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『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
が
、
本
文
に
複
数
の
一
書
を
加
え
る
と
い
う
特
徴
的
構
成
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
根
底
に
あ
る
観
念
や
認
識
か
ら
考

察
す
る
。『
日
本
書
紀
』
は
複
数
あ
る
帝
紀
・
旧
辞
の
正
誤
を
判
断
し
取
捨
選
択
し
、
国
家
の
基
礎
と
す
べ
き
﹁
正
し
い
﹂
も
の
を
残
す
こ
と
が
、

編
纂
の
動
機
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
代
紀
に
複
数
記
さ
れ
る
一
書
は
、
た
と
え
資
料
の
姿
を
と
ど
め
て
い
た
と
し
て
も
、
す
で
に
取
捨
選
択

の
結
果
﹁
正
し
い
﹂
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
崇
神
紀
で
象
徴
的
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
意
思
は
再
現
せ
ず
一
定
し
な

い
。
神
は
、
い
わ
ば
自
己
同
一
性
が
成
立
し
て
い
な
い
と
言
い
う
る
存
在
で
あ
り
、
収
束
す
る
単
一
の
﹁
正
し
い
﹂
内
容
は
想
定
し
え
な
い
。『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
者
の
根
底
に
は
、
不
足
す
る
情
報
を
も
集
め
合
わ
せ
て
﹁
全
体
﹂
を
記
述
す
べ
き
と
い
う
観
念
も
あ
る
の
で
、
神
が
﹁
不
測
﹂
で

あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
は
、
矛
盾
す
る
複
数
の
説
を
も
併
記
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
は
本
文
と

一
書
を
併
記
す
る
構
成
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

神
祇
観
念
、『
日
本
書
紀
』、
神
代
巻
、
一
書
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一　

は
じ
め
に

日
本
の
神
話
と
い
え
ば
、
ま
ず
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
最
初
に
置
か
れ
る
部
分
を
さ
し
、
し
ば
し
ば
ひ
と
括
り
に
し
て

﹁
記
紀
神
話
﹂
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
両
者
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
大
筋
に
お
い
て
同
じ
と
い
え
る
が
、
詳
し
く
見
れ
ば
異
な
る
部
分
も
少
な

く
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
は
本
文
に
加
え
て
一
書
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
形
式
上
、『
古
事
記
』
と
の
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
と
な
っ

て
い
る
。
一
書
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
意
義
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
盛
ん
に
論
じ
ら
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。

中
世
に
は
卜
部
家
で
一
書
に
つ
い
て
あ
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

1
（

。
本
文
は
﹁
顕
﹂
や
﹁
露
﹂
で
あ
り
、
一
書

は
﹁
隠
﹂
ま
た
は
﹁
幽
﹂
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
二
元
論
的
発
想
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
当
て
は
め
る
解
釈
で
あ
っ
て
、
中
世
の
思

想
を
『
日
本
書
紀
』
に
投
影
し
た
色
合
い
が
濃
く
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
の
意
識
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

2
（

。

近
代
的
学
問
の
手
法
で
『
日
本
書
紀
』
研
究
を
進
め
た
中
心
的
存
在
の
一
つ
は
歴
史
学
で
あ
り）

3
（

、
神
代
紀
の
一
書
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
。
坂
本
太
郎
は
﹁
神
代
紀
の
お
び
た
だ
し
い
一
書
の
引
用
は
、
旧
辞
の
諸
説
を
し
い
て
統
一
せ
ず
、
異
説
を
あ
る
が
ま
ま
に

認
め
て
後
に
伝
え
よ
う
と
し
た
編
者
の
大
ら
か
な
態
度
を
示
し
た
も
の
﹂）

4
（

と
し
、
井
上
光
貞
も
﹁『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
は
、
一
つ
で

通
さ
な
い
で
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
素
材
そ
の
ま
ま
で
表
し
て
い
る
。
だ
か
ら
素
材
を
徹
底
的
に
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
よ
り
高
次
な

精
神
で
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
ほ
う
で
は
、
比
較
的
稀
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
。﹂）

5
（

と
す
る
。
遠
藤
慶
太
は
一
書
を
含
む
分
注
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、﹁
特
定
の
祭
祀
で
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
諸
氏



─ 29 ─

『日本書紀』神代巻の一書と神祇観念

族
に
よ
っ
て
伝
承
し
て
き
た
も
の
﹂
が
﹁
祭
儀
の
根
拠
﹂
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
﹁
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
﹂
の
で

﹁
本
書
と
一
書
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
異
伝
の
存
在
を
認
め
る
う
え
で
適
切
な
叙
述
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂）

6
（

と
す
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
一
書
は
、
資
料
を
大
き
な
加
工
を
せ
ず
お
お
む
ね
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
で
、
編
纂
意
図
の
徹
底
が
留
保
さ
れ
た
結
果

で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
証
し
よ
う
に
も
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
で
用
い
ら
れ
た
資
料
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
、

歴
史
学
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
見
解
は
、
異
な
る
立
場
か
ら
の
研
究
で
も
お
お
む
ね
踏
襲

さ
れ
て
い
る）

7
（

。

本
稿
で
は
や
や
踏
み
込
ん
で
、
書
紀
の
編
纂
者
が
そ
の
よ
う
な
観
念
や
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
た
ど
り
、
そ
こ
か
ら
『
日
本
書

紀
』
神
代
紀
が
一
書
を
併
記
す
る
と
い
う
特
徴
的
な
構
成
と
な
っ
た
理
由
を
考
察
す
る
。

二　

史
書
編
纂
の
意
図

│
正
誤
判
定
と
取
捨
選
択

イ　
『
古
事
記
』

今
に
伝
わ
る
最
も
古
い
歴
史
書
と
さ
れ
る
『
古
事
記
』
は
、
成
立
の
経
緯
を
そ
の
序
文
に
よ
り
伝
え
て
い
る
。

こ
こ
に
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
﹁
朕
聞
き
た
ま
へ
ら
く
『
諸
家
の
賷も
た

る
帝
紀
及
び
本
辭
、
既
に
正
實
に
違
ひ
、
多
く
虚
僞
を
加

ふ
。』
と
い
へ
り
。
今
の
時
に
當
た
り
て
、
其
の
失
を
改
め
ず
は
、
未
だ
幾
年
を
も
經
ず
し
て
そ
の
旨
滅
び
な
む
と
す
。
こ
れ
す

な
は
ち
、
邦
家
の
經
緯
、
王
化
の
鴻
基
な
り
。
故
こ
れ
、
帝
紀
を
撰
録
し
、
舊
辭
を
討
覈
し
て
、
僞
を
削
り
實
を
定
め
て
、
後
葉
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に
流
へ
む
と
欲お

も

ふ
。﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
。（
中
略
）
然
れ
ど
も
運
移
り
世
異か

は

り
て
、
未
だ
そ
の
事
を
行
な
ひ
た
ま
は
ざ
り
き
。（
中

略
）
こ
こ
に
、
舊
辭
の
誤
り
忤た

が

へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯
れ
る
を
正
さ
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
も
ち
て
、

臣
安
萬
侶
に
詔
り
し
て
、
稗
田
阿
禮
の
誦
む
所
の
勅
語
の
舊
辭
を
撰
録
し
て
獻
上
せ
し
む
と
い
へ
れ
ば
、
謹
み
て
詔
旨
の
隨ま

に
まに

、

子
細
に
採
り
摭ひ

ろ

ひ
ぬ）

8
（

。

『
古
事
記
』
の
編
纂
時
に
、﹁
帝
紀
﹂﹁
帝
皇
日
継
﹂﹁
先
紀
﹂
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
と
、﹁
本
辞
﹂﹁
旧
辞
﹂﹁
先
代
旧
辞
﹂
な
ど
と

称
さ
れ
る
も
の
の
、
二
つ
の
も
の
が
す
で
に
あ
っ
た）

9
（

。
こ
れ
を
諸
家
が
保
有
し
て
い
た
が
、
す
で
に
正
し
い
内
容
と
食
い
違
い
、
多
く

虚
偽
を
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
も
し
間
違
い
を
正
さ
な
け
れ
ば
本
旨
は
失
わ
れ
る
。
帝
紀
と
旧
辞
は
、
国
家
の
統

治
原
理
で
あ
り
重
要
な
基
礎
だ
か
ら
、
間
違
い
を
正
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
天
皇
の
代
替
わ
り
も
あ
り
保
留
さ
れ
た
ま
ま
時

が
経
過
し
た
が
、
目
的
を
達
成
す
べ
く
改
め
て
詔
を
発
し
て
完
成
し
た
。

上
表
文
の
体
裁
を
し
て
い
る
こ
の
序
文
が
、
ど
の
程
度
事
実
を
反
映
し
、
ど
の
程
度
文
飾
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
た
だ
ち
に
は
判
別

し
難
い
が
、
ひ
と
ま
ず
お
お
む
ね
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
編
纂
の
動
機
は
、
国
家
が
拠
っ
て
立
つ
基
礎

と
な
る
帝
紀
・
旧
辞
の
、
正
し
い
内
容
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
す
で
に
複
数
あ
っ
た
帝
紀
・
旧
辞
を
比
較
検
討
し
、
間

違
い
や
虚
偽
を
削
除
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
互
い
に
矛
盾
し
一
致
し
な
い
内
容
を
も
持
つ
文
書
が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
を
勘
案
し
て
、

一
つ
の
正
し
い
内
容
を
確
定
さ
せ
後
世
に
伝
え
、
そ
れ
以
外
を
間
違
い
や
虚
偽
で
あ
る
と
否
定
し
捨
て
去
っ
て
後
世
に
伝
え
な
い
こ
と

が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
複
数
あ
る
文
書
を
た
だ
ま
と
め
て
つ
な
げ
る
だ
け
で
は
意
味
を
成
さ
な
い
。『
古
事
記
』
の
編
纂
の
核
心

