
歴
史
書
か
ら
儀
式
書
へ
の
移
行

H
istory Books Turn into R

itual Books

尾　

留　

川　

 

方　

 

孝

要　
　
　

旨

古
代
日
本
で
は
国
家
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
じ
ま
る
六
つ
の
歴
史
書
が
編
纂
さ
れ
た
が
、『
三
代
実
録
』
を
最
後
に
編
纂
は

頓
挫
す
る
。
し
ば
し
ば
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
な
ど
が
、
こ
れ
ら
の
後
継
も
し
く
は
代
替
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
儀
式
書
が
六

国
史
の
後
継
も
し
く
は
代
替
の
一
つ
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
現
在
お
よ
び
過
去
の
了
解
や
把
握
方
法
の
一
つ
と
し
て
歴
史
書
を

位
置
づ
け
た
う
え
で
、
六
国
史
に
見
え
る
儀
礼
の
記
事
が
し
だ
い
に
増
加
す
る
と
と
も
に
、
規
範
と
の
異
同
に
意
識
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
類

聚
国
史
』
で
六
国
史
を
分
解
・
分
類
し
儀
式
書
と
同
様
の
形
式
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
た
ど
る
。
歴
史
書
が
儀
式
書
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
解
釈
が

可
能
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
現
在
お
よ
び
過
去
の
了
解
や
把
握
方
法
の
変
化
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
書
紀
、
三
代
実
録
、
六
国
史
、『
類
聚
国
史
』、
儀
式
書
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一　

は 

じ 

め 

に

古
代
日
本
は
律
令
制
を
導
入
し
中
央
集
権
国
家
の
体
裁
を
整
え
た
。『
日
本
書
紀
』
は
そ
う
し
た
国
家
の
象
徴
的
存
在
の
一
つ
と
も

い
え
る
。『
日
本
書
紀
』
の
後
継
と
な
る
歴
史
書
が
作
ら
れ
る
が
、『
三
代
実
録
』
を
最
後
に
正
史
編
纂
は
頓
挫
す
る
。
そ
し
て
し
ば
し

ば
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
な
ど
が
、
後
継
も
し
く
は
代
替
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
儀
式
書
が
六
国
史

の
後
継
も
し
く
は
代
替
の
一
つ
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
現
在
お
よ
び
過
去
の
了
解
や
把
握
方
法
の
一
つ
と
し
て
歴

史
書
を
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
六
国
史
に
見
え
る
儀
礼
の
記
事
を
た
ど
り
、『
類
聚
国
史
』
の
編
纂
を
一
つ
の
境
目
と
し
て
、
現
在
お

よ
び
過
去
の
了
解
や
把
握
の
仕
方
に
変
化
が
生
じ
、
そ
の
た
め
に
歴
史
書
編
纂
は
頓
挫
し
、
儀
式
書
の
編
纂
が
進
ん
だ
こ
と
を
示
す
。

二　

歴
史
と
儀
礼
の
性
格
の
違
い

現
在
を
了
解
す
る
仕
方
に
は
、
歴
史
書
に
結
実
す
る
も
の
と
、
儀
式
書
に
結
実
す
る
も
の
の
、
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

歴
史
書
は
、
過
去
に
生
じ
た
出
来
事
や
人
の
行
動
を
、
記
録
者
や
編
纂
者
等
が
記
し
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
無
限
と
い
え
る
ほ
ど
の

出
来
事
や
行
動
の
う
ち
、
一
部
が
人
の
意
識
に
の
ぼ
り
記
録
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
必
要
な
も
の
を
選
ん
で
、
時
間
軸
に
沿
っ
て

配
列
す
る
こ
と
で
歴
史
書
は
作
ら
れ
る
。
歴
史
書
は
、
日
々
の
出
来
事
の
記
録
を
無
差
別
・
機
械
的
に
集
積
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
人
間
の
認
識
や
意
識
の
結
晶
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
が
知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
や
、
気
に
も
と
め
な
い
出
来
事
は
記
さ
れ
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ず
、
反
対
に
、
人
の
関
心
を
強
く
引
き
、
重
大
な
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
出
来
事
や
行
動
は
、
些
細
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と

