
た
理
想
社
会
」
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
。
次
い
で
、 

 
 
 

「
古
事
記
」
は
「
日
本
書
紀
」
と
な
ら
ん
で
、
わ
が
国
古
典
中
の
古
典
で
あ
り
ま

し
て
、
元
明
天
皇
の
和
銅
四
年
（
西
暦
七
一
一
年
）
、
博
士
太
朝
臣
安
万
侶
の
筆
述

し
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
天
武

天
皇
の
代
に
、
諸
家
の
伝
誦
旧
記
を
整
理
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
さ
い

博
覧
強
記
を
う
た
わ
れ
た
稗
田
阿
礼
と
い
う
も
の
の
誦
み
習
わ
し
た
も
の
が
、
そ
の

も
と
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
文
字
が
自
由
で
な
か
っ
た
こ
ろ
で

す
か
ら
、
古
い
こ
と
は
、
口
か
ら
口
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
古

事
記
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
も
の
で
、
な
に
ぶ
ん
に
も
漢
字
の
音
訓
と
、
漢

字
の
語
句
と
を
か
り
て
、
国
語
を
う
つ
す
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
文
章

は
き
わ
め
て
読
み
に
く
く
、
難
解
な
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
の

ち
の
ち
ま
で
「
古
事
記
」
に
つ
い
て
、
国
学
者
の
あ
い
だ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
と

研
究
が
行
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

と
、
『
古
事
記
』
の
成
り
立
ち
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
『
古
事
記
』
が
、
漢
字
の
み

で
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
難
解
さ
を
認
め
、
「
文
字
が
自
由
で
な
か
っ
た
こ
ろ
」
の
こ

と
と
し
て
、
「
古
い
こ
と
は
、
口
か
ら
口
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
に
着
目
し
て
い

る
。 

 

『
古
事
記
』
（
３
）
を
記
す
難
し
さ
は
、
太
安
万
侶
が
序
文
に
、 

 
 

然
れ
ど
も
、
上
古
の
時
は
、
言
と
意
と
並
に
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ

と
、
字
に
於
て
は
即
ち
難
し
。
已
に
訓
に
因
り
て
述
べ
た
る
は
、
詞
心
に
逮
ば
ず
。

全
く
音
を
以
て
連
ね
た
る
は
、
事
の
趣
更
に
長
し
。
是
を
以
て
、
今
、
或
る
は
一
句

の
中
に
、
音
と
訓
を
交
へ
用
ゐ
つ
。
或
る
は
一
事
の
内
に
、
全
く
訓
を
以
て
録
し
つ
。

即
ち
、
辞
の
理
の
見
え
叵
き
は
、
注
を
以
て
明
し
、
意
の
況
の
解
り
易
き
は
、
更
に

注
せ
ず
。
亦
、
姓
に
於
て
日
下
を
ば
、
玖
沙
訶
と
謂
ひ
、
名
に
於
て
帯
の
字
を
ば
、

多
羅
斯
と
謂
ふ
、
如
此
あ
る
類
は
、
本
の
随
に
改
め
ず
。 

と
記
し
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
そ
の
読
解
は
国
学
者
に
任
せ
、
童
話
作
家
と
し

て
は
、 

 
 
 

し
か
し
、
わ
た
し
は
そ
う
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
な
く
、
こ
の
本
を
書
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
一
字
一
句
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
む
ず
か
し
く
考
え
る
必
要
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
書
か
れ
た
事
実
と
、
そ
の
精
神
を
つ
か
む
こ
と

に
専
念
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
な
り
に
つ
か
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

と
、
「
わ
た
し
」
の
神
話
理
解
を
記
す
こ
と
に
努
め
た
と
あ
る
（
４
）
。
神
に
つ
い
て
の
理

解
は
、 

 
 
 

ゆ
ら
い
、
人
類
以
前
は
、
ど
こ
で
も
神
話
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
神
話
な
ど
に
も
、
「
古
事
記
」
と
共
通
す
る
面
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
す
。
人
間
の
考
え
の
お
よ
ば
な
い
こ
と
、
力
た
り
な
い
と
こ
ろ
は
、
神
の

あ
ら
わ
れ
に
よ
っ
て
解
決
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
神
」
が
、
当
時
の
人

た
ち
の
理
想
で
あ
り
、
夢
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
い
ず

れ
も
神
と
よ
ば
れ
な
が
ら
、
日
本
の
神
と
、
外
国
の
神
と
の
あ
い
だ
に
は
、
変
っ
た
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と
こ
ろ
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
み
な
さ
ん
に
よ
く
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

と
、
「
当
時
の
人
た
ち
の
理
想
で
あ
り
、
夢
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と

想
像
し
て
い
る
が
、
現
在
の
理
解
に
つ
い
て
は
「
皆
さ
ん
に
よ
く
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
、
課
題
を
投
げ
か
け
る
に
留
ま
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
大
木
前
掲
①
書
と
②
書
に
示
さ
れ
た
執
筆
姿
勢
を
読
み
比
べ
て
み
る

と
、
前
掲
①
書
は
太
平
洋
戦
争
に
傾
斜
す
る
時
勢
を
含
ん
で
、 

・
世
界
の
中
で
も
日
本
は
よ
い
国
で
あ
り
、
り
っ
ぱ
な
国
で
あ
る
。 

    

・
日
本
の
神
が
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
先
に
建
国
の
〈
歴
史
〉
が
あ
る
。 

    

・
神
話
の
時
代
か
ら
、
大
切
に
さ
れ
て
き
た
日
本
精
神
（
よ
い
こ
と
＝
国
の
た
め

に
尽
力
す
る
こ
と
）
に
基
づ
い
て
生
き
る
と
、
日
本
は
世
界
の
中
で
も
強
く
、

優
れ
た
国
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
。 

と
志
向
さ
れ
て
い
た
。
作
者
は
そ
れ
を
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
古
事
記
』
や
『
風

土
記
』
か
ら
、
「
面
白
い
、
た
め
に
な
る
お
話
」
を
選
択
し
て
童
話
化
し
た
と
あ
る
。
こ

れ
が
前
掲
②
書
に
な
る
と
、 

・
「
わ
た
し
（
作
者
）
」
個
人
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
『
古
事
記
』
の
み
を
再
話
す

る
。 

 
 

・
『
古
事
記
』
を
《
伝
承
説
話
》
と
し
て
読
む
。 

 
 

・
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
神
は
、
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
「
理
想
」
で
あ
り

「
夢
」
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
今
日
の
理
解
は
読
者
に
委
ね
る
。 

と
志
向
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
に
は
、
個
人
の
理
解
に
基
づ
い
た
執
筆
が
求
め
ら
れ
て
ゆ
く

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

二
、
目
次
の
比
較 

 

次
い
で
目
次
か
ら
、
大
木
前
掲
①
書
と
②
書
を
比
較
し
て
お
く
。
前
掲
①
書
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 
 

国
の
は
じ
め 

 
 
 
 