的
作
業
は
、
諸
説
の
集
成
結
合
で
は
な
く
取
捨
選
択
で
あ
っ
た
。
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こ
の
正
誤
を
判
別
し
正
し
い
も
の
の
み
を
伝
え
る
と
い
う
史
書
編
纂
に
は
、
前
提
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
つ
の
歴
史
的
事
実
が
あ
り
、
居
合
わ
せ
た
人
々
が
体
験
し
、
こ
れ
を
共
有
す
る
。
こ
の
と
き
は
各
人
の
得
た
情
報
は
多
く
重
複
す
る

内
容
で
、
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
そ
も
そ
も
体
験
は
局
所
的
・
限
定
的
で
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
え
な
い

の
で
、
関
わ
り
方
し
だ
い
で
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
止
め
が
生
じ
う
る
し
、
ま
た
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
人
へ
の
伝
達
過
程
で
、
意

図
的
か
意
図
的
で
は
な
い
か
を
問
わ
ず
、
変
化
が
生
じ
う
る
し
、
つ
ぎ
の
世
代
へ
の
伝
承
過
程
で
も
同
様
に
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、

つ
い
に
は
正
誤
の
混
淆
し
た
状
態
が
出
来
す
る
。
こ
う
し
た
基
底
的
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
と
の
経
過
を
巻
き
戻
す
よ
う
に
し
て

本
来
の
正
し
い
内
容
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
神
話
で
あ
っ
て
も
史
書
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
認
識
が
編
纂

時
に
、
同
様
に
働
い
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

諸
家
の
文
書
は
、
か
つ
て
体
験
し
た
﹁
正
し
い
内
容
﹂
か
ら
派
生
し
変
化
し
た
も
の
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
、
も
と
の
正
し
い
内
容
を

復
元
す
る
た
め
の
材
料
群
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
相
互
に
勘
案
し
て
、
還
元
す
べ
く
、
伝
承
や
そ
の
過
程
で
の
変
化
の
結
果
こ

れ
ら
を
生
じ
う
る
よ
う
な
、
も
と
に
あ
っ
た
は
ず
の
一
つ
の
事
実
も
し
く
は
真
実
を
導
き
出
し
像
を
結
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
編
纂
作
業

で
用
い
ら
れ
た
原
資
料
は
今
に
伝
わ
ら
ず
、
編
集
結
果
だ
け
が
今
に
伝
わ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
結
果
を
得
る
ま
で
の
過
程
は
直

接
に
は
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
『
古
事
記
』
の
序
に
見
え
る
認
識
か
ら
、
当
然
こ
う
し
た
こ
と
が
編
集
の
重
要
な
作
業
の

一
つ
と
し
て
、
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ロ　
『
日
本
書
紀
』

編
纂
当
時
に
あ
っ
た
、
諸
説
の
正
誤
を
判
別
し
て
正
し
い
も
の
だ
け
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
意
図
は
、『
古
事
記
』
に
限
ら
れ
る
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も
の
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
で
も
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
は
、
そ
の
成
立
の
記
事
が
『
続
日
本
紀
』
に
な
く
、
ま
た
『
古
事
記
』
を
継
承
す
る
書
物
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

さ
ら
に
成
立
後
も
し
ば
ら
く
学
問
の
対
象
と
さ
れ
た
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
な
ど
、
成
立
後
の
扱
わ
れ
方
を
見
る
な
ら
ば
国
家
の
基
礎
を

な
し
た
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
天
武
天
皇
の
私
的
事
業
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
成
立
後
に
、
国
家
の
基

礎
と
い
う
べ
き
扱
い
が
な
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
現
在
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
『
日
本
書
紀
』
に

は
序
文
が
な
く
、
ま
た
完
成
時
に
も
﹁
是
よ
り
先
、
一
品
舎
人
親
王
、
勅
を
奉
り
て
日
本
紀
を
修
め
た
ま
う
。
是
に
至
り
て
功
成
り
、

紀
卅
卷
・
系
圖
一
卷
を
奏
上
し
た
ま
う
。﹂）

10
（

と
あ
る
だ
け
で
、
成
立
に
い
た
る
詳
し
い
経
緯
や
目
的
な
ど
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、『
日
本
書
紀
』
の
企
図
を
継
承
し
て
『
続
日
本
紀
』
以
下
の
歴
史
書
が
作
ら
れ
、
ま
た
日
本
書
紀
講
筵
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事

実
か
ら
す
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
こ
そ
律
令
期
の
国
家
の
基
礎
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
古
事
記
』
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
、
諸
説
の
正
誤
を
判
別
し
て
正
し
い
も
の
だ
け
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
国
家
の
基
礎

に
関
わ
る
目
的
は
、『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
『
古
事
記
』
特
有
の
性
格
と
す
べ
き
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
も
『
古
事
記
』
と
同

様
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
目
的
を
『
日
本
書
紀
』
こ
そ
が
よ
り
強
く
有
し
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』

を
無
批
判
に
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
両
者
は
同
様
の
指
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
編
纂
の
意
図
を
踏
ま
え
る
と
き
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
の
構
成
は
関
心
を
引
く
。
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
の
神
代

紀
は
、
ま
ず
あ
る
程
度
の
長
さ
に
区
切
ら
れ
た
本
文
（
も
し
く
は
正
文
）
が
あ
り
、
そ
の
区
切
り
ご
と
に
本
文
と
は
別
に
一
書
と
い
う

も
の
が
加
え
ら
れ
、
し
か
も
一
書
は
し
ば
し
ば
複
数
あ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

諸
説
の
正
誤
を
判
別
し
取
捨
選
択
し
て
国
家
の
基
礎
と
す
る
と
い
う
意
図
は
『
日
本
書
紀
』
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
加
え
て
『
日
本
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書
紀
』
で
も
、
神
話
に
続
く
神
武
天
皇
以
降
の
部
分
（
以
下
、
天
皇
紀
と
す
る
。）
で
は
、『
古
事
記
』
と
同
様
に
一
つ
の
本
文
の
み
を
記

す
こ
と
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
神
代
紀
で
も
当
然
正
誤
を
判
別
し
正
し
い
も
の
を
記
し
た
と
、
ま
ず
は
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
神
代
に
特
徴
的
に
見
え
る
一
書
は
、
諸
家
が
伝
え
る
複
数
の
帝
紀
・
旧
辞
に
由
来
す
る
が
、
こ
れ
か
ら

正
誤
を
判
別
し
選
別
す
べ
き
材
料
・
素
材
な
の
で
は
な
く
て
、
す
で
に
正
誤
を
判
断
し
選
別
さ
れ
た
結
果
残
さ
れ
た
﹁
正
実
﹂
な
内
容

な
の
で
あ
る
。
た
と
え
も
と
と
な
っ
た
資
料
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
し
て
も
、
選
別
の
と
き
な
お
残
す
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
正

し
い
真
実
と
判
断
さ
れ
た
う
え
で
、
諸
一
書
と
な
っ
た
。

た
だ
そ
の
形
式
が
き
わ
め
て
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
は
、
本
文
の
み
で
構
成
し
て
他
の
説
を
併
記
し
な
い
と

い
う
『
古
事
記
』
が
採
用
し
た
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
諸
説
か
ら
取
捨
選
択
し
て
正
し
い

も
の
だ
け
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
目
的
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
避
け
て
別
の
ス
タ
イ
ル
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
文
の
ほ
か
に
一
書
を
併
記
す
る
と
い
う
こ
の
特
徴
的
な
形
式
は
、
い
か
な
る
理
由
で
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三　

諸
説
・
一
書
に
よ
る
補
完
と
書
紀
の
構
造

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
で
用
い
ら
れ
た
文
書
は
、
相
互
に
比
較
検
討
し
正
誤
を
判
断
し
取
捨
選
択
す
る
材
料
と
な
る
諸
家

が
各
々
伝
え
た
帝
紀
・
旧
辞
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
か
に
も
複
数
の
文
書
が
、
帝
紀
・
旧
辞
と
は
異
な
る

仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
文
書
は
具
体
的
書
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
百
済
記
』
は
、
神
功
皇
后
六
十
二
年
の
新
羅
征
伐
や
応
神
天
皇
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八
年
の
百
済
人
来
朝
、
同
二
十
五
年
の
百
済
王
の
代
替
わ
り
で
執
政
と
な
っ
た
木
満
致
の
情
報
な
ど
を
補
足
す
る
た
め
に
、
注
に
書
名

を
明
記
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
百
済
本
記
』
も
、
多
く
継
体
紀
と
欽
明
紀
で
、
本
文
に
対
す
る
説
明
を
加
え
る
た
め
に
、
注
で
書

名
を
明
記
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
継
体
・
欽
明
紀
は
本
文
ま
で
も
が
、
多
く
が
『
百
済
本
記
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
ま
た
『
伊
吉
博
徳
書
』
は
遣
唐
使
に
随
行
し
た
際
の
伊
吉
博
徳
が
記
録
し
た
も
の
で
、
斉
明
天
皇
の
五
年
七
月
条
、
六
年
七
月

条
、
七
年
五
月
条
な
ど
の
遣
唐
使
に
関
す
る
記
事
の
注
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
本
文
で
は
、
遣
唐
使
に
蝦
夷
を
と
も
な
っ
た
な

ど
、
簡
潔
な
記
述
の
み
だ
が
、
注
で
は
『
伊
吉
博
徳
書
』
を
引
用
し
情
報
を
補
い
加
え
て
、
よ
り
詳
細
に
出
来
事
を
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
『
日
本
書
紀
』
で
は
書
名
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
釈
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、『
安
斗
宿
禰
智
徳
日
記
』
や
『
調
連
淡
海
日

記
』
な
ど
天
武
天
皇
の
舎
人
に
よ
る
資
料
に
基
づ
い
て
壬
申
の
乱
の
記
事
が
構
成
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る）

11
（

。

こ
れ
ら
の
文
書
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
過
程
で
諸
家
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
朝
廷
は
入
手
し
た
よ
う
で
あ
る）

12
（

。
そ
れ
ま
で
、
こ
れ

ら
は
朝
廷
に
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
が
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
朝
廷
が
直
接
は
関
知
し
な
か
っ
た
出
来
事
か
、