で
も
記
録
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
歴
史
書
が
編
纂
さ
れ
る
「
現
在
」
の
環
境
や
状
況
が
成
立
し
た
と
す
る
。

日
本
で
成
立
し
、
な
が
く
尊
重
さ
れ
、
今
に
伝
わ
る
最
も
古
い
歴
史
書
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
そ
の
最
初
に
あ
る
神
代
巻
で
は
、

世
界
が
ま
だ
な
い
状
況
か
ら
話
が
は
じ
ま
り
、
日
本
を
構
成
す
る
島
々
が
生
ま
れ
た
と
記
す
。
ま
た
天
上
に
い
た
神
が
地
上
に
天
降
り
、

地
上
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
記
す
。
首
都
が
奈
良
盆
地
に
あ
る
こ
と
、
天
皇
が
日
本
を
統
治
す
る
こ
と
な
ど
も
、
神
武
天
皇
の
東

征
と
い
う
出
来
事
の
結
果
と
し
て
記
す
。
編
集
主
体
で
あ
る
天
皇
を
頂
点
と
す
る
朝
廷
の
成
立
の
経
緯
が
、
最
大
の
関
心
を
も
っ
て
記

さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
当
時
と
は
異
な
る
環
境
や
状
況
か
ら
は
じ
ま
り
、
当
時
の
環
境
や
状
況
が
成
立
す
る
経
緯
こ
そ

が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。「
な
に
そ
れ
は
現
在
の
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
な
ど
は
、
現
在
の
状
態
が
把
握
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す

る
の
に
過
去
の
出
来
事
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
か
つ
て
は
「
現
在
」
に
は
な
い
環
境
や
状
況
が
存
在

し
て
い
て
、
こ
れ
が
変
化
し
て
あ
ら
た
な
環
境
や
状
況
が
成
立
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
変
化
し
て
ま
た
別
の
環
境
や
状
況
が
成
立
す
る
と

い
う
連
鎖
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
現
在
の
環
境
や
状
況
が
成
立
し
た
と
い
う
構
成
に
な
る
。
だ
か
ら
歴
史
書
に
は
、
た
し

か
に
過
去
に
は
あ
っ
た
が
、
現
在
に
は
も
は
や
存
在
し
な
い
環
境
や
状
況
が
多
く
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
書
と
は
「
現
在
」
の

環
境
や
状
況
を
、
今
は
す
で
に
な
い
と
こ
ろ
を
起
点
に
し
て
、
何
ら
か
の
出
来
事
の
結
果
成
立
し
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

「
現
在
」
の
環
境
や
状
況
を
了
解
す
る
の
に
、
歴
史
書
の
説
明
方
法
の
ほ
か
に
も
、
い
ま
目
の
前
に
あ
る
環
境
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
、
い
ま
人
々
は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
か
を
記
述
す
る
方
法
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
春
に
田
植
え
を
し
て
秋
に
収
穫
す

る
こ
と
で
、
一
定
量
の
食
料
を
確
保
し
、
次
の
年
の
収
穫
が
得
ら
れ
る
ま
で
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ
食
べ
る
。
そ
の
一
部
は
次
の
年
に
植

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
季
節
が
あ
る
の
で
、
暦
に
よ
っ
て
そ
れ
を
割
り
出
す
。
こ
う
し
た
暮
ら
し
が
「
現
在
」
で
あ
る
と
い
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う
説
明
や
把
握
の
仕
方
も
あ
り
う
る
。
歴
史
書
が
、
こ
こ
に
は
な
い
過
去
の
環
境
や
状
況
を
起
点
に
し
て
何
ら
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て