高
天
原
／
女
神
の
死
／
黄
泉
国
／
素
戔
嗚
尊 

 
 
 

天
岩
屋 

 
 
 
 

大
神
の
お
怒
り
／
神
々
の
集
り
／
簸
の
川 

 
 
 

八
岐
の
大
蛇                 

 
 

    

怪
物
の
最
後
／
Ⅰ
天
叢
雲
剣
／
Ⅱ
ど
う
し
て
木
が
で
き
た
か
／
国
引
き 

 
 
 

大
国
主
命 

 
 
 
 

八
十
神
／
因
幡
の
白
兎
／
重
い
袋
／
悪
だ
く
み 

 
 
 

根
堅
国 

 
 
 
 

蛇
の
部
屋
・
百
足
の
部
屋
／
鏑
矢
と
鼠
／
宇
迦
宮 

 
 
 

神
々
の
光 

小
さ
い
神
様
／
が
ま
ん
く
ら
べ
／
力
く
ら
べ
／
Ⅲ
粟
の
穂
／
Ⅳ
幸
魂
奇
魂
神 

 
 
 

雉
の
使  

 
 
 
 

天
穂
日
命
と
天
若
日
子
／
返
し
矢
／
雀
の
供
物 

 
 
 

国
ゆ
づ
り 

 
 
 
 

Ⅴ
経
津
主
命
と
武
甕
槌
神
／
出
雲
大
社 

 
 

 

日
の
御
子 

 
 
 
 

三
種
の
神
器
／
猿
田
彦
／
木
花
咲
耶
姫 

 
 

Ⅵ
海
幸
・
山
幸 

 
 
 
 

切
ら
れ
た
釣
針
／
目
無
籠
／
桂
の
木
／
潮
満
瓊
・
潮
涸
瓊
／
浜
の
産
屋 

 
 
 

東
の
国 

 
 
 
 

東
へ
東
へ
／
長
髄
彦
／
大
熊
／
高
倉
下 

 
 
 

八
咫
烏 

 
 
 
 

天
照
大
神
の
お
つ
げ
／
兄
猾
弟
猾
／
勝
祝
ひ 

 
 
 

金
色
の
鵄 

 
 

 
 

尾
の
あ
る
人
間
／
天
香
山
の
土
と
り
／
八
十
梟
帥
と
兄
磯
城
／
Ⅶ
金
鵄
勲
章

児童文学として再話された『日本神話』の戦前と戦後

- 42  -



の
い
は
れ 

 
 
 

橿
原
の
宮 

 
 
 
 

饒
速
日
命
／
日
本
よ
い
国 

 

「
は
し
が
き
」
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
、
『
古
事
記
』
や
『
風
土
記
』
を
も

と
に
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
と
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
波
線
で
示
し
た
「
天
照
大
神
」
の
表

記
に
は
、
「
天
照
大
御
神
」
と
記
す
『
古
事
記
』
よ
り
、
『
日
本
書
紀
』
が
優
先
さ
れ
て

い
る
。
内
容
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
記
す
ま
ま
で
は
な
い
の
だ
が
、
傍
線
部
Ⅰ
～
Ⅴ
に

も
、
『
日
本
書
紀
』
の
み
が
記
す
表
現
と
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る

箇
所
を
掲
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
 

Ⅰ 

巻
一
第
八
段
正
文 

 

 
 

Ⅱ 

巻
一
第
八
段
一
書
第
五 

 

 
 

Ⅲ 

巻
一
第
八
段
一
書
第
六 

（
『
伯
耆
国
風
土
記
』
「
粟
嶋
」
逸
文
） 

 
 

Ⅳ 

巻
一
第
八
段
一
書
第
六 

 
 

Ⅴ 

巻
二
第
九
段
正
文 

 
 

Ⅵ 

巻
二
第
十
段
正
文
・
一
書
第
三 

 

    

Ⅶ 

巻
三
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
二
月 

 

『
日
本
書
紀
』
が
区
別
し
て
い
る
正
文
と
一
書
を
、
組
み
合
わ
せ
て
物
語
を
形
成
し
て

い
る
様
子
が
認
め
ら
れ
る
。
点
線
で
記
し
た
「
国
引
き
」
に
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
（
意

宇
郡
条
）
、
「
が
ま
ん
く
ら
べ
」
に
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
（
神
前
郡
「
堲
岡
里
」
条
）

の
応
用
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

後
掲
す
る
大
木
前
掲
②
書
の
目
次
と
比
較
す
る
と
、
「
東
の
国
」
以
下
に
、
初
代
神
武

天
皇
が
橿
原
に
都
を
開
く
建
国
ま
で
を
記
す
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
神
話
が
単

な
る
お
話
で
は
な
く
、
初
代
天
皇
の
〈
歴
史
〉
に
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て

い
る
。 

 

特
に
Ⅶ
と
し
た
「
金
鵄
」
に
留
意
す
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
（
５
）
が
、 

 
 

十
有
二
月
の
癸
巳
の
朔
に
し
て
丙
申
に
、
皇
師
遂
に
長
髄
彦
を
撃
つ
。
連
戦
ひ
て
取

勝
つ
こ
と
能
は
ず
。
時
に
、
忽
然
に
天
陰
く
雨
氷
る
。
乃
ち
金
色
の
霊
し
き
鵄
有
り

て
、
飛
来
り
皇
弓
の
弭
に
止
れ
り
。
其
の
鵄
光
り
曄
煜
き
、
状
流
電
の
如
し
。
是
に

由
り
て
、
長
髄
彦
の
軍
卒
、
皆
迷
ひ
眩
え
て
復
力
戦
は
ず
。
長
髄
は
是
邑
の
本
の
号

な
り
。
因
り
て
亦
以
ち
て
人
の
名
と
す
。
皇
軍
の
鵄
の
瑞
を
得
る
に
及
り
、
時
人
、

仍
り
て
鵄
邑
と
号
く
。
今
し
鳥
見
と
云
ふ
は
、
是
訛
れ
る
な
り
。
（
以
下
略
） 

と
記
す
内
容
が
、
「
勲
章
」
の
由
来
に
結
び
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ

よ
う
。 

 

「
金
鵄
勲
章
」
は
、
一
八
九
〇
年
〔
明
治
二
十
三
〕
二
月
十
一
日
に
交
付
さ
れ
た
「
勅
令

第
十
一
号
」
（
６
）
に
、 

 
 

朕
惟
ミ
ル
ニ
／
神
武
天
皇
皇
業
ヲ
恢
弘
シ
継
承
シ
テ
朕
ニ
及
ヘ
リ
今
ヤ
夐
カ
ニ
登

極
紀
元
ヲ
算
ス
レ
ハ
二
千
五
百
五
十
年
ニ
達
セ
リ
朕
此
期
ニ
際
シ
／
天
皇
戡
定
ノ

故
事
ニ
徴
シ
金
鵄
勲
章
ヲ
創
設
シ
将
来
武
功
抜
群
ノ
者
ニ
授
与
シ
永
ク
／
天
皇
ノ

威
烈
ヲ
光
ニ
シ
以
テ
其
忠
勇
ヲ
奨
励
セ
ン
ト
ス
汝
衆
庶
此
旨
ヲ
体
セ
ヨ
／
明
治
二

十
三
年
二
月
十
一
日
／
奉
勅 

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
山
縣
有
朋 

と
創
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
廃
止
は
、
一
九
四
七
年
〔
昭
和
二
十
二
〕
五
月
三
日
に
施
行
さ