朝
廷
に
と
っ
て
必
ず
し
も
重
要
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
こ
れ
を
各
氏
族
が
伝
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
各
氏
族
が
知

り
え
た
事
柄
で
、
な
お
か
つ
伝
え
る
べ
き
重
要
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏

族
の
職
掌
を
含
む
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
特
徴
的
な
活
動
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
提
出
さ
れ
た
文
書
の
多
く
は
、
各
氏
族
自
ら

を
当
事
者
と
す
る
伝
承
や
記
録
で
あ
り
、
そ
の
性
質
ゆ
え
に
他
氏
族
が
伝
え
る
も
の
と
内
容
が
重
な
る
こ
と
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
あ

る
出
来
事
の
記
録
は
、
そ
の
当
事
者
と
な
っ
た
氏
族
に
は
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
が
、
出
来
事
に
関
与
し
な
か
っ
た
他
の
氏
族
に
伝
え
ら
れ

る
契
機
は
少
な
い
。
諸
文
書
は
、
互
い
に
他
へ
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
多
く
は
互
い
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
関
係
と
な
る
。
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一
部
に
は
、
正
誤
の
判
断
を
保
留
し
後
世
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
意
図
し
た
記
述
も
あ
る
が）

13
（

、
こ
う
し
た
文
書
の
多
く
は
、
本
文
と
矛

盾
も
し
く
は
対
立
す
る
内
容
を
異
説
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
上
、
本
文
に
は
な
い
情
報
を
付
け
加
え
て
補
う
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
編
纂
時
に
も
厳
し
い
批
判
の
機
会
を
持
つ
こ
と
な
く
、
朝
廷
が
保
有
す
る
も
の
の
欠
落
・
空
白
部
分
を
補

足
・
補
完
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
た
。
複
数
の
帝
紀
・
旧
辞
の
処
理
と
は
異
な
る
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
歴
史
書
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
。

朝
廷
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
の
手
元
に
一
定
量
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
信
頼
す
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
。
も
し
も
、
朝
廷

に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
記
録
こ
そ
が
、
歴
史
書
に
記
す
べ
き
内
容
、
歴
史
書
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
を
間
違
い
な
く
正
し
く

伝
え
る
こ
と
が
歴
史
書
編
纂
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
氏
族
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
墓
碑
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
を
集
め
る
必
要
は
な

い
し
、
歴
史
書
の
な
か
に
そ
れ
ら
の
記
述
を
取
り
込
む
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
諸
氏
族
に
資
料
を
提
出
さ
せ
て
利
用
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
朝
廷
に
あ
る
資
料
だ
け
で
は
歴
史
書
を
編
纂
す
る
の
に
不
足
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
朝
廷
が
十
分
に
は
記
録
・
把
握
し
て
い
な
い
出
来
事
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
含
め
て
こ
そ
歴
史
書
は
成
立
す

る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。

つ
ま
り
歴
史
書
の
編
纂
は
、
す
で
に
把
握
で
き
た
限
界
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
把
握
で
き
た
限
界
を
超
え
て
展

開
さ
れ
て
い
る
。
諸
家
の
伝
え
る
文
書
は
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
が
、
編
纂
を
は
じ
め
る
と
き
に
は
朝
廷
が
い
ま
だ
把
握
で
き
て
い

な
か
っ
た
潜
在
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
集
め
て
、
未
知
を
既
知
に
転
じ
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
書
の
編
纂
作
業
で
あ
る
。
歴
史
書

に
取
り
入
れ
る
べ
き
事
柄
の
把
握
は
、
は
じ
め
か
ら
未
知
な
る
事
柄
を
想
定
す
る
開
い
た
構
造
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で

に
知
り
え
た
こ
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
完
結
し
た
閉
鎖
的
体
系
を
な
し
て
は
い
な
い
。
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こ
う
し
た
天
皇
紀
で
見
ら
れ
る
、
不
足
部
分
を
補
完
す
る
『
百
済
記
』
や
『
伊
吉
博
徳
書
』
の
よ
う
な
資
料
の
用
い
方
は
、
神
代
紀

の
一
書
で
も
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
釈
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
、
文
字
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
の
問
答
で
は
、
正
当
性
に
つ
い
て
と
く
に
説
明
す
る
こ
と
も
な
く
、
一

書
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
成
立
か
ら
は
時
代
が
下
る
も
の
で
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
の
意
識
と
一
定
程
度
の

隔
た
り
が
想
定
さ
れ
る
が
、
参
考
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

又
問
ふ
。
假
名
字
は
誰
人
の
作
る
所
な
る
や
。

（
中
略
）
先
師
、
説
き
て
云
く
、
漢
字
、
我
朝
に
傳
来
せ
る
は
、
應
神
天
皇
の
御
宇
な
り
。
和
字
に
於
て
は
、
其
の
起
こ
り
は
神

代
に
在
る
可
き
か
。
龜
卜
之
術
は
、
神
代
よ
り
起
こ
れ
り
。
所
謂
此
の
紀
の
一
書
の
説
、
陰
陽
二
神
、
蛭
兒
を
生
む
に
、
天
神
、

太
占
を
以
て
之
を
卜
ひ
、
乃
ち
時
日
を
卜
定
し
て
降
る
。
文
字
無
く
ん
ば
、
豈
に
卜
を
成
す
可
け
ん
や
と
。
作
る
こ
と
、
事
の
濫

觴
の
神
代
に
在
る
可
き
は
、
幽
玄
に
し
て
測
り
難
し
。
伊
呂
波
は
弘
法
大
師
の
作
る
所
の
由
、
申
し
傳
ふ
る
か
。
此
は
、
昔
よ
り

傳
来
の
和
字
を
伊
呂
波
に
作
成
せ
ら
る
起
り
な
り）

14
（

。

先
師
の
説
を
引
用
し
、
漢
字
の
伝
来
時
期
に
続
け
、
日
本
固
有
の
文
字
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
天
神
が
太フ
ト
マ
ニ占

を
し
た
こ
と

が
神
代
紀
の
一
書
に
見
え
、
こ
の
太
占
（
こ
の
文
脈
で
は
亀
卜
と
同
じ
と
解
釈
し
て
い
る
。）
は
文
字
を
用
い
て
行
う
も
の
だ
か
ら
、
神
代

に
す
で
に
文
字
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
神
代
の
こ
と
な
の
で
幽
玄
で
判
断
し
が
た
い
と
い
う
。

神
代
紀
で
の
太
占
に
つ
い
て
は
一
書
の
み
に
記
さ
れ
る
た
め
、
和
字
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
一
書
は
正
誤
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の
判
断
を
下
す
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
正
誤
を
判
断
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
文
だ
け
で
は
不
足
す
る
情
報
を
補
う
も

の
と
し
て
一
書
が
参
照
さ
れ
て
い
て
、
位
置
づ
け
は
『
百
済
記
』
や
『
伊
吉
博
徳
書
』
な
ど
と
同
様
で
あ
る
。
一
書
で
あ
る
こ
と
が
信

頼
性
の
低
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
認
識
は
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
『
釈
日
本
紀
』
で
は
、
一
書
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
弘
仁
私
記
を
引
用
し
な
が
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

問
ふ
。
此
書
の
注
、
史
文
を
釋
さ
ず
。
多
く
一
書
・
或
説
を
引
載
す
。
そ
の
意
は
如
何
。

答
ふ
。
師
説
、
此
の
注
の
中
に
解
釋
無
き
に
あ
ら
ず
。
但
し
又
一
書
・
一
説
・
或
曰
・
亦
曰
を
引
載
す
る
は
、
上
古
の
間
、
好
事

之
家
の
著
す
所
の
古
語
の
書
、
稍
そ
の
數
有
る
な
り
。
此
書
を
撰
す
る
時
、
盡
く
採
用
ず
と
雖
も
、
亦
た
弃
つ
る
能
は
ず
。
仍
り

て
加
へ
載
す
所
な
り
。
是
れ
則
ち
裴
松
の
三
國
志
注
の
例
な
り
。
弘
仁
三
巻
私
記
序
に
云
は
く
﹁
異
端
・
小
説
・
怪
力
乱
神
は
、

多
聞
を
備
ふ
る
を
爲
し
て
、
該
博
な
ら
ざ
る
な
し
。
一
書
及
び
或
説
は
異
端
爲
り
。
反
語
及
び
諺
曰
は
小
説
爲
る
な
り
﹂
と
い
へ

り
。
此
の
意
尤
も
三
國
志
之
注
に
叶
ふ
な
り）

15
（

。

﹁
三
國
志
注
﹂
の
例
と
は
、
六
朝
の
宋
代
に
裴
松
之
が
『
三
国
志
』
に
加
え
た
注
の
こ
と
で
、
語
句
の
意
味
や
読
み
方
お
よ
び
典
故

な
ど
の
訓
詁
よ
り
も
、
本
文
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
異
説
や
補
足
的
情
報
を
記
し
た
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
一

書
・
一
説
・
或
曰
・
亦
曰
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う）

16
（

。

こ
こ
で
は
、
神
代
紀
に
特
徴
的
に
見
え
る
一
書
が
、
一
説
・
或
曰
・
亦
曰
な
ど
諸
天
皇
紀
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
と
同
様
の
も

の
と
見
な
さ
れ
、
両
者
の
あ
い
だ
に
質
的
な
違
い
が
あ
る
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
と
し
て
も
、
単
純
に
不
要
な
も
の
と
し
て
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
正
統
で
は
な
い
内
容
や
、

取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
一
書
と
し
て
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
該
博
﹂
に
な
る
と
い
う
立
場
で
、
程
度

の
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
神
代
紀
の
一
書
は
﹁
該
博
﹂
で
あ
る
こ
と
の
助
け
と
な
る
と
し
て

収
録
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る）

17
（

。

神
代
紀
は
、
こ
う
し
た
諸
説
や
一
書
の
存
在
を
求
め
期
待
す
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』、
な
か
で
も
神
代
紀
は
起
源
説
話
的
性
質
が
強
い
。
天
と
地
と
い
う
世
界
の
構
造
の
成
立
か
ら
は
じ
ま
り
、
国
土
と
な