「
現
在
」
が
成
立
し
た
と
通
時
的
な
説
明
を
す
る
の
と
対
照
を
な
す
、
共
時
的
な
説
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仕
組
み
が
安
定
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
行
動
規
範
と
も
な
る
。
春
の
田
植
え
に
失
敗
す
れ
ば
秋
に
は
収

穫
で
き
ず
、
秋
の
収
穫
を
し
な
け
れ
ば
食
料
を
確
保
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
に
失
敗
す
る
と
人
々
は
飢
え
て
死
ぬ
。
だ
か
ら
適
切
な

時
期
を
逃
す
こ
と
な
く
、
春
に
は
田
植
え
を
す
べ
き
で
、
秋
に
は
収
穫
し
そ
れ
を
確
認
し
祝
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
行
動
規
範
に
結
び

つ
く
。
こ
れ
ら
が
高
度
に
発
展
し
恒
例
化
・
規
範
化
し
相
互
補
完
的
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
祈
年
祭
や
大
嘗
祭
な
ど
の
「
国
家
之
大

事
（
（
（

」
と
さ
れ
る
恒
例
儀
礼
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

儀
礼
と
は
、
定
め
ら
れ
た
行
為
の
手
順
や
様
式
、
供
物
や
祭
具
の
形
式
に
従
い
、
一
連
の
行
動
を
な
ぞ
り
繰
り
返
す
こ
と
で
成
立
す

る
。
過
去
の
あ
る
出
来
事
を
契
機
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
様
式
的
に
固
定
し
、
繰
り
返
し
再
生
す
る
こ
と
で
、
過

去
の
特
定
の
出
来
事
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
儀
礼
と
い
う
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
儀
礼
・
儀
式
と
は
、
あ
る
出
来
事
を
歴
史
の
一
構
成

要
素
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
成
立
し
、
し
か
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
で
再
生
す
る
こ
と
で
特
有
の
機
能
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
儀
式
の
実

行
は
、
現
状
を
変
え
て
後
世
に
享
受
さ
れ
る
あ
ら
た
な
環
境
を
成
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
現
状
を
再
生
産
し
て
維

持
も
し
く
は
そ
の
ま
ま
延
長
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
儀
礼
は
歴
史
的
出
来
事
の
対
極
に
位
置
す
る
。

中
国
で
は
、
儀
礼
は
古
く
か
ら
発
達
し
て
お
り
、
儒
学
で
重
視
さ
れ
、
の
ち
国
家
の
仕
組
み
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
。
各
人
が
身

分
の
尊
卑
に
応
じ
て
行
う
こ
と
で
、
儀
礼
は
体
系
的
規
範
と
し
て
機
能
し
、
い
わ
ば
社
会
秩
序
の
座
標
軸
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
。

皇
帝
は
、
現
在
い
る
他
の
人
と
の
関
係
や
、
天
と
の
特
別
な
関
係
を
、
儀
礼
に
よ
っ
て
実
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
皇
帝
と
し
て

認
め
ら
れ
た（

（
（

。
儀
礼
の
体
系
と
し
て
国
の
あ
り
方
を
共
時
的
に
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
史
書
と
は
別
に
礼
典
（
儀
注
）
が
編
纂
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さ
れ
る
。

日
本
で
の
儀
礼
は
、
こ
う
し
た
中
国
の
儀
礼
を
律
令
制
度
の
要
素
と
し
て
導
入
し
、
時
間
を
か
け
て
整
備
が
進
め
ら
れ
た（

（
（

。『
日
本

書
紀
』
な
ど
が
編
纂
さ
れ
る
頃
に
は
、
い
ま
だ
独
立
し
た
礼
典
（
儀
式
書
）
は
作
ら
れ
ず
、
五
服
制
が
喪
葬
令
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
に

見
え
る
よ
う
に
、
律
令
の
一
部
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
歴
史
書
に
は
取
り
込
ま
れ
な
い
。
独
立
し
た
礼
典
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
に
な
る
。