れ
た
「
日
本
国
憲
法
」
と
と
も
に
施
行
さ
れ
た
「
内
閣
官
制
の
廃
止
等
に
関
す
る
政
令
」

（
政
令
第
四
号
）
（
７
）
第
一
条
「
左
に
掲
げ
る
勅
令
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
」
と
あ
る

中
に
、
「
明
治
二
十
三
年
勅
令
第
十
一
号
（
金
鵄
勳
章
の
等
級
、
製
式
及
び
佩
用
式
の
件
）
」

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
木
前
掲
①
書
は
、
こ
の
制
度
が
機
能
す
る
間
に
刊
行
さ
れ

て
い
る
。 

 
「
金
鵄
勲
章
の
い
は
れ
」
の
末
尾
が
、 

 
 
 

長
髄
彦
が
い
く
ら
強
く
て
も
、
金
の
鵄
の
光
に
は
か
な
ひ
ま
せ
ん
、
家
来
ど
も
は
、

弓
矢
を
捨
て
て
逃
げ
出
し
ま
し
た
。
（
前
略
）
い
ま
で
は
、
手
が
ら
を
立
て
た
軍
人

に
、 
金
鵄
勲
章
を
下
さ
い
ま
す
が
、
金
鵄
勲
章
は
、
こ
の
時
の
金
の
鵄
を
お
つ
け
に

な
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
的
に
模
範
と
す
べ
き
制
度
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
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て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
目
次
最
後
の
「
日
本
よ
い
国
」
も
、 

 
 
 

御
家
来
や
人
民
は
、
大
よ
ろ
こ
び
で
、
木
を
き
つ
た
り
、
土
を
運
ん
だ
り
、
一
生

懸
命
に
は
た
ら
い
て
、
た
ち
ま
ち
大
き
な
立
派
な
御
殿
を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
。
こ

れ
を
橿
原
の
宮
と
申
し
ま
す
。 

尊
は
、
こ
の
橿
原
の
宮
で
、
天
皇
の
御
位
に
お
つ
き
に
な
り
ま
し
た
。 

式
の
あ
と
で
、
そ
れ
ま
で
手
柄
の
あ
つ
た
御
家
来
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
切
な
役
目
を

お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
り
、
ご
褒
美
を
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。 

こ
の
天
皇
を
神
武
天
皇
と
申
し
上
げ
ま
す
。 

と
、
国
の
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
が
、
自
ら
も
豊
か
に
な
れ
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
と

記
さ
れ
て
い
る
。
時
代
と
社
会
が
理
想
と
す
る
在
り
方
を
反
映
し
て
、
神
話
が
童
話
化
さ

れ
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
太
平
洋
戦
争
後
に
刊
行
さ
れ
た
大
木
前
掲
②
書
の
目
次
は
、
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

世
界
の
は
じ
め 

 
 

天
岩
屋 

 
 

八
ま
た
の
お
ろ
ち 

 
 

い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ 

 
 

ね
ず
み
の
て
が
ら 

 
 

小
さ
い
神
さ
ま 

 
 

き
じ
の
お
つ
か
い 

 
 

海
さ
ち
山
さ
ち 

 

大
木
前
掲
①
書
が
記
し
た
「
東
の
国
」
以
降
が
、
記
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
そ
の
も
の
は
、
歴
史
と
し
て
読
む
こ
と
が
志

向
さ
れ
て
い
る
文
献
な
の
だ
、
歴
史
と
は
敢
え
て
一
線
を
画
し
て
、
物
語
を
想
起
さ
せ
る

よ
う
な
題
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

「
海
さ
ち
山
さ
ち
」
の
題
名
に
留
意
す
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
第
十
段
正
文
に
、 

 
 

兄
火
闌
降
命
自
づ
か
ら
に
海
幸
有
り
、
幸
、
此
に
は
左
知
と
云
ふ
。
弟
彦
火
火
出
見
尊
自

づ
か
ら
に
山
幸
有
り
。 

と
あ
り
、
一
書
第
三
に
は
、 

 
 

一
書
に
曰
く
、
兄
火
酢
芹
命
能
く
海
幸
を
得
。
故
、
海
幸
彦
と
号
す
。
弟
彦
火
火
出

見
尊
能
く
山
幸
を
得
。
故
、
山
幸
彦
と
号
す
。 

と
、
名
と
し
て
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
大
木
前
掲
①
書
は
、 

 
 

瓊
瓊
杵
尊
の
御
子
さ
ま
は
、
ま
も
な
く
大
き
く
立
派
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
い
ち
ば
ん

お
兄
さ
ま
火
闌
命
は
、
海
の
漁
を
な
さ
る
の
が
お
上
手
で
、
毎
日
た
く
さ
ん
の
魚
を

釣
つ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
海
幸
彦
と
お
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
末
の
彦
火
火
出

見
尊
は
、
山
へ
お
出
か
け
に
な
り
、
木
の
根
、
岩
か
ど
を
お
歩
き
に
な
つ
て
、
獣
や

鳥
を
と
つ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
山
幸
彦
と
い
ふ
お
名
前
で
呼
ば
れ
る

や
う
に
な
り
ま
し
た
。 

と
、
「
火
闌
降
命
」
を
「
海
幸
彦
」
、
「
彦
火
火
出
見
尊
」
を
「
山
幸
彦
」
と
記
し
て
い

る
。
用
い
ら
れ
た
神
名
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
を
念
頭
に
再
話
し
て
い
る
様
子
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
木
前
掲
②
書
は 

 
 

火
遠
理
命
は
、
か
り
が
す
き
で
あ
り
ま
し
た
。
ゆ
み
矢
を
も
っ
て
、
ま
い
日
、
山
へ

で
か
け
ま
し
た
。
雨
の
日
も
、
風
の
日
も
、
み
こ
と
は
で
か
け
て
い
き
ま
し
た
。
け

も
の
や
小
鳥
が
、
お
も
し
ろ
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
と
れ
て
、
い
つ
も
た
い
り
ょ
う
で
あ

り
ま
し
た
。 

 
 
 

そ
こ
で
、
人
々
は
、
み
こ
と
の
こ
と
を
、
山
の
さ
ち
ひ
こ
と
よ
び
ま
し
た
。
山
の

さ
い
わ
い
の
あ
る
男
と
い
う
い
み
で
す
。 

み
こ
と
に
は
、
に
い
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。
火
照
命
と
い
っ
て
、
海
の
り
ょ
う
が