る
大
八
洲
や
天
皇
の
存
在
な
ど
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
当
時
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
、
現
に
そ
の
よ
う
に
あ
る
由
来
を
説
明
す
る
。

あ
る
も
の
は
本
文
で
起
源
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
記
し
、
あ
る
も
の
は
本
文
に
は
記
述
が
な
い
も
の
の
一
書
で
起
源
や
由
来
が
述
べ
ら

れ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
事
物
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
ア
オ
ヒ
ト
ク
サ
（
国
民
・
人
民
）
の
存
在
や
出
雲
国

な
ど
は
、
当
時
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
事
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
起
源
が
語
ら
れ
ず
、
い
つ
の
ま
に
か
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も

の
と
し
て
唐
突
に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
本
文
ば
か
り
で
な
く
諸
々
の
一
書
で
も
、
起
源
や
由
来
が
な
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
神
代
紀
は
、
天
地
の
は
じ
ま
り
す
な
わ
ち
世
界
の
は
じ
ま
り
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
述
べ
、
世
界
全
体
を
網
羅
す
る
記
述

で
あ
る
か
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
代
紀
全
体
と
し
て
は
、
網
羅
し
き
れ
な
い
事
柄
の
存
在
が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ

れ
ら
を
無
理
に
完
結
さ
せ
ず
に
補
足
・
補
完
す
べ
き
余
地
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
知
り
え
た
限
界
の
範
囲
内
で
組
み
立
て
う
る
全
体
像
を
、
自
己
完
結
的
な
閉
鎖
的
構
造
の
も
の
と
し
て
作
り

上
げ
る
と
い
う
方
針
は
と
ら
な
か
っ
た
。
知
り
え
た
も
の
を
世
界
の
全
体
と
は
せ
ず
に
、
い
ま
だ
知
ら
な
い
事
物
の
存
在
も
前
提
に
す

る
非
閉
鎖
構
造
、
自
己
完
結
し
て
い
な
い
構
造
と
し
て
作
ら
れ
る
。
こ
の
非
閉
鎖
構
造
・
非
自
己
完
結
構
造
に
は
、
い
ま
だ
取
り
込
ま
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れ
て
い
な
い
文
書
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
論
理
的
空
間
が
あ
い
て
い
る
。
諸
天
皇
紀
と
神
代
紀
と
の
あ
い
だ
に
は
性
質
の
違
い
が
あ

る
も
の
の
、
神
代
紀
だ
け
が
過
不
足
の
な
い
自
己
完
結
的
構
成
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
や
は
り
諸
天
皇
紀
と
同
様
で
、
全
体
の
構
成
と

し
て
一
書
を
取
り
込
む
余
地
が
は
じ
め
か
ら
確
保
さ
れ
て
い
て
、
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
一
書
と
な
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま

だ
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
も
の
を
も
射
程
に
お
さ
め
て
い
る
。
書
物
は
記
述
し
た
も
の
の
総
体
と
し
て

出
来
上
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
超
え
る
広
が
り
を
論
理
的
に
は
じ
め
か
ら
内
包
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
は
、

は
じ
め
か
ら
、
さ
ら
な
る
一
書
を
呼
び
込
む
構
造
で
作
ら
れ
て
い
る）

18
（

。

諸
氏
の
伝
承
を
集
め
た
背
景
に
あ
る
認
識
は
、
神
代
紀
で
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。
神
代
紀
と
天
皇
紀
は
、『
類
聚
国
史
』
で
の
扱
い

に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
性
質
が
異
な
る
と
し
て
し
ば
し
ば
区
別
さ
れ
る
が
、
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
事
物
も
あ
っ
て
、
そ
れ

を
含
め
て
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
基
底
的
認
識
は
通
底
し
て
い
る
。

四　

併
存
す
る
一
書
群
と
祝
詞
の
競
合
性

神
代
紀
一
書
に
は
、
ほ
か
に
は
な
い
特
有
の
情
報
を
伝
え
る
『
伊
吉
博
徳
書
』
や
『
百
済
本
紀
』
な
ど
と
同
様
の
性
質
の
も
の
も
あ

る
が
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
部
分
は
、
同
一
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
複
数
の
記
述
を
並
列
す
る
こ
と
で
あ
る
。
完
全
に
重
な
る
内
容
と

い
う
わ
け
で
な
い
が
、
根
幹
を
な
す
内
容
が
互
い
に
重
な
る
こ
と
は
、
一
書
に
は
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
神
代
紀
の
冒
頭
か
ら
本
文

お
よ
び
諸
一
書
が
そ
う
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
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古
に
天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰め

を陽
分
れ
ざ
り
し
と
き
、
渾ま

ろ
か沌

れ
た
る
こ
と
鶏
子
の
如
く
し
て
、
溟ほ

の
か涬

に
し
て
牙き

ざ
しを

含
め
り
。
其
れ

清す
み
あ
き
ら
か
陽
な
る
も
の
は
、
薄た

な
び靡
き
て
天
と
爲
り
、
重お

も
く
に
ご濁れ
る
も
の
は
、
淹
滯つ

つ

ゐ
て
地
と
爲
る
に
及
び
て
、
精

く
は
し
く
た
へ
妙
な
る
が
合あ

へ
る
は
摶

り
易
く
、
重
濁
れ
る
が
凝
り
た
る
は
竭
り
難
し
。
故
、
天
先
づ
成
り
て
地
後
に
定
る
。
然
し
て
後
に
、
神か

み聖
、
其
の
中
に
生あ

れ
ま

す
。
故
曰
は
く
、
開

あ
め
つ
ち
ひ
ら

闢
く
る
初
に
、
洲く

に
つ
ち壌

の
浮
れ
漂
へ
る
こ
と
、
譬
へ
ば
游
魚
の
水
上
に
浮
け
る
が
猶
し
。
時
に
、
天
地
の
中
に

一ひ
と
つ
の
も
の物

生な

れ
り
。
状

か
た
ち

葦あ
し
か
び牙

の
如
し
。
便
ち
神
と
化
爲な

る
。
國
常
立
尊
と
號
す
。
次
に
國
狹
槌
尊
。
次
に
豐
斟
渟
尊
。
凡
て
三
の
神

ま
す
。
乾

あ
め
の
み
ち道
獨ひ

と
り

化な

す
。
所
以
に
、
此
の
純

を
と
こ
の
か
ぎ
り
男
を
成
せ
り
。

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
一

ひ
と
つ
の
も
の物
虚そ

ら
の
な
か
中
に
在あ

り
。
状か

た
ち貌
言
ひ
難
し
。
其
の
中
に
自
づ
か
ら
化な

り
い生
づ
る

神
有ま

す
。
國
常
立
尊
と
號
す
。
亦
は
國
底
立
尊
と
曰
す
。
次
に
國
狹
槌
尊
。
亦
は
國
狹
立
尊
と
曰
す
。
次
に
豐
國
主
尊
。
亦
は

豐
組
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
豐
香
節
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
浮
經
野
豐
買
尊
と
曰
す
。
亦
は
豐
國
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
豐
齧
野
尊
と

曰
す
。
亦
は
葉
木
國
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
見
野
尊
と
曰
す
。（
中
略
）

一
書
に
曰
は
く
、
天あ

め
つ
ち地

混ま
ろ
かれ

成
る
時
に
、
始
め
て
神か

み人
有ま

す
。
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
と
號
す
。
次
に
國
底
立
尊
。
彦
舅
、
此
を

ば
比
古
尼
と
云
ふ
。

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
始
め
て
倶
に
生
づ
る
神
有
す
。
國
常
立
尊
と
號
す
。
次
に
國
狹
槌
尊
。
又

曰
は
く
、
高
天
原
に
所
生あ

れ
ま
す
神
の
名
を
、
天
御
中
主
尊
と
曰
す
。
次
に
高
皇
産
靈
尊
。
次
に
神
皇
産
靈
尊
。』
皇
産
靈
、

此
を
ば
美
武
須
毘
と
云
ふ
。

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
未
だ
生
ら
ざ
る
時
、
譬
へ
ば
海
上
に
浮
べ
る
雪
の
根
係
る
所
無
き
が
猶
し
。
其
の
中
に
一

ひ
と
つ
の
も
の物
生な

れ

り
。
葦
牙
の
初
め
て
泥ひ

ぢ

の
中
に
生お

ひ
いで

た
る
が
如
し
。
便
ち
人か

み

と
化
爲な

る
。
國
常
立
尊
と
號
す
。
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一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
物
有
り
。
葦
牙
の
若
く
し
て
、
空そ

ら

の
中
に
生
れ
り
。
此
に
因
り
て
化
る
神

を
、
天
常
立
尊
と
號
す
。
次
に
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
。
又
物
有
り
。
浮

う
か
べ
る
あ
ぶ
ら
膏
の
若
く
し
て
、
空
の
中
に
生
れ
り
。
此
に
因
り
て
化

る
神
を
、
國
常
立
尊
と
號
す）

19
（

。

神
代
紀
第
一
段
は
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
か
っ
た
一
書
第
二
こ
そ
内
容
の
異
な
る
別
の
説
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
除
き

こ
こ
で
示
し
た
諸
一
書
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
表
記
や
表
現
に
違
い
が
あ
り
、
ま
た
内
容
的
に
も
同
一
で
は
な
い
も
の
の
、
あ

く
ま
で
同
じ
出
来
事
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
天
地
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
と
き
に
物
体
が
発
生
し
て
神
と
な
っ
た
と

い
う
根
幹
部
分
は
同
じ
で
あ
り
、
同
一
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
複
数
の
伝
承
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
諸
一
書
は
、
あ
る
も
の
が

正
し
い
な
ら
ば
、
別
の
も
の
は
正
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
、
内
容
的
に
単
純
に
は
両
立
は
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
関
係
に
あ