三　

正
史
に
載
せ
ら
れ
る
儀
礼

歴
史
と
儀
式
で
は
、
事
柄
を
把
握
す
る
基
底
的
様
式
が
異
な
る
た
め
、
両
者
は
区
別
さ
れ
た
。
律
令
制
の
一
部
と
し
て
整
備
さ
れ
た

朝
賀
な
ど
は
歴
史
書
に
掲
載
さ
れ
る
が
、
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
歴
史
書
に
記
載
さ
れ
な
い
。
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
次
に
あ

げ
る
起
源
や
一
般
論
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。

祭
祀
儀
礼
へ
の
言
及
で
、
も
っ
と
も
早
い
の
は
神
代
の
も
の
で
あ
る
。

一
書
曰
。
伊
弉
冊
尊
生
火
神
時
、
被
灼
而
神
退
去
矣
。
故
葬
於
紀
伊
國
熊
野
之
有
馬
村
焉
。
土
俗
祭
此
神
之
魂
者
。
花
時
亦
以
花

祭
。
又
用
鼓
吹
幡
旗
歌
舞
而
祭
矣（

（
（

。

イ
ザ
ナ
ギ
と
と
も
に
日
本
の
国
土
を
生
ん
だ
と
さ
れ
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
そ
の
の
ち
火
神
を
生
む
と
き
に
体
を
焼
か
れ
て
死
に
、
有
馬
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村
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
神
代
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
に
続
く
「
土
俗
〜
」
の
文
面
は
、
神
代
に
お
け
る
土
俗
の
こ
と
で
は

な
く
、
こ
の
内
容
が
記
さ
れ
た
時
代
の
土
俗
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
祭
祀
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
り
、
そ
の

ル
ー
ツ
が
神
代
に
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
言
及
の
仕
方
の
典
型
は
崇
神
紀
で
あ
る
。
律
令
期
に
つ
な
が
る
祭
祀
制
度
の
起
源
説
話
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時

の
認
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
祭
祀
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
態
で
、
あ
る
と
き
神
の
祟
り
が
生

じ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
起
源
は
定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
よ

う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
回
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
一
回
が
記
さ
れ
て
い
る
。
人
々
の
享
受
す
る
環
境
や
状
況
の
変
遷

に
関
心
を
向
け
る
、
歴
史
書
の
持
つ
出
来
事
の
把
握
様
式
に
な
じ
む
内
容
で
あ
る
。
次
の
垂
仁
紀
の
記
事
も
同
様
で
あ
る
。

令
祠
官
卜
兵
器
爲
神
幣
。
吉
之
。
故
弓
矢
及
横
刀
納
諸
神
之
社
。
仍
更
定
神
地
・
神
戸
。
以
時
祠
之
。
蓋
兵
器
祭
神
祇
。
始
興
於

是
時
也（

（
（

。

あ
る
と
き
占
い
を
し
て
、
弓
矢
や
刀
と
い
っ
た
武
器
を
供
物
に
し
て
神
社
を
祭
っ
た
と
い
う
内
容
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
武
器
に
よ

り
神
を
祭
っ
た
最
初
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
儀
礼
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
切
っ
掛
け
の
出
来
事
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
歴
史
書
の
中
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る（

（
（

。『
日
本
書
紀
』
が
、
と
く
に
古
い
時
代
の
記
述
で
は
、
起
源
説
話
的
性

格
が
強
い
こ
と
と
も
、
合
致
し
て
い
る
。
歴
史
書
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
記
す
の
は
、
そ
れ
が
儀
礼
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
た
っ
た
一