す
き
な
に
い
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
に
い
さ
ん
は
、
ま
い
日
、
つ
り
ざ
お
を
か
つ
い

で
、
海
へ
で
か
け
ま
す
。
に
い
さ
ん
は
、
つ
り
が
じ
ょ
う
ず
で
、
い
つ
も
、
さ
か
な

を
た
く
さ
ん
つ
り
あ
げ
る
の
で
、
人
々
は
、
海
の
さ
ち
ひ
こ
と
よ
び
ま
し
た
。
海
の

さ
い
わ
い
の
あ
る
男
と
い
う
い
み
で
す
。 
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と
、
神
名
が
「
火
照
命
」
と
「
火
遠
理
命
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
の
再
話

へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
も
「
海
さ
ち

山
さ
ち
」
の
よ
う
な
、
『
日
本
書
紀
』
を
想
起
さ
せ
る
題
名
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
大
正
期
に
得
た
神
話
理
解
が
影
響
す
る
と
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
（
８
）
。
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
日
本
の
神
話
が
文
献
か
ら
切
り

出
さ
れ
て
、
親
し
ま
れ
た
時
点
の
題
名
が
定
着
し
て
い
る
と
見
通
さ
れ
る
（
９
）
。 

  

三
、
本
文
の
比
較 

 

最
後
に
本
文
を
考
察
し
て
お
く
。
大
木
前
掲
①
書
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
は
じ

め
て
い
る
。 

 
 
 

こ
の
世
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
ひ
ろ
い
も
の
は
何
で
せ
う
。 

空―
―

。
誰
で
も
か
う
い
ふ
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
空
は
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
い
て

ゐ
て
、
お
し
ま
ひ
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
つ
ぎ
に
ひ
ろ
い
も
の
は
地

で
す
。
地
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
海
で
と
ぎ
れ
て
を
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
と
て
も
一

目
で
見
渡
す
こ
と
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。
山
や
川
や
、
草
や
木
な
ど
も
地
の
上
に
あ

り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
生
き
も
の
も
、
み
ん
な
地
の
上
に
ゐ
て
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た

と
こ
ろ
を
自
由
に
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
（
以
下
略
） 

 

『
日
本
書
紀
』
巻
一
神
代
上
の
正
文
冒
頭
が
、 

 
 

古
に
天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
分
れ
ず
、
渾
沌
に
し
て
鶏
子
の
如
く
、
溟
涬
に
し
て

牙
を
含
め
り
。
其
の
清
陽
な
る
者
は
、
薄
靡
き
て
天
に
為
り
、
重
濁
な
る
者
は
、
淹

滞
り
て
地
に
為
る
に
及
り
て
、
精
妙
の
合
摶
す
る
こ
と
易
く
、
重
濁
の
凝
竭
す
る
こ

と
難
し
。
（
以
下
略
） 

と
記
し
、
『
古
事
記
』
上
巻
の
冒
頭
が
、 

 
 

天
地
初
め
て
発
れ
し
時
に
、
高
天
原
に
成
り
し
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
神
。
次
に
、

高
御
産
巣
日
神
。
次
に
、
神
産
巣
日
神
。
此
の
三
柱
の
神
は
、
並
に
独
神
と
成
り
坐

し
て
、
身
を
隠
し
き
。
（
以
下
略
） 

に
は
じ
ま
る
部
分
と
比
較
す
る
と
、
出
典
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
執
筆
し
て
い
る

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
大
木
前
掲
②
書
の
冒
頭
も
、 

む
か
し
む
か
し
、
高
天
原
に
、
お
お
ぜ
い
の
神
さ
ま
が
す
ん
で
い
ま
し
た
。 

 
 
 

そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
、
り
く
地
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
ち
ら
を

見
て
も
、
空
と
海
だ
け
で
、
あ
と
は
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

と
、
前
掲
①
書
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
『
古
事
記
』
の
内
容
を
自
由
に
要
約
し
て
い
る
。 

 

解
釈
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
例
え
ば
イ
ザ
ナ
ギ
の
神
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
が
オ
ノ

ゴ
ロ
島
に
降
り
立
ち
国
を
生
み
は
じ
め
る
部
分
を
、
大
木
前
掲
①
書
は
、 

 
 

（
前
略
）
と
て
も
丈
夫
に
お
そ
だ
ち
に
な
れ
さ
う
も
な
い
か
ら
、
御
ふ
た
り
の
神
は
、

葦
の
葉
で
お
こ
し
ら
へ
に
な
つ
た
舟
に
の
し
て
お
し
ま
ひ
に
な
り
ま
し
た
。 

「
弱
い
子
で
は
い
け
な
い
、
強
い
子
ど
も
が
ほ
し
い
。
」 

男
神
が
お
つ
し
や
る
と
、 

「
高
天
原
の
神
に
お
伺
ひ
し
た
ら
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
」 

と
、
女
神
が
お
答
へ
に
な
り
ま
し
た
。 

と
、
「
強
い
子
ど
も
が
ほ
し
い
」
と
男
神
が
言
葉
を
発
し
て
い
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
第

四
段
正
文
に
該
当
す
る
記
事
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
一
書
第
一
に
、 

 
 

遂
に
夫
婦
と
為
り
、
先
づ
蛭
児
を
生
み
た
ま
ふ
。
便
ち
葦
船
に
載
せ
て
流
し
や
り
き
。

次
に
淡
洲
を
生
む
。
此
も
児
の
数
に
充
れ
ず
。
故
、
還
復
天
に
上
り
詣
で
、
具
に
其

の
状
を
奏
す
。 

と
あ
る
が
、
男
神
の
発
言
は
認
め
ら
れ
な
い
。
『
古
事
記
』
に
は
、 

 
 

（
前
略
）
く
み
ど
に
興
し
て
生
み
し
子
は
、
水
蛭
子
。
此
の
子
は
、
葦
船
に
入
れ
て
流

し
去
り
き
。
次
に
、
淡
島
を
生
み
き
。
是
も
亦
、
子
の
例
に
は
入
れ
ず
。
是
に
、
二

柱
の
神
の
議
り
て
云
は
く
、
「
今
吾
が
生
め
る
子
、
良
く
あ
ら
ず
。
猶
天
つ
神
の
御

所
に
白
す
べ
し
。
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
共
に
参
ゐ
上
り
、
天
つ
神
の
命
を
請
ひ
き
。 

の
如
く
「
今
吾
が
生
め
る
子
、
良
く
あ
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
「
強
い
子
ど
も
が
ほ
し
い
」

と
ま
で
積
極
的
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
二
柱
の
神
の
議
り
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て
」
行
わ
れ
た
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
こ
れ
が
大
木
前
掲
②
書
に
至
る
と
、 

 
 