る
。
こ
う
し
た
性
質
の
諸
一
書
は
、
神
代
紀
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
に
見
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』
の
序
に
見
え
る
構
成
の
理
念
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
正
実
な
る
も
の
と
虚
偽
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
整
合
化
し

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、『
古
事
記
』
で
は
そ
の
よ
う
に
単
一
の
本
文
が
あ
る
の
み
と
な
っ
て
い

る
。『
古
事
記
』
で
は
一
つ
の
真
実
か
ら
複
数
の
伝
承
が
成
立
し
た
と
考
え
て
、
そ
の
一
つ
の
真
実
を
﹁
復
元
﹂
し
結
像
さ
せ
た
。

し
か
し
『
日
本
書
紀
』
で
は
そ
の
よ
う
に
は
せ
ず
、
本
文
の
ほ
か
に
複
数
の
一
書
を
併
記
す
る
と
い
う
構
成
に
し
て
、
複
数
の
像
を

結
ば
せ
て
い
る
。
諸
一
書
を
整
合
化
は
せ
ず
、
あ
た
か
も
別
々
の
事
柄
に
つ
い
て
の
競
合
の
な
い
独
立
し
た
記
述
で
あ
る
か
の
よ
う
な

扱
い
を
あ
え
て
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
複
数
の
も
の
が
た
だ
一
点
に
収
束
し
像
を
結
ぶ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

あ
え
て
拡
散
な
い
し
分
散
さ
せ
多
元
化
を
指
向
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
文
及
び
諸
一
書
を
、
同
根
か
ら
分
化
し
た
諸
説
と
し
て
理
解
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可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
せ
ず
に
、
異
根
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
た
別
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
直
し
て
い
る
。
本

文
と
諸
一
書
は
単
純
な
択
一
関
係
な
ど
に
は
な
い
。
そ
う
思
え
る
も
の
を
、
相
互
補
完
・
補
足
関
係
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
、
認
識
に

か
か
わ
る
き
わ
め
て
重
大
な
転
換
を
施
す
こ
と
で
、
神
代
紀
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

天
皇
紀
に
見
ら
れ
る
『
百
済
記
』
や
『
伊
吉
博
徳
書
』
な
ど
の
諸
説
は
、
い
わ
ば
水
平
方
向
に
重
な
る
こ
と
な
く
広
げ
ら
れ
、
カ
バ

ー
で
き
る
範
囲
を
よ
り
ひ
ろ
く
し
よ
う
と
つ
な
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
神
代
紀
を
特
徴
づ
け
る
一
書
は
、
本
来
一
つ
の
も
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
融
合
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
い
わ
ば
垂
直
方
向
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
性
を
維
持
し
重
層
構
造
と
な

る
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
内
容
的
に
択
一
関
係
に
あ
り
、
両
立
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
併
存
す
る
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
と

い
う
一
つ
の
文
献
の
中
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
の
関
係
は
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
と
祝
詞
の
あ
い
だ
に
も
成
り

立
っ
て
い
る
。
天
孫
降
臨
と
い
う
神
代
紀
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
続
く
、
そ
の
導
入
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
神

代
紀
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

故
、
高
皇
産
靈
尊
、
八
十
諸
神
を
召
し
集
へ
て
、
問
ひ
て
曰
は
く
﹁
吾
、
葦
原
中
國
の
邪
鬼
を
撥
ひ
平
け
し
め
む
と
欲お
も

ふ
。
當ま

さ

に

誰
を
遣
さ
ば
宜よ

け
む
。
惟
、
爾
諸
神
、
知
ら
む
所
を
隱
し
ま
し
そ
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
僉み

な

曰
さ
く
﹁
天
穗
日
命
は
、
是こ

れ

神
の
傑
な

り
。
試
み
ざ
る
べ
け
む
や
﹂
と
ま
う
す
。
是
に
、
俯
し
て
衆
の
言
に
順
ひ
て
、
即
ち
天
穗
日
命
を
以
て
往
き
て
平
け
し
む
。
然
れ

ど
も
此
の
神
、
大
己
貴
神
に
侫
り
媚
び
て
、
三
年
に
比な及
る
ま
で
、
尚
し
報

か
へ
り
こ
と
ま
う
聞
さ
ず
。
故
、
仍
り
て
其
の
子
大
背
飯
三
熊
之
大

人
、︿
大
人
、
此
を
ば
于
志
と
云
ふ
。﹀
亦
の
名
は
武
三
熊
之
大
人
を
遣
す
。
此
亦ま

た還
其
の
父
に
順お

も
ねり

て
、
遂
に
報
聞
さ
ず
。
故
、
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高
皇
産
靈
尊
、
更
に
諸
神
を
會つ

ど

へ
て
、
當
に
遣
す
べ
き
者
を
問
は
せ
た
ま
ふ）

20
（

。

同
様
の
話
で
は
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。

高
天
の
神
王
高
御
魂
・
神
魂
命
の
、
皇
御
孫
の
命
に
天
の
下
大
八
嶋
国
を
事
避
り
奉
り
し
時
、
出
雲
臣
等
が
遠
つ
神
天
穂
比
命
を

国く
に
が
た體

見
に
遣
は
し
し
時
に
、
天
の
八
重
雲
を
押
し
別
け
て
、
天
翔
り
国
翔
り
て
、
天
の
下
を
見
廻
り
て
、
返
り
事
申
し
給
は
く
、

豐
葦
原
の
水
穂
の
国
は
、
昼
は
五さ

ば

え
月
蝿
な
す
水
沸
き
、
夜
は
火ほ

べ瓫
な
す
光
る
神
在
り
。
石
根
・
木
の
立
ち
・
青あ

を
み
な
わ

水
沫
も
事
問
ひ

て
、
荒
ぶ
る
国
な
り
け
り
。
然
れ
ど
も
鎮
め
平
け
て
、
皇
御
孫
の
命
に
安
国
と
平
ら
け
く
知
ろ
し
坐
さ
し
め
む
と
申
し
て
、
己
れ

命
の
児
天
夷
鳥
命
に
布
都
怒
志
命
を
副
へ
て
天
降
し
遣
は
し
て
、
荒
ぶ
る
神
等
を
撥
ひ
平む

け
、
国
作
ら
し
し
大
神
を
も
媚
び
鎮
め

て
、
大
八
嶋
国
の
現う

つ

し
事
・
顕
は
事
事
避
ら
し
め
き）

21
（

。

天
孫
の
天
降
り
に
先
立
つ
地
上
の
平
定
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
地
上
を
平
定
す
べ
く
派
遣
さ
れ
な
が
ら

命
令
を
遂
行
せ
ず
、
反
対
に
そ
の
相
手
に
帰
順
し
た
と
さ
れ）

22
（

、
こ
れ
に
対
し
祝
詞
の
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
、
皇
孫

が
統
治
で
き
る
よ
う
に
と
、
先
ん
じ
て
地
上
に
降
っ
て
荒
々
し
い
神
た
ち
を
平
定
し
た
と
述
べ
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と

を
忠
実
に
遂
行
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
命
令
に
背
き
離
反
し
た
の
か
、
両
者
の
行
動
は
正
反
対
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
と
祝
詞
と
の

内
容
は
同
時
に
成
り
立
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
『
日
本
書
紀
』
と
祝
詞
は
、
両
者
と
も
に
﹁
現
在
﹂
の
国
も
し
く
は
そ
の
一
部
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
一
方
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の
み
が
正
し
い
と
さ
れ
、
他
方
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
関
係
で
は
な
い
。
現
実
に
は
、
一
方
は
日
本
書
紀
講
筵
に
よ
り
内
容
が

確
認
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
を
継
承
す
る
歴
史
書
を
編
纂
し
、
他
方
で
は
出
雲
の
国
造
が
交
代
す
る
た
び
に
行
わ
れ
る
儀
礼
で
読
ま
れ
て
い

た
。
同
時
に
双
方
が
正
当
な
も
の
と
し
て
、
現
実
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
立
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
内
容
が
と
も
に
あ
る

と
い
う
事
態
は
、
朝
廷
で
は
一
定
の
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
特
有
の
基
底
的
認
識
が
、
そ
こ
で
は
共
有
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
諸
説
が
整
合
し
な
い
こ
と
自
体
が
、
解
消
す
べ
き
状
態
と
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
こ
う
し

た
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

五　

神
の
不
測
性
と
そ
の
記
述
方
法

本
文
と
諸
一
書
に
よ
る
一
見
し
た
と
こ
ろ
矛
盾
す
る
構
成
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
、
ま
た

同
様
の
関
係
に
あ
る
の
が
祝
詞
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
の

構
成
は
、
神
祇
観
念
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
の
祭
祀
制
度
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ
る

崇
神
紀
に
目
を
向
け
る
。
歴
史
的
出
来
事
の
単
な
る
記
録
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
の
観
念
や
認
識
が

読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

詔
し
て
曰
く
﹁
昔
我
が
皇
す
め
み
お
や祖
大
き
に
鴻

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
基
を
啓
き
た
ま
ひ
き
。
其
の
後
に
、
聖

ひ
じ
り
の
わ
ざ業
逾

い
よ
い
よ

高
く
、
王

き
み
の
の
り風
轉

う
た
た
か

盛
な
り
。
意お

も

は
ざ
り

き
、
今
朕
が
世
に
當
り
て
、
數

し
ば
し
ば

災わ
ざ
わ
ひ害

有
ら
む
こ
と
を
。
恐
る
ら
く
は
、
朝
に
善
政
無
く
し
て
、
咎
を
神
祇
に
取
ら
む
や
。
盍
ぞ
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命
神
龜う

ら

へ
て
災
を
致
す
所こ

と
の
よ
し由を

極
め
ざ
ら
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、
天
皇
、
乃
ち
神
淺
茅
原
に
幸い