度
し
か
生
じ
え
な
い
起
源
だ
か
ら
で
あ
る
。
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儀
礼
が
成
立
し
た
の
ち
、
儀
礼
の
個
々
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
歴
史
書
に
は
基
本
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
儀
礼
が
重
要
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
祭
祀
儀
礼
の
一
般
的
理
念
と
恒
例
実
施
は
記
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
を
討
と
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
神
が
皇
后
に
憑
依
し
て
、
自
分
を
祭
れ
と
要
求
し
、
そ
う
す
れ
ば
熊
襲
に

加
え
て
新
羅
も
帰
服
す
る
と
教
え
る
が
、
仲
哀
天
皇
は
答
え
る
中
で
「
復
我
皇
祖
諸
天
皇
等
盡
祭
神
祇
。
豈
有
遺
神
耶
。（

（
（

」
と
も
言
っ

て
い
る
。
歴
代
の
天
皇
は
残
す
こ
と
な
く
す
べ
て
の
神
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
ま
た
仏
教
伝
来
時
に
対
応
を
協
議
す
る

中
で
、
物
部
尾
輿
と
中
臣
鎌
子
は
「
我
國
家
之
王
天
下
者
。
恒
以
天
地
社
稷
百
八
十
神
。
春
夏
秋
冬
祭
拜
爲
事
。（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

天
皇
は
、
多
く
の
神
を
一
年
を
通
し
て
祭
る
こ
と
を
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
仕
事
と
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
祭
祀
儀
礼
を
個

別
に
で
は
な
く
、
概
括
し
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
推
古
天
皇
で
も
同
様
で
あ
る
。

詔
曰
。
朕
聞
之
。
曩
者
我
皇
祖
天
皇
等
宰
世
也
。
跼
天
蹐
地
、
敦
禮
神
祇
、
周
祠
山
川
、
幽
通
乾
坤
。
是
以
陰
陽
開
和
造
化
共
調
。

今
當
朕
世
、
祭
祠
神
祇
、
豈
有
怠
乎
。
故
群
臣
共
爲
竭
心
宜
拜
神
祇（

（
（

。

漢
籍
に
倣
っ
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
同
様
に
歴
代
の
天
皇
が
祭
祀
儀
礼
を
し
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
、
さ
ら
に
自
身
が
こ
れ
を
継

承
す
る
こ
と
を
加
え
述
べ
て
い
る
。
祭
祀
儀
礼
が
天
皇
の
仕
事
で
あ
り
、
な
が
く
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
過
去
に
つ
い
て
の
漠
然
と

し
た
認
識
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
が
な
す
べ
き
現
実
の
職
務
と
し
て
も
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
、『
日
本
書
紀
』
で
は
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
祭
祀
儀
礼
に
対
す
る
認
識
や
位
置
づ
け
は
、『
続
日
本
紀
』
で
も
変
わ
ら
な
い
。
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勅
。
祭
祀
神
祇
、
國
之
大
典
。
若
不
誠
敬
、
何
以
致
福
。
如
聞
。
諸
社
不
修
、
人
畜
損
穢
。
春
秋
之
祀
、
亦
多
怠
慢
。
因
茲
嘉
祥

弗
降
、
災
異
荐
臻
。
言
念
於
斯
、
情
深
慙
惕
。
宜
仰
諸
國
、
莫
令
更
然（
（1
（

。

祭
祀
儀
礼
は
、
災
害
を
除
き
幸
福
を
招
く
国
家
の
重
大
儀
礼
で
あ
る
と
は
っ
き
り
示
し
、
そ
の
怠
慢
を
戒
め
て
諸
国
に
徹
底
を
命
じ

て
い
る
。
儀
礼
を
個
別
に
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
祭
祀
儀
礼
の
全
体
を
一
括
し
て
の
言
及
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
勅
は
、
の
ち

に
編
纂
さ
れ
る
『
類
聚
三
代
格
』
の
最
初
に
収
め
ら
れ
た
。
す
で
に
成
立
し
た
あ
と
の
、
儀
礼
の
実
施
は
、
律
令
の
運
用
と
性
質
が
近