（
前
略
）
だ
い
じ
に
そ
だ
て
ま
し
た
が
、
大
き
く
な
り
ま
せ
ん
、
い
く
日
も
た
た
な

い
う
ち
に
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

女
神
は
、
か
わ
い
そ
う
に
、
か
わ
い
そ
う
に
と
い
っ
て
な
き
ま
し
た
。
男
神
も
な

き
ま
し
た
。
ふ
た
り
は
な
き
な
が
ら
、
あ
し
の
葉
で
、
か
わ
い
い
小
ぶ
ね
を
つ
く
り

ま
し
た
。
な
く
な
っ
た
あ
か
ん
ぼ
う
を
、
そ
っ
と
小
ぶ
ね
に
ね
か
せ
て
、
川
へ
な
が

し
て
や
り
ま
し
た
。 

「
な
ぜ
、
あ
ん
な
よ
わ
い
こ
ど
も
が
、
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
じ
ょ

う
ぶ
な
こ
ど
も
が
ほ
し
い
の
に
。
」 

と
、
女
神
が
い
い
ま
し
た
。 

「
な
ぜ
か
し
ら
、
わ
た
し
に
も
わ
か
ら
な
い
。
」 

と
、
男
神
は
か
ん
が
え
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

や
が
り
、
男
神
が
い
い
ま
し
た
。 

「
そ
う
だ
、
高
天
原
へ
い
っ
て
、
わ
け
を
き
い
て
こ
よ
う
。
」 

「
え
え
、
そ
れ
が
い
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
も
い
っ
し
ょ
に
ま
い
り
ま
す
。
」 

 

ふ
た
り
は
つ
れ
あ
っ
て
、
高
天
原
へ
い
き
ま
し
た
。 

と
、
「
じ
ょ
う
ぶ
な
こ
ど
も
が
ほ
し
い
」
と
女
神
が
発
言
し
た
と
さ
れ
、
母
親
が
子
ど
も

を
思
う
気
持
ち
か
ら
、
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
求
め
ら
れ
る
子
ど

も
は
、
強
く
あ
る
こ
と
よ
り
、
健
康
が
望
ま
れ
、
夫
婦
の
会
話
を
多
用
し
た
物
語
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
た
時
代
の
理
想
と
す
る
社
会
が
、
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。 

 

も
う
一
カ
所
、
大
木
前
掲
①
の
「
大
国
主
命
」
と
前
掲
②
書
の
「
い
な
ば
の
白
う
さ

ぎ
」
部
分
を
比
較
し
て
お
く
。
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
風
土
記
』
に
も
『
古
事

記
』
に
も
記
さ
れ
な
い
内
容
に
着
目
す
る
と
、
大
木
前
掲
①
書
は
、
大
国
主
命
を
、 

（
前
略
）
八
十
神
は
い
つ
も
命
に
用
を
お
言
い
ひ
つ
け
に
な
り
ま
す
の
で
、
命
は
お

休
み
に
な
る
間
も
な
く
な
い
く
ら
ゐ
、
お
働
き
に
な
つ
て
い
ま
し
た
。 

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
大
木
前
掲
②
書
は
同
箇
所
を
、 

（
前
略
）
み
こ
と
は
、
心
の
や
さ
し
い
、
は
た
ら
き
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
に
い
さ

ん
は
、
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
し
て
、
み
こ
と
に
ば
か
り
、
よ
う
を
い
い
つ
け
ま
し
た
。 

「
あ
れ
を
、
こ
こ
へ
、
も
っ
て
き
て
お
く
れ
。
」 

「
で
か
け
る
よ
、
し
た
く
を
た
の
む
。
」 

 

あ
の
に
い
さ
ん
も
、
こ
の
に
い
さ
ん
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い
い
つ
け
ま
し
た
。
み

こ
と
は
、
い
そ
が
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
あ
っ
ち
へ
い
っ
た
り
、
こ
っ
ち
へ
い
っ

た
り
、
か
ら
だ
を
や
す
め
る
ひ
ま
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
け
っ
し
て
い
や
な
か
お

を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
と
う
と
で
す
も
の
、
に
い
さ
ん
の
よ
う
を
す
る
の
は
あ
た

り
ま
え
で
す
。
み
こ
と
は
、
そ
う
思
っ
て
、
よ
ろ
こ
ん
で
は
た
ら
き
ま
し
た
。 

と
、
兄
弟
の
関
係
を
も
っ
て
話
の
内
容
を
整
合
さ
せ
て
い
る
。 

 

前
掲
①
書
に
「
命
は
、
荷
物
を
入
れ
た
大
き
な
袋
を
肩
に
し
て
、
兄
さ
ま
が
た
の
あ
と

か
ら
つ
い
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
。
」
と
の
み
あ
る
記
述
を
、
前
掲
②
書
は
、 

「
わ
た
し
も
、
つ
れ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
、
み
こ
と
が
、
に
い
さ
ん
た
ち
に
た
の
み
ま
し
た
。 

「
あ
は
は
、
あ
は
は
。
」 

と
、
に
い
さ
ん
た
ち
は
、
お
か
し
そ
う
に
わ
ら
い
ま
し
た
。 

「
お
ま
え
な
ん
か
、
い
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
よ
。
お
ひ
め
さ
ま
は
、
お
ま
え
の
お

よ
め
さ
ん
に
な
ん
か
、
な
り
っ
こ
な
い
よ
。
そ
れ
で
も
、
い
き
た
い
と
い
う
な
ら
つ

れ
て
い
こ
う
。
そ
の
か
わ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
に
も
つ
を
も
っ
て
い
く
ん
だ
よ
、
お

も
い
に
も
つ
だ
よ
、
そ
れ
で
も
い
い
か
ね
。
」 

「
は
い
、
け
っ
こ
う
で
す
。
」 

 

み
こ
と
は
、
に
っ
こ
り
し
て
こ
た
え
ま
し
た
。
に
も
つ
は
、
大
き
い
お
も
い
ふ
く

ろ
で
す
。
み
こ
と
は
、
お
も
い
も
の
に
な
れ
て
い
る
か
ら
へ
い
き
で
す
。
や
っ
こ
ら

さ
と
、
か
た
に
か
つ
い
で
、
に
ん
さ
ん
た
ち
の
あ
と
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。 
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と
、
会
話
文
を
多
用
し
、
労
苦
を
厭
わ
な
い
大
国
主
命
を
、
献
身
的
な
存
在
と
し
て
表

現
し
て
い
る
。 

 

そ
う
し
た
大
国
主
命
は
、
前
掲
①
書
の
う
さ
ぎ
に
、 

「
お
前
が
鰐
を
だ
ま
し
た
か
ら
、
い
け
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
は
、
ひ
と
を
だ

ま
す
や
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
ぞ
。
」 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

「
は
い
、
こ
れ
か
ら
は
正
直
に
い
た
し
ま
す
か
ら
、
か
ら
だ
が
も
と
の
と
ほ
り
に
な

る
法
を
お
教
へ
下
さ
い
。
」 

と
、
改
心
を
求
め
て
い
る
。
二
重
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
神
の
話
が
「
ひ
と
」
へ
の
教