で
まし

て
、
八
十
萬
の
神
を
會つ

ど

へ

て
、
卜う

ら
と問
ふ
。
是
の
時
に
、
神か

み明
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
憑か

か

り
て
曰
は
く
﹁
天
皇
、
何
ぞ
國
の
治
ら
ざ
る
こ
と
え
を
憂
ふ
る
。
若

し
能
く
我
を
敬
ひ
祭
ら
ば
、
必
ず
當
に
自
平た

ひ
らぎ

な
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
問
ひ
て
曰
は
く
﹁
如か

く此
教の

た
まふ

は
誰
の
神
ぞ
﹂。
答
へ

て
曰
は
く
﹁
我
は
是
倭
國
の
域
の
内
に
所
居お

る
神
、
名
を
大
物
主
神
と
爲い

ふ
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
神
の
語み

こ
とを

得
て
、
教
の
隨

ま
に
ま

に
祭
祀
る
。
然
れ
ど
も
猶
事
に
於し

て
驗
無
し
。
天
皇
、
乃
ち
沐
浴
齊
戒
し
て
、
殿
の
内
を
潔き

よ
ま
は瀞

り
て
、
祈の

み
て
曰
さ
く
﹁
朕わ

れ

、
神

を
禮
ふ
こ
と
尚
未
だ
盡

こ
と
ご
とく
な
ら
ず
や
。
何
ぞ
享
け
た
ま
は
ぬ
こ
と
の
甚
し
き
。
冀
は
く
は
亦
夢
の
裏
に
教
へ
て
、
神

か
み
の
み
う
つ
く
し
び

恩
を
畢つ

く

し
た
ま
へ
﹂
と
ま
う
す
。
是
の
夜
の
夢
に
、
一
の
貴
人
有
り
。
殿
戸
に
對
ひ
立
ち
て
、
自
ら
大
物
主
神
と
稱
り
て
曰
は
く
﹁
天

皇
、
復
た
愁
へ
ま
し
そ
。
國
の
治
ら
ざ
る
は
、
是
吾
が
意
ぞ
。
若
し
吾
が
兒
大
田
田
根
子
を
以
て
。
吾
を
令
祭
り
た
ま
は
ば
、

立た
ち
ど
こ
ろに
平
ぎ
な
む
。
亦
海
外
の
國
有
り
て
、
自
づ
か
ら
の
歸ま

う
し
た
が伏
ひ
な
む
﹂
と
の
た
ま
ふ）

23
（

。（
中
略
）
布あ

ま
ねく
天
下
に
告の

た
まひ
て
、
大
田

田
根
子
を
求ま

ぐ
。﹇
…
略
…
﹈
乃
ち
物
部
連
祖
伊
香
色
雄
を
し
て
、
神
班
物
者
と
せ
む
に
卜
ふ
に
、
吉
し
。
又
、
便た

よ
りに
他あ

た
し
か
み神を
祭

ら
む
と
卜
ふ
に
、
吉
か
ら
ず）

24
（

。（
中
略
）
伊
香
色
雄
に
命

み
こ
と
お
ほせ

て
、
物
部
の
八
十
平
瓮
を
以
て
、
祭
神
之
物
と
作な

さ
し
む
。
即
ち
大

田
田
根
子
を
以
て
、
大
物
主
大
神
を
祭
る
主
と
す
。
又
、
長
尾
市
を
以
て
、
倭
大
國
魂
神
を
祭
る
主
と
す
。
然
し
て
後
に
、
他
神

を
祭
ら
む
と
卜
ふ
に
、
吉
し
。
便
ち
別こ

と

に
八
十
萬
の
羣
神
を
祭
る
。
仍
り
て
天
社
・
國
社
、
及
び
神
地
・
神
戸
を
定
む
。
是
に
疫

病
始
め
て
息や

み
て
、
國や

う
や
く

内
漸
に
謐し

づ
まり

ぬ
。
五
穀
既
に
成み

の

り
て
、
百
姓に

ぎ
は饒

ひ
ぬ）

25
（

。

崇
神
天
皇
の
治
世
に
、
疫
病
が
発
生
し
国
が
危
う
い
ほ
ど
に
な
る
。
そ
こ
で
原
因
を
占
う
と
、
疫
病
は
大
物
主
の
意
思
に
よ
り
発
生

し
た
の
で
あ
り
、
大
物
主
を
祭
れ
ば
お
さ
ま
る
と
い
う
。
言
わ
れ
た
通
り
に
祭
る
が
効
果
が
な
く
、
そ
の
理
由
を
夢
に
た
ず
ね
る
と
、
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大
物
主
の
子
で
あ
る
大
田
田
根
子
に
祭
ら
せ
れ
ば
よ
い
と
教
え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
他
の
神
を
祭
る
こ
と
を
占
う
と
吉
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
の
ち
占
い
の
結
果
に
従
い
、
伊
香
色
雄
に
供
物
を
準
備
さ
せ
、
大
田
田
根
子
に
大
物
主
を
祭
ら
せ
た
。
そ
し
て
他
の
神
を

祭
る
こ
と
を
占
う
と
、
今
度
は
吉
と
な
っ
た
の
で
諸
神
を
も
祭
っ
た
。
こ
こ
で
の
表
記
は
﹁
八
十
萬
の
羣
神
﹂
と
あ
り
、
と
て
も
多
い

神
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
が
、『
古
事
記
』
に
は
﹁
悉
に
遺
し
忘
る
る
こ
と
無
く
幣
帛
を
奉
り
た
ま
ひ
き
﹂
と
あ
り
、
全
て
の
神
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
天
神
地
祇
す
べ
て
の
神
社
と
神
地
お
よ
び
神
戸
が
定
め
ら
れ
、
疫
病
が
お
さ
ま
り
、
国
内
は
お
さ
ま
り
、
穀
物
は
実

り
、
人
々
は
に
ぎ
わ
っ
た
。
祭
祀
の
成
功
に
よ
り
国
が
人
々
の
暮
ら
せ
る
場
所
と
な
っ
た
と
い
う
起
源
説
話
で
あ
る
。

律
令
的
祭
祀
制
度
の
起
源
と
も
さ
れ
る
こ
の
部
分
で
、
な
に
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
占
い
で
明
か
さ
れ
る
神
の
意
思
や
要
求
が
一

定
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
卜
占
に
よ
り
、
疫
病
の
発
生
は
大
物
主
の
意
思
で
あ
り
、
こ
れ
を
祭
れ
ば
よ
い
と
明
ら
か
に
な
る

が
、
そ
の
通
り
に
し
て
も
効
果
が
な
く
、
今
度
は
夢
に
よ
り
大
田
田
根
子
に
祭
ら
せ
ろ
と
い
う
要
求
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
を
実
現

す
る
と
問
題
は
解
決
す
る
。
さ
ら
に
全
国
的
祭
祀
制
度
の
成
立
と
し
て
考
え
る
と
き
に
﹁
他
神
﹂
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
に
ち
が
い
な

い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
も
祭
祀
の
可
否
を
占
う
と
、
最
初
は
吉
と
な
ら
ず
、
次
は
吉
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
祭
っ
た
。
占
い
に
よ
り
明

か
さ
れ
る
大
物
主
の
意
思
や
﹁
他
神
﹂
の
祭
祀
の
可
否
は
、
固
定
す
る
こ
と
な
く
変
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
は
何
の
理

由
も
な
く
説
明
も
な
さ
れ
な
い
。
神
の
意
思
は
、
そ
れ
自
体
の
性
質
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
が
な
く
、
変
化
し
再
現
性
の
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

複
数
の
神
の
祭
祀
が
成
功
し
た
が
、
こ
れ
は
神
と
人
（
天
皇
）
の
双
務
的
な
契
約
で
は
な
い
し
、
原
理
的
に
成
功
が
確
約
さ
れ
た
儀

礼
で
も
な
い
。
過
去
に
祭
祀
が
成
功
し
た
と
し
て
も
、
将
来
の
成
功
は
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
占
い
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
必
ず
し
も

永
続
的
な
何
か
で
も
、
固
定
的
な
真
実
で
も
、
再
現
性
の
あ
る
普
遍
的
な
な
に
か
で
も
な
い
。
神
は
固
定
し
た
自
己
同
一
性
は
な
く
、



─ 47 ─

『日本書紀』神代巻の一書と神祇観念

む
し
ろ
自
己
矛
盾
し
て
い
る
存
在
と
し
て
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。
自
己
同
一
性
が
そ
も
そ
も
な
い
た
め
に
再
現
せ
ず
十
分
に
把
握
で
き

な
い
と
で
も
い
う
べ
き
状
態
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
人
の
理
解
を
超
え
た
﹁
不
測
﹂
の
存
在
と
表
現
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
神
功
紀
で
は
、
神
は
、
存
在
さ
え
も
把
握
が
確
か
な
も
の
と
は
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

時
に
神
有
し
て
、
皇
后
に
託
り
て
誨
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
、﹁（
中
略
）
若
し
能
く
吾
を
祭
り
は
ま
は
ば
、
曾
て
刄
に
血
ら
ず
し
て
、

其
の
國
必
ず
自
づ
か
ら
服
ひ
な
む
。
復
、
熊
襲
も
爲ま

つ
ろ服

ひ
な
む
。
其
の
祭
り
た
ま
は
む
に
は
、
天
皇
の
御
船
、
及
び
穴
門
直
踐
立

の
獻
れ
る
水
田
、
名
け
て
大
田
と
い
ふ
、
是
等
の
物
を
以
て
幣
ひ
た
ま
へ
。﹂
と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
、
神
の
言
を
聞
し
め
し
て
、