い
も
の
と
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
儀
礼
一
般
は
重
要
な
も
の
と
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た
と
、
た
び
た
び
言
及
が
あ
る
が
、
歴
史
書
の
性
質
上
、
個
々
の
具

体
的
実
施
は
記
載
す
べ
き
も
の
と
は
分
類
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

四　

正
史
で
の
恒
例
祭
祀
の
記
載

歴
史
書
は
、
す
で
に
成
立
し
た
恒
例
儀
礼
の
個
々
の
実
施
は
基
本
的
に
掲
載
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
詳
し
く
た
ど
っ
て
み
る
と
、
六
国

史
の
す
べ
て
が
同
じ
傾
向
な
の
で
は
な
く
、
掲
載
さ
れ
る
頻
度
が
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
例
外
と
し
て
龍
田
・
広
瀬
の
祭
祀
を
実
施
し
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
大
化
の
改
新
や
白
村
江
の

戦
い
を
へ
て
、
壬
申
の
乱
で
勝
利
し
た
天
武
お
よ
び
こ
れ
を
承
け
た
持
統
朝
、
奈
良
時
代
に
継
承
さ
れ
る
律
令
体
制
の
整
備
が
本
格
的

に
進
め
ら
れ
る
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
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遣
小
紫
美
濃
王
・
小
錦
下
佐
伯
連
廣
足
、
祠
風
神
于
龍
田
立
野
。
遣
小
錦
中
間
人
連
大
盖
・
大
山
中
曾
禰
連
韓
犬
、
祭
大
忌
神
於

廣
瀬
河
曲（
（（
（

。

人
を
派
遣
し
て
、
風
神
を
龍
田
に
、
大
忌
神
を
広
瀬
に
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
ら
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
す

る
記
事
は
こ
れ
以
前
に
は
見
え
な
い
の
で
、
こ
れ
が
龍
田
・
廣
瀬
で
の
祭
祀
の
は
じ
ま
り
の
記
述
と
さ
れ
る
。
す
で
に
示
し
た
い
く
つ

か
の
事
例
と
同
様
に
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
祭
祀
儀
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
契
機
な
の
で
、
歴
史
書
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
以
降
に
は
、
特
別
な
出
来
事
も
な
く
、
た
だ
祭
祀
が
実
施
さ
れ
た
と
す
る
記
事
が
続
く
。
す
な
わ
ち
、「
祭
廣
瀬
龍

田
神
（
（1
（

」「
祭
廣
瀬
龍
田
神
（
（1
（

」
や
「
遣
使
者
祭
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
（
（1
（

」
な
ど
と
、
天
武
天
皇
の
十
年
か
ら
朱
鳥
元
年
ま
で
と
、
持
統

天
皇
の
四
年
か
ら
十
一
年
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
四
月
と
七
月
に
祭
っ
た
こ
と
、
も
し
く
は
使
者
を
遣
わ
し
て
祭
っ
た
こ
と
が
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
文
面
で
続
け
て
掲
載
さ
れ
る（
（1
（

。
起
源
や
特
筆
す
べ
き
出
来
事
の
記
事
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
、
た
だ
実
施
し
た
と
の
記
述

で
あ
る
。
儀
礼
の
個
別
具
体
的
な
実
施
は
、
同
じ
行
為
の
再
生
で
あ
り
、
状
況
や
環
境
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た

め
歴
史
書
に
は
基
本
的
に
記
載
さ
れ
な
い
。
龍
田
・
広
瀬
で
の
祭
祀
実
施
が
単
純
に
繰
り
返
し
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』

の
中
で
例
外
的
で
あ
る
。
同
時
期
で
も
他
の
恒
例
祭
祀
を
通
常
通
り
に
実
施
し
た
と
す
る
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。

恒
例
の
祭
祀
儀
礼
の
実
施
を
い
ち
い
ち
記
さ
な
い
こ
と
は
、
続
く
『
続
日
本
紀
』
な
ど
で
も
同
様
だ
が
、『
続
日
本
後
紀
』
に
一
つ