訓
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
②
書
の
う
さ
ぎ
は
、 

に
い
さ
ん
た
ち
は
、
う
そ
を
お
し
え
て
、
う
さ
ぎ
を
、
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
り
ま 

し
た
。
う
さ
ぎ
に
も
、
そ
れ
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

け
れ
ど
も
、
う
さ
ぎ
は
、
に
い
さ
ん
た
ち
を
、
う
ら
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
こ
と 

に
、
そ
の
話
を
し
た
あ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

「
わ
た
し
が
、
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
、
わ
に
を
だ
ま
し
ま
し
た
。
わ 

 
 

に
を
だ
ま
し
た
わ
た
し
が
、
人
に
だ
ま
さ
れ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
で
し
ょ
う
。
人 

 

を
お
こ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
思
う
と
、
は
ず
か
し
く
て
、
か
な
し
く
て
、 

な
さ
け
な
い
の
で
す
。
じ
ぶ
ん
が
、
わ
る
い
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
く
る 

し
い
め
に
も
あ
わ
ず
に
す
ん
だ
で
し
ょ
う
に
。
」 

ぽ
ろ
り
ぽ
ろ
り
と
、
な
み
だ
を
な
が
し
て
い
い
ま
し
た
。 

「
わ
か
っ
た
、
わ
か
っ
た
、
じ
ぶ
ん
の
わ
る
い
こ
と
に
、
気
が
つ
い
た
の
は
、
り
っ 

 
 

ぱ
だ
よ
。
こ
れ
か
ら
は
、
二
ど
と
、
ず
る
い
か
ん
が
え
を
お
こ
さ
な
い
こ
と
だ
ね
。
」 

「
は
い
、
も
う
こ
り
ご
り
で
す
。
け
っ
し
て
、
ず
る
い
心
は
お
こ
し
ま
せ
ん
。
」 

と
自
ら
が
改
心
を
し
、
ず
る
い
考
え
を
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
こ
れ
に
大
国
主

命
は
「
そ
れ
が
い
い
、
そ
の
か
わ
り
、
い
い
こ
と
を
お
し
え
て
あ
げ
よ
う
。
」
と
救
い
の

手
を
差
し
の
べ
た
と
す
る
。
こ
ち
ら
で
も
二
重
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
神
話
が
「
人
」

へ
の
教
訓
を
表
し
て
い
る
。 

 

大
木
前
掲
①
書
が
、
う
さ
ぎ
の
過
ち
を
正
し
て
反
省
を
促
し
て
い
る
の
に
対
し
、
前
掲

②
書
は
、
過
ち
が
報
い
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
し
、
自
ら
反
省
し
行
動
を
改
め
さ
せ
て
い

る
。 

 

大
木
前
掲
②
書
は
、
う
さ
ぎ
が
大
国
主
命
に
「
ご
お
ん
は
、
け
っ
し
て
わ
す
れ
ま
せ
ん
」

と
述
べ
、 

「
あ
な
た
は
、
ほ
ん
と
に
い
い
か
た
で
す
。
お
ひ
め
さ
ま
は
、
き
っ
と
、
あ
な
た
の

お
よ
め
さ
ん
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
え
え
、
ほ
ん
と
で
す
と
め
。
あ
な
た
は
、
う
そ
を

お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
も
、
う
そ
は
い
い
ま
せ
ん
。
」 

と
、
誠
実
に
生
き
る
こ
と
が
よ
い
結
果
に
結
び
つ
く
と
強
調
す
る
。 

 

『
古
事
記
』
に
は
、
以
後
に
う
さ
ぎ
の
登
場
す
る
場
面
は
な
い
の
だ
が
、
大
木
前
掲
②

書
は
、
そ
の
後
も
、
う
さ
ぎ
が
亡
く
な
っ
た
大
国
主
命
を
発
見
し
て
母
親
に
知
ら
せ
る
役

目
を
繰
り
返
し
果
た
し
て
い
る
。
大
国
主
命
が
「
ス
ゼ
リ
ヒ
メ
」
と
結
婚
し
て
、
地
上
を

平
定
す
る
ま
で
を
一
話
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
触

れ
得
な
か
っ
た
前
掲
③
書
も
、
『
い
な
ば
の
白
兎
』
と
題
し
て
、 

 
 
 

出
雲
の 

く
に
は 

た
の
し
い 

し
／
あ
わ
せ
な 

く
に
に 

な
り
ま
し
た
。
／

し
ろ
う
さ
ぎ
が 

い
っ
た 

と
お
り
、
／
み
こ
と
は 

く
に
じ
ゅ
う
の 

ひ
と
び
／

と
か
ら
、
／
「
え
ら
い 

お
か
た
だ
。
あ
り
が
た
い
／
お
か
た
だ
。
」
／
と 

う
や

ま
わ
れ
ま
し
た
。 

と
、
最
後
ま
で
う
さ
ぎ
が
登
場
し
て
い
る
。 

 
大
木
「
全
集
続
出
す
」
（
10
）
は
、
同
時
期
の
出
版
事
情
を
「
原
作
は
同
一
で
あ
っ 

て
も
、
書
く
人
に
よ
っ
て
相
当
な
ち
が
い
が
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ 

な
り
に
、
原
作
の
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
種
の
出
版
の
意
義
は
あ 

る
」
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
集
の
刊
行
に
限
る
こ
と
な
く
、
大
木
前
掲
②
書
が 

刊
行
さ
れ
る
意
義
を
も
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
よ
う
。
古
典
作
品
を
訳
し
た
と
い
う
よ 

り
、
作
者
の
理
解
す
る
日
本
の
神
話
を
、
時
代
の
理
想
と
す
る
社
会
と
重
ね
合
わ
せ
て 
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童
話
化
し
続
け
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

  

お
わ
り
に 

 

太
平
洋
戦
争
前
に
刊
行
さ
れ
た
大
木
前
掲
①
書
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
古
事

記
』
『
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
内
容
を
組
み
合
わ
せ
て
、
日
本
の
神
話
を
童
話
化
し
て
い

た
。
大
木
「
メ
ン
コ
の
人
気
者
」
（
11
）
は
、 

 
 
 

昭
和
十
三
年
に
、
歴
史
童
話
と
し
て
、
は
じ
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
『
日
本
神
話
』 

 
 

を
書
い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
あ
る
日
新
宿
で
童
話
作
家
協
会
の
あ
つ
ま
り
が
あ
っ
た
。 

 
 

帰
り
の
省
線
電
車
で
、
宇
野
浩
二
氏
と
と
な
り
合
わ
せ
た
。 

 

話
が
書
き
か
け
の
『
日
本
神
話
』
に
ふ
れ
た
時
、 

 
 
 

「
三
重
吉
に
も
、
そ
ん
な
本
が
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
れ
は
、
い
か
ん
で

す
か
」 

 
 

 

と
宇
野
氏
が
い
っ
た
。 

 
 
 

「
い
い
本
で
す
。
い
ま
ま
で
の
も
の
の
な
か
で
、
一
番
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」 