疑
の
情
有
し
ま
す
。（
中
略
）﹁
我
が
皇み

お
や
す
め
ら
み
こ
と
た
ち

祖
諸
天
皇
、
盡

こ
と
ご
と
くに

神
祇
を
祭
り
た
ま
ふ
。
豈
、
遺
れ
る
神
有あ

さ
む
や
﹂）

26
（

（
中
略
）
即
ち
知

り
ぬ
、
神
の
言
を
用
ゐ
た
ま
は
ず
し
て
、
早
く
崩
り
ま
し
ぬ
る
こ
と
を）

27
（

。（
中
略
）
皇
后
、
吉
日
を
選
び
て
、
齋
宮
に
入
り
て
、

親
ら
神
主
と
爲
り
た
ま
ふ
。
則
ち
武
内
宿
禰
に
命
し
て
琴
撫ひ

か
し
む
。
中
臣
烏
賊
津
使
主
を
喚
し
て
審
神
者
に
す
。
因
り
て
千
繒

高
繒
を
以
て
、
琴
頭
尾
に
置
き
て
、
請

ね
ぎ
ま
うし

て
曰
さ
く
、﹁
先
の
日
に
天
皇
に
教
へ
た
ま
ひ
し
は
誰
の
神
ぞ
。
願
は
く
は
其
の
名
を

ば
知
ら
む
。﹂
と
ま
う
す
。（
中
略
）
時
に
神
の
語
を
得
て
、
教
の
隨
に
祭
る）

28
（

。

崇
神
天
皇
が
す
べ
て
の
神
を
無
事
に
祭
り
、
そ
の
状
態
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
お
り）

29
（

、
仲
哀
天
皇
は
こ
の
観
念
を
根

拠
の
一
つ
と
し
て
、
あ
ら
た
に
現
れ
出
た
神
の
存
在
を
疑
っ
て
、
祭
祀
の
要
求
を
無
視
し
た
。
し
か
し
神
は
本
当
に
存
在
し
、
無
視
し

た
仲
哀
天
皇
は
祟
り
に
よ
り
没
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
う
け
、
神
功
皇
后
は
、
祟
り
を
な
し
た
神
の
存
在
と
名
前
を
明
ら
か
に
し

て
、
あ
ら
た
め
て
祭
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
神
と
は
ひ
と
た
び
把
握
で
き
た
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
の
存
在
さ
え
完
全
に
は
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把
握
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
は
個
々
の
意
思
が
把
握
し
き
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
存
在
も
把
握
し
き
れ
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
神
は
﹁
不
測
﹂
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
内
容
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
が
国
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
た

律
令
期
に
は
、
過
去
の
成
功
を
維
持
す
る
祭
祀
と
、
あ
ら
た
に
生
じ
る
事
態
に
対
応
す
る
祭
祀
が
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
で
は
な
く
、

両
者
と
も
に
行
わ
れ
る
。
過
去
に
明
か
さ
れ
た
意
思
が
継
続
す
る
場
合
と
、
過
去
の
意
思
が
継
続
し
な
い
場
合
は
、
両
立
し
な
い
は
ず

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
方
の
可
能
性
に
と
も
に
備
え
対
応
し
て
い
る
。

崇
神
天
皇
の
事
跡
と
し
て
象
徴
的
に
描
か
れ
た
祭
祀
は
、
神
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
問
題
を
解
消
さ

せ
た
も
の
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
べ
く
繰
り
返
し
、
こ
れ
が
律
令
的
祭
祀
制
度
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
法
律
と
し
て
明
文

化
し
た
も
の
が
、
神
祇
令
の
最
初
に
あ
る
﹁
凡
そ
天
神
地
祇
は
、
神
祇
官
、
皆
、
常
の
典
に
依
り
て
祭
れ
。﹂
と
い
う
条
文
で
あ
り
、

『
延
喜
式
』
伊
勢
大
神
宮
の
﹁
凡
そ
祭
に
供
う
る
の
物
、
式
条
に
載
せ
ざ
る
は
、
旧
に
よ
り
て
供
え
用
い
、
前
例
を
改
む
る
こ
と
な
か

れ
。﹂
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
仲
哀
・
神
功
紀
に
あ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
存
在
を
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
神
が
あ
ら
た
に
出
現
す
る
場

合
、
そ
れ
ま
で
の
祭
祀
に
加
え
て
あ
ら
た
に
そ
の
神
を
祭
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
祭
祀
を
廃
止
し
て
、
完
全
に
新
し

く
祭
祀
や
そ
の
制
度
を
作
り
直
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
一
度
成
立
し
た
も
の
は
維
持
さ
れ
る
。

制
度
化
さ
れ
た
恒
例
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
影
響
さ
れ
ず
に
、
神
が
祟
り
を
な
し
た
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
は

そ
の
後
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

是
日
異
常
風
雨
。
拔
樹
發
屋
。
卜
之
。
伊
勢
月
讀
神
爲
祟
。
於
是
。
毎
年
九
月
。
准
荒
祭
神
奉
馬
。
又
荒
御
玉
命
。
伊
佐
奈
伎



─ 49 ─

『日本書紀』神代巻の一書と神祇観念

命
。
伊
佐
奈
美
命
。
入
於
官
社
。
又
徙
度
會
郡
神
宮
寺
於
飯
高
郡
度
瀬
山
房）

30
（

。

も
し
も
神
に
十
分
な
自
己
同
一
性
と
再
現
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
毎
年
恒
例
の
祭
祀
を
無
事
に
行
っ
て
い
る
場

合
、
な
に
か
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
が
す
で
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
の
祟
り
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
別
の

な
に
か
に
原
因
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
恒
例
祭
祀
を
行
い
、
そ
の
瑕
疵
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
に
、
す
で
に

祭
ら
れ
て
い
る
神
が
祟
り
を
な
し
た
と
受
け
止
め
て
い
る
。
恒
例
の
祭
祀
が
必
要
と
さ
れ
、
こ
れ
が
成
功
裏
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
成
否
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
神
は
祟
り
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

神
と
は
整
合
的
自
己
同
一
性
を
持
た
な
い
。
過
去
と
現
在
の
整
合
性
や
再
現
性
は
な
く
、
同
時
に
行
わ
れ
る
複
数
の
行
為
は
そ
れ
ぞ

れ
に
独
立
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
整
合
性
や
同
一
性
は
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
神
は
、
一
端
を
確
か
に
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
と
は
異
質
な
他
の
端
も
つ
ね
に
残
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
把
握
が
で
き
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
と

ど
ま
り
、
全
部
が
完
全
に
把
握
さ
れ
た
と
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
﹁
不
測
﹂
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
一
つ
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、

整
合
し
な
い
で
あ
ろ
う
複
数
の
意
思
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
自
己
同
一
性
が
破
綻
し
多
元
化
も
し
く
は
多
重
化
し
た
存
在
と

し
て
神
は
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
話
と
は
、
こ
う
し
た
性
質
の
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
神
の
行
動
を
要
素
と
し
て
形
作
ら
れ
る
。
こ
れ
を
『
日
本
書
紀
』

の
一
部
分
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
知
り
え
た
こ
と
の
み
で
は
完
結
し
た
十
全
な
記
述
は
な
ら
ず
、
知
り
え
た
こ
と
は
あ
く
ま

で
限
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
い
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
収
集
し
加
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
あ
る
べ
き
記
述
の
姿
を
構
成
で

き
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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同
一
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
同
一
性
が
破
綻
し
多
元
化
し
て
い
る
状
態
を
、
あ
ら
た
に
収
集
し
て
で
も
描
き
出
す
な
ら
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
つ
の
状
況
に
あ
っ
て
、
可
能
な
行
動
や
あ
り
方
を
、
整
合
化
も
統
合
も
し
な
い
ま
ま
い
く

つ
も
列
記
し
、
さ
ら
に
そ
こ
で
示
し
た
以
外
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
同
一
の
事
柄
に
対
す
る
複
数
の
記
述
を
、

あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
別
の
事
柄
の
よ
う
に
並
列
に
提
示
す
る
。
こ
れ
こ
そ
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
の
複
数
の
一
書
を
本
文
に

あ
わ
せ
記
す
体
裁
そ
の
も
の
で
あ
る
。

一
書
が
複
数
あ
る
と
い
う
様
式
は
、
複
数
あ
っ
た
伝
承
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
た
だ
残
し
た
と
か
、
正
誤
の
判
断
を
保
留
し
た
結
果

な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
神
は
非
再
現
的
で
固
定
的
性
質
の
存
在
で
は
な
い
と
す
る
観
念
を
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
理
念
に
従

っ
て
表
現
し
た
構
造
な
の
で
あ
る
。
個
別
の
神
の
性
質
を
そ
れ
ぞ
れ
に
描
写
す
る
こ
と
と
は
別
個
に
、『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
て

い
る
当
時
に
認
識
さ
れ
て
い
た
神
の
一
般
的
性
質
を
、
神
代
紀
の
構
造
に
反
映
さ
せ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

も
し
も
複
数
の
も
の
か
ら
単
一
の
像
を
結
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
神
の
非
再
現
性
、
過
去
の
意
思
や
要
求
の
非
拘
束
性
と
い
っ
た
性
質

が
ま
っ
た
く
表
現
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
神
の
性
質
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
同
一
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
述
を
、
競
合
・
矛
盾
関

係
に
あ
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
不
足
し
て
い
る
情
報
を
補
足
す
る
『
百
済
記
』『
伊
吉
博
徳
日
記
』
と
同
じ
よ
う
に
配
列

し
、
複
数
の
像
を
結
ば
せ
、
さ
ら
な
る
一
書
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
非
完
結
的
構
造
を
も
っ
て
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ

の
出
来
事
で
あ
る
は
ず
な
の
に
パ
ラ
レ
ル
な
複
数
の
像
を
結
ん
だ
、
本
文
と
複
数
の
一
書
と
い
う
構
造
こ
そ
が
、
神
祇
の
性
質
を
取
り

こ
ぼ
さ
ず
最
大
限
に
取
り
込
ん
で
、
そ
の
活
動
を
描
写
す
る
形
式
な
の
で
あ
っ
た
。
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六　

む

す

び

神
代
紀
が
本
文
に
複
数
の
一
書
を
加
え
る
と
い
う
特
徴
的
構
成
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
根
底
に
あ
る
観
念
や
認
識
か
ら
考
察
し

た
。『

日
本
書
紀
』
は
『
古
事
記
』
に
も
ま
し
て
、
複
数
あ
る
帝
紀
・
旧
辞
の
正
誤
を
判
断
し
取
捨
選
択
し
国
家
の
基
礎
と
す
べ
き
﹁
正