 
 
 

宇
野
氏
は
ち
ぼ
っ
と
し
た
口
ひ
げ
を
つ
き
だ
す
よ
う
に
し
て
言
っ
た
。 

 
 
 

「
あ
な
た
が
書
く
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」 

 
 
 

瞬
間
、
や
ら
れ
た
と
気
が
つ
い
た
。 

 
 
 

し
か
し
、
わ
た
し
は
書
い
た
。
他
人
の
し
た
仕
事
を
、
も
一
ど
や
っ
て
わ
る
い
と 

い
う
こ
と
は
な
い
。 

と
回
想
し
て
い
る
。
鈴
木
三
重
吉
は
従
前
の
再
話
を
厳
し
く
批
判
し
て
『
古
事
記
物
語
』

を
執
筆
し
た
が
、
大
木
前
掲
①
書
に
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
12
）
。
複

数
の
文
献
を
組
み
合
わ
せ
た
物
語
が
構
想
さ
れ
、
『
日
本
神
話
』
と
名
付
け
ら
れ
た
。
初

代
神
武
天
皇
の
東
征
ま
で
を
記
す
こ
と
で
「
建
国
」
に
つ
な
が
る
〈
歴
史
〉
が
示
さ
れ
て

い
る
（
13
）
。
国
の
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
強
い
国
で
あ
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
が
、
他
の
国
と
の
戦
争
を
肯
定
し
た
り
、
支
持
す
る
よ
う
な
も
の
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
記
さ
れ
る
神
々
が
、
出
典
よ
り
心
情
豊
か
に
表
現
さ
れ
、
人
の
世
に
重
ね
合
わ
せ

や
す
い
物
語
性
を
備
え
て
い
る
。
時
代
を
強
く
反
映
す
る
「
金
鵄
勲
章
」
は
、
「
手
が
ら

を
た
て
た
軍
人
」
に
贈
ら
れ
る
も
の
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
を
奨
励
ま
で
は
し
て

は
い
な
い
。
「
金
鵄
」
の
由
来
が
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
に

関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
面
白
く
時
代
の
中
で
た
め
に
な
る
話
が
選
ば
れ
、
大
ら
か
に

表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。 

太
平
洋
戦
争
後
に
刊
行
さ
れ
た
木
前
掲
②
書
は
、
「
わ
た
し
（
作
者
）
」
個
人
の
理
解

に
基
づ
い
て
、
『
古
事
記
』
の
み
を
再
話
し
て
い
た
。
『
古
事
記
』
を
《
伝
承
説
話
》
と

位
置
づ
け
、
表
現
さ
れ
た
神
は
、
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
「
理
想
」
で
あ
り
「
夢
」

で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
。
た
だ
し
、
今
日
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ

る
の
か
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
た
。 

大
木
「
『
金
次
郎
』
再
登
場
」
（
14
）
は
、
そ
の
出
版
を
、 

 
 
 

昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
に
か
け
て
、
七
冊
の
童
話
集
を
出
す
こ
と
が
で
き

た
わ
た
し
は
、
時
に
身
の
し
あ
わ
せ
を
感
謝
し
た
。
集
団
に
属
せ
ず
、
ひ
と
り
に
終

始
す
る
わ
た
し
に
も
、
か
く
れ
た
味
方
が
い
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

『
む
な
き
し
う
さ
ぎ
』
『
新
し
い
童
話
二
年
生
』
『
こ
び
と
の
お
ど
り
』
は
幼
年

童
話
で
、
『
月
夜
の
馬
車
』
『
星
の
子
供
』
『
花
に
か
こ
ま
れ
た
家
』
の
三
冊
は
、

し
い
て
い
え
ば
高
学
年
向
き
。
じ
つ
は
、
学
年
や
年
齢
を
意
識
に
お
か
な
い
で
書
い

た
作
品
ば
か
り
で
あ
る
。 

 
 
 

ほ
か
に
は
『
二
宮
金
次
郎
』
と
『
日
本
神
話
』
が
あ
る
。
戦
前
に
書
い
た
も
の
を

土
台
に
し
て
、
低
学
年
向
き
に
書
き
直
し
た
も
の
だ
。
『
二
宮
金
次
郎
』
を
再
び
出

す
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
。
（
以
下
略
） 

と
回
想
し
て
い
る
。
大
木
前
掲
①
書
と
比
較
す
る
と
、
前
掲
②
書
は
漢
字
を
平
仮
名
に
改

め
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
低
学
年
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

記
し
な
が
ら
、
内
容
も
時
代
に
合
う
よ
う
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
神
々
が
一
層
お
お
ら

か
に
表
現
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
満
ち
た
社
会
が
、
人
間
へ
の
教
訓
を
含
み
込
ん
で

理
想
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
が
、
『
古
事
記
』
以
前
に
存
在
し
た
《
伝
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承
説
話
》
の
世
界
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 
本
稿
で
は
取
り
上
げ
き
れ
な
か
っ
た
が
、
大
木
前
掲
③
書
も
、
前
掲
②
書
と
同
じ
構

想
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
絵
本
と
し
て
の
制
約
で
あ
ろ
う
、
文
章
は

前
掲
②
書
よ
り
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

い
ず
れ
の
作
品
も
、
出
典
と
な
る
古
典
作
品
を
訳
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
作
者
の
理

解
す
る
日
本
の
神
話
を
、
時
代
が
理
想
と
す
る
社
会
と
重
ね
合
わ
せ
て
童
話
化
し
た
と

こ
ろ
に
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
（
15
）
。 

 
 

 

注 

（
１
） 

大
木
雄
二
（
一
八
九
五
〔
明
治
二
八
〕―

一
九
六
三
年
〔
昭
和
三
十
八
〕
）
は
、
童

話
作
家
。
『
こ
ど
も
雑
誌
』
等
を
編
集
。
巌
谷
小
波
の
還
暦
記
念
『
童
話
三
十
六

人
集
』
に
執
筆
。
小
林
未
明
の
還
暦
記
念
『
現
代
童
話
四
十
三
人
集
』
に
執
筆
。

遺
稿
『
童
話
を
書
い
て
四
十
年
』
自
然
社 

一
九
六
四
年
〔
昭
和
三
十
九
年
〕
に

人
生
を
振
り
返
る
記
述
が
あ
る
。 

（
２
） 

大
木
前
掲
注
（
１
）
書
『
童
話
を
書
い
て
四
十
年
』
。 

（
３
） 

山
口
佳
紀 

神
野
志
隆
光 

校
注
・
訳
者 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』

（
一
九
九
七
年 

小
学
館
）
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
て
い
る
。
再
話
と
比
較
し
や

す
い
よ
う
に
訓
読
文
を
使
用
し
た
。 

（
４
）
大
木
前
掲
注
（
２
）
書
「
全
集
続
出
す
」
は
、
昭
和
一
九
五
一
年
〔
昭
和
二
十

六
〕
の
全
集
出
版
事
情
を
、 

 
 