し
い
﹂
も
の
を
残
す
こ
と
が
、
編
纂
の
動
機
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
代
紀
に
複
数
記
さ
れ
る
一
書
は
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

資
料
の
姿
を
と
ど
め
て
い
た
と
し
て
も
、
い
ま
だ
正
誤
の
判
断
を
さ
れ
て
い
な
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
取
捨
選
択
の
結
果
﹁
正
し

い
﹂
と
判
断
さ
れ
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
が
構
成
す
る
﹁
全
体
﹂
は
、
既
知
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
い
ま
だ
十

分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
集
め
る
こ
と
で
実
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。

神
の
意
思
は
、
崇
神
紀
で
象
徴
的
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
方
的
に
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
再
現
せ
ず
一
定
し
な
い
も
の
で
、

﹁
不
測
﹂
で
あ
り
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
は
、
い
わ
ば
自
己
同
一
性
が
成
立
し
て
い
な
い
存
在
で
あ
り
、
収
束
す
る
単
一
の

﹁
正
し
い
﹂
内
容
が
想
定
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
性
格
は
単
一
の
本
文
の
み
で
は
不
十
分
に
し
か
記
述
で
き
な
い
。
不

足
す
る
情
報
を
も
集
め
合
わ
せ
て
﹁
全
体
﹂
を
記
述
す
べ
き
と
い
う
観
念
が
編
纂
者
の
根
底
に
あ
る
の
で
、
神
の
﹁
不
測
﹂
と
い
う
性

質
を
あ
ら
わ
す
べ
く
、
矛
盾
す
る
複
数
の
説
が
併
存
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
記
述
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
形
式
こ

そ
、
本
文
と
一
書
を
併
記
す
る
構
成
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
構
成
は
神
代
紀
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
動
機
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
古
事
記
』
の
神
話
は
本
文
と
一
書
と
い
う
形
式
を
と
ら
な
い
こ
と
も
、
重
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要
な
論
点
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。『
古
事
記
』
が
一
書
を
持
た
な
い
の
は
、
極
度
に
少
数
の
者
の
手
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
か
ら
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
が）

31
（

、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
1
） 　

渡
邉
卓
『『
日
本
書
紀
』
受
容
史
研
究
：
国
学
に
お
け
る
方
法
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
一
頁
な
ど
。

（
2
） 　

荷
田
春
満
な
ど
も
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
本
文
を
﹁
経
﹂、
一
書
を
﹁
緯
﹂
と
す
る
が
、
こ
れ
も
儒
学
の
経
書
と

緯
書
の
対
比
に
着
想
を
得
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
書
紀
編
纂
時
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

（
3
） 　

歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、
横
田
健
一
『
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
』
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
、
新
川
登
亀
男
・
早
川
万

年
『
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』：
津
田
左
右
吉
を
読
み
な
お
す
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
渡
邉
卓
『『
日
本
書
紀
』
受
容
史
研
究
：
国

学
に
お
け
る
方
法
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
遠
藤
慶
太
『
日
本
書
紀
の
形
成
と
諸
資
料
』
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
笹
川
尚
紀
『
日
本
書

紀
成
立
史
攷
』
塙
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
山
田
純
『
日
本
書
紀
典
拠
論
』（
新
典
社
研
究
叢
書
）
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
な
ど
が
あ
る
。

（
4
） 　

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀　

上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
八

頁
。

（
5
） 　

井
上
光
貞
監
修
・
川
副
武
胤
・
佐
伯
有
清
訳
『
日
本
書
紀
』（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
）
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
頁
。

（
6
） 　

遠
藤
慶
太
『
日
本
書
紀
の
形
成
と
諸
資
料
』
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
九
八
～
九
九
頁
。

（
7
） 　

一
書
の
存
在
に
も
注
意
を
は
ら
う
徳
橋
達
典
『
日
本
書
紀
の
祈
り
：
多
様
性
と
寛
容
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
八
年
）
で
も
﹁『
日
本
書

紀
』
編
纂
者
が
複
数
の
異
伝
を
許
容
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
々
の
物
語
は
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
。（
中
略
）
本
文
に
一
書
を
加
え
た

編
集
方
法
は
、
多
様
な
家
伝
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。（
中
略
）
結
果
と
し
て
編
者
の
作
為
的
内
容
統
制
に
よ
る
記
述
の
一
元
的
合
理
化

を
多
少
な
り
と
も
避
け
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。（
一
七
頁
）﹂
と
し
て
い
る
。

（
8
） 　

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
古
事
記
・
祝
詞
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
一
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
四
四
～
四
七
頁
。

（
9
） 　

こ
こ
の
記
述
で
は
書
物
で
あ
る
か
口
承
さ
れ
た
も
の
か
不
明
だ
が
、
坂
本　

前
掲
書
、
一
四
頁
、
に
よ
れ
ば
、
も
と
は
口
承
で
あ
っ
た
が
あ

る
時
期
に
文
字
化
さ
れ
、
書
紀
編
纂
時
に
は
書
物
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
い
う
。
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『日本書紀』神代巻の一書と神祇観念

（
10
） 　

青
木
和
夫
・
笹
山
晴
生
・
稲
岡
耕
二
・
白
藤
礼
幸
『
続
日
本
紀　

二
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
三
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
七
三

頁
。

（
11
） 　

坂
本　

前
掲
書
、
一
五
～
一
六
頁
。

（
12
） 　
『
日
本
書
紀
』
巻
三
〇
持
統
五
年
八
月
十
三
日
条
﹁
十
八
の
氏
︿
大
三
輪
・
雀
部
・
石
上
・
藤
原
・
石
川
・
巨
勢
・
膳
部
・
春
日
・
上
毛

野
・
大
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
羽
田
・
阿
倍
・
佐
伯
・
釆
女
・
穂
積
・
阿
曇
。﹀
に
詔
し
て
、
其
の
祖
等
の
墓
記
を
上
進
ら
し
む
。﹂
な
ど
が
、
そ

の
具
体
的
記
録
で
あ
る
。
史
書
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
く
て
も
同
様
の
こ
と
が
他
に
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
13
） 　

た
と
え
ば
、
継
体
天
皇
二
十
五
年
十
二
月
五
日
条
の
埋
葬
の
記
事
に
は
、
崩
年
に
つ
い
て
﹁
或
本
﹂
と
﹁
百
済
本
記
﹂
に
よ
り
二
十
五
年
説

と
二
十
八
年
説
が
る
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
﹁
後
に
勘
へ
む
者
、
知
ら
む
。﹂
と
あ
る
。
ま
た
欽
明
天
皇
妃
二
年
三
月
条
の
日
影
皇
女
に
付
さ
れ

た
注
に
﹁
…
何
の
書
に
出
づ
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
後
に
勘
へ
む
者
知
ら
む
。﹂
と
あ
る
な
ど
。

（
14
） 　

黒
板
勝
美
編
『
日
本
書
紀
私
記
・
釈
日
本
紀
・
日
本
逸
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
八
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
初
刊
一
九
三
二
年
、

所
収
『
釈
日
本
紀
』、
五
頁
。

（
15
） 　

前
掲
書
、
七
頁
。

（
16
） 　

遠
藤　

前
掲
書
、
八
八
頁
に
よ
れ
ば
、
書
紀
編
纂
者
も
裴
松
之
『
三
国
志
』
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
） 　

ち
な
み
に
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
は
、
書
紀
の
本
文
と
諸
一
書
を
区
別
な
く
同
様
に
取
り
込
ん
で
、
そ
の
本
文
と
し
て
い
る
。
本
文
と
一
書

の
あ
い
だ
に
、
正
し
さ
の
落
差
を
見
て
は
い
な
い
。

（
18
） 　

こ
の
論
理
的
空
間
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
た
の
ち
に
、『
古
語
拾
遺
』
が
﹁
猶
遺
り
た
る
有
り
﹂
と
し
て
、
い
く
つ
か

の
話
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
19
） 　

坂
本　

前
掲
書
、
七
六
～
七
八
頁
。

（
20
） 　

前
掲
書
、
一
三
四
～
一
三
五
頁
。

（
21
） 　

青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
：
延
喜
式
祝
詞 

中
臣
寿
詞
』
右
文
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
五
四
～
三
五
五
頁
。

（
22
） 　
『
新
撰
亀
相
記
』
で
も
同
様
の
内
容
が
見
え
る
。

（
23
） 　

坂
本　

前
掲
書
、
二
三
八
～
二
三
九
頁
。

（
24
） 　

前
掲
書
、
二
四
〇
頁
。
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（
25
） 　

前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
26
） 　

前
掲
書
、
三
二
六
頁
。

（
27
） 　

前
掲
書
、
三
二
八
頁
。

（
28
） 　

前
掲
書
、
三
三
〇
頁
。

（
29
） 　

こ
の
認
識
は
神
功
紀
に
特
有
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
も
、
仏
教
伝
来
時
の
物
部
大
連
尾
輿
・
中
臣
連
鎌
子

の
言
葉
と
し
て
﹁
我
が
国
家
の
、
天
下
に
王
と
ま
し
ま
す
は
、
恆
に
天
地
社
稷
の
百
八
十
神
を
以
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭
拝
り
た
ま
ふ
こ
と
を
事

と
す
。﹂
と
同
様
の
認
識
が
見
え
る
。
書
紀
編
纂
時
に
は
理
念
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
） 　

青
木
和
夫
・
笹
山
晴
生
・
稲
岡
耕
二
・
白
藤
礼
幸
『
続
日
本
紀　

四
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
五
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
三
八

五
頁
。
同
様
の
も
の
に
『
続
日
本
後
紀
』
巻
十
二
承
和
九
年
七
月
十
九
日
条
﹁
頃
者
炎
旱
渉
旬
。
秋
稼
焦
枯
。
詢
諸
卜
筮
。
伊
勢
八
幡
等
大
神

爲
祟
。
命
神
祇
伯
大
中
臣
朝
臣
淵
魚
祈
祷
焉
﹂
な
ど
。

（
31
） 　

松
前
健
『
松
前
健
著
作
集
一 
古
典
総
論
編
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
。