 
 

 
 

『
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
』
『
世
界
伝
記
全
集
』
『
学
年
別
幼
年
文

庫
』
『
世
界
幼
年
文
学
全
集
』
『
世
界
童
話
名
作
集
』
『
日
本
童
話
全

集
』
『
少
年
少
女
世
界
名
作
全
集
』
こ
れ
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
社
か

ら
、
大
々
的
に
送
り
出
さ
れ
た
わ
け
だ
。
ど
れ
も
同
じ
よ
う
だ
と
い
う
人

が
い
る
。
用
紙
の
無
駄
遣
い
だ
と
も
い
う
。
だ
が
簡
単
に
そ
う
も
い
い
き

れ
ま
い
、
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
強
い
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
原

作
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
書
く
人
に
よ
っ
て
相
当
な
ち
が
い
が
あ
る
も
の

と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
な
り
に
、
原
作
の
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら

れ
る
な
ら
、
こ
の
種
の
出
版
の
意
義
は
あ
る
。 

 
 

 

と
記
し
て
い
る
。
複
数
の
全
集
を
出
版
す
る
意
義
を
記
す
も
の
だ
が
、
日
本
の 

神
話
が
児
童
文
学
と
し
て
再
話
さ
れ
る
際
に
も
、
作
者
の
理
解
や
意
図
を
反
映 

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

（
５
）
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
・
訳 

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
①
』
（
一
九
九
四
年
四
月 

小
学
館
）
を
テ
キ

ス
ト
に
用
い
て
い
る
。
再
話
と
比
較
し
や
す
い
よ
う
に
訓
読
文
を
使
用
し
た
。 

（
６
）e-G

ov

法
令
検
索
（https://elaw

s.e-gov.go.jp

） 

（
７
）
前
掲
注
（
６
）
に
同
じ
。 

（
８
）
市
瀬
雅
之
「
『
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
』
「
古
事
記
物
語
」
の
位
相―

再
話
さ

れ
た
日
本
の
神
話
の
考
察―

」
（
『
梅
花
児
童
文
学
』
第
二
十
九
号 

梅
花
女
子
大

学
大
学
院
児
童
文
学
会 

二
〇
二
二
年
三
月
）
に
お
い
て
、
作
者
の
大
正
期
に
得

た
神
話
理
解
が
影
響
す
る
可
能
性
を
述
べ
た
。 

（
９
）
大
木
前
掲
注
（
２
）
書
「
童
話
の
夜
明
け
」
は
、 

 
 

 
 

 
 

大
正
期
の
な
か
ご
ろ
出
て
い
た
児
童
雑
誌
は
す
く
な
く
な
い
。
博
文
館

か
ら
『
少
年
世
界
』
『
少
女
世
界
』
『
幼
年
世
界
』
講
談
社
か
ら
『
少
年
倶

楽
部
』
『
少
女
倶
楽
部
』
。
実
業
之
日
本
社
か
ら
は
『
日
本
少
年
』
と
『
少

女
の
友
』
。
時
事
新
報
社
か
ら
『
少
年
』
『
少
女
』
。
さ
ら
に
『
海
国
少

年
』
『
飛
行
少
年
』
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
こ
の
う
ち
の
幾

つ
か
は
、
わ
た
し
が
読
者
と
し
て
親
し
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

雑
誌
に
執
筆
し
て
い
た
作
家
に
、
巌
谷
小
波
を
は
じ
め
、
竹
貫
佳
水
氏
と

か
星
野
水
裏
氏
、
宮
崎
一
雨
氏
と
か
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
児
童
読
み

物
に
つ
い
て
鈴
木
三
重
吉
氏
な
ど
は
、
か
な
り
手
き
び
し
い
批
判
を
加
え

て
い
る
が
、
わ
た
し
な
ど
に
は
、
い
ま
も
そ
う
し
た
否
定
の
気
持
ち
は
起
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こ
ら
な
い
。
あ
れ
は
あ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。 

と
記
し
て
い
る
。
『
海
幸
山
幸
』
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
文
献
は
、
巌
谷
小
波

編
の
模
範
童
話
文
庫
に
『
海
幸
山
幸
』
（
文
武
堂 

一
九
二
六
年
〔
大
正
十
五
〕
八

月
）
の
刊
行
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
早
い
例
は
、
巌
谷
小
波
編
『
学
校
／
家

庭 

教
訓
お
伽
噺
（
東
洋
之
部
）
』
（
博
文
館 

一
九
一
二
年
〔
明
治
四
十
五
〕
六
月
）

の
中
に
「
海
幸
山
幸
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
10
）
大
木
前
掲
注
（
４
）
に
同
じ
。 

（
11
）
大
木
前
掲
注
（
２
）
に
同
じ
。 

（
12
）
大
木
前
掲
注
（
９
）
に
同
じ
。 

（
13
）
喜
田
貞
吉
の
日
本
児
童
文
庫
『
日
本
歴
史
物
語
（
上
）
』
（ 

ア
ル
ス 

一
九
二
八

年
〔
昭
和
三
〕
四
月
）
が
先
に
「
山
幸
彦
と
海
幸
彦
」
と
題
し
、 

 
 
 
 
 

瓊
瓊
杵
尊
の
お
子
の
火
闌
降
命
は
、
『
海
幸
彦
』
と
申
し
て
、
釣
り
針
を
以

て
海
で
魚
を
お
捕
り
に
な
る
。
又
、
そ
の
御
弟
の
彦
火
火
出
見
尊
は
、
『
山

幸
彦
』
と
申
し
て
、
弓
矢
を
も
つ
て
山
で
鳥
や
獣
を
お
獲
り
に
な
る
。 

と
、
『
日
本
書
紀
』
を
念
頭
に
〈
歴
史
〉
と
し
て
物
語
化
し
て
い
る
。 

（
14
）
大
木
前
掲
注
（
２
）
に
同
じ
。 

（
15
）
大
木
前
掲
②
書
よ
り
後
に
刊
行
さ
れ
た
林
房
雄
の
「
古
事
記
物
語
」
（
前
掲
注

（
８
）
参
照
）
は
、
神
武
東
征
ま
で
を
記
し
て
い
る
点
で
、
大
木
前
掲
①
書
に

近
い
構
成
を
持
つ
。
作
品
に
は
、
時
代
と
社
会
か
ら
受
け
る
影
響
の
ほ
か
に
、

作
者
の
日
本
の
神
話
に
対
す
る
理
解
の
差
異
が
映
し
出
さ
れ
る
結
果
と
も
な

っ
て
い
る
。 

 

※
本
稿
の
着
想
は
、
「
絵
本
『
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
』
の
謎
」
『
開
い
て
み
よ
う
古
典
の 

 

小
箱
』
（
勉
誠
出
版
刊 

二
〇
〇
四
年
七
月
）
に
は
じ
ま
る
。
今
回
は
、
そ
の
一
部
を 

 

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

児童文学として再話された『日本神話』の戦前と戦後
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