の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。

遣
使
祭
廣
湍
龍
田
二
神
。
例
也（
（1
（

。
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引
き
続
き
龍
田
・
広
瀬
の
祭
祀
だ
が
、
実
施
し
た
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
さ
ら
に
「
例
也
」
と
加
え
記
さ
れ
て
い
る
。
祭

祀
儀
礼
が
、
そ
の
と
き
の
特
有
の
事
情
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
恒
例
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
に
則
っ
た
実
施
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
前
な
ら
ば
、
歴
史
書
に
掲
載
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
恒
例
行
事
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
し

た
う
え
で
、
そ
れ
を
歴
史
書
に
掲
載
し
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
何
も
な
く
、
定
め
ら
れ
た
通
り
恒
例
行
事
を
実
施
し
た
と
す
る

記
事
は
、『
続
日
本
後
紀
』
で
は
他
に
見
え
な
い
が
、
続
く
『
文
徳
実
録
』
で
は
、
月
次
祭
や
新
嘗
祭
を
中
心
に
か
な
り
の
数
が
見
え
る
。

帝
親
奉
新
嘗
祭
。
自
餘
如
常
儀（

（1
（

。

こ
れ
は
十
一
月
に
行
わ
れ
た
新
嘗
祭
の
記
事
で
、
文
徳
天
皇
が
み
ず
か
ら
参
加
し
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
「
常
儀
」
の
通
り
で
あ
っ

た
と
記
し
て
い
る
。
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
と
い
う
、
そ
の
と
き
に
特
有
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
儀
礼
に
は
固
定
し
た
手
順

な
ど
の
様
式
が
あ
り
、
そ
の
基
準
の
通
り
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
出
来
事
を
記
録
し
て
い
る
。
新
嘗
祭
と
の
共
通
性
が

多
い
月
次
祭
で
も
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。（
（1
（

」
な
ど
と
あ
る
。
同
様
な
文
面
が
、
寿
三
年
か
ら
天
安
元
年
に
か
け
て
毎

年
見
え
る（
（1
（

。

ま
た
賀
茂
祭
の
実
施
に
つ
い
て
も
、
定
ま
っ
た
様
式
通
り
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
記
し
て
い
る
。

以
頗
皰
瘡
染
行
、
人
民
疫
死
。
故
停
賀
茂
祭
。
遣
侍
從
從
五
位
上
嶋
江
王
・
神
祇
大
祐
從
七
位
上
忌
部
宿
祢
高
善
等
向
社
下
。
申

謝
事
由
。
但
山
城
國
司
齋
供
如
常（
11
（

。
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病
気
が
蔓
延
し
て
多
く
の
病
死
者
が
出
た
と
い
う
、
こ
の
と
き
に
特
有
の
出
来
事
と
、
そ
の
こ
と
へ
の
対
応
を
記
し
た
と
い
う
側
面

が
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
山
城
の
国
司
は
祭
祀
を
「
如
常
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
1（
（

。
そ
の
と
き
に
特
有
の
出
来
事
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
儀
礼
に
は
決
ま
っ
た
手
順
な
ど
の
様
式
が
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
で
き
る
範
囲
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
意
識
は
、
な
に
ご
と
も
な
く
儀
礼
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
修
賀
茂
祭
。
如
常
儀
。（
11
（

」
や
「
鴨
祭
如

常
也
。（
11
（

」
な
ど
の
記
述
が
見
え
る
。
と
も
に
恒
例
祭
祀
の
実
行
と
、
そ
の
様
子
が
「
常
儀
」
の
通
り
で
あ
る
と
記
す
。
部
分
的
で
あ
れ

定
め
ら
れ
た
通
り
に
は
で
き
な
い
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
と
き
に
特
有
の
情
報
と
し
て
規
範
に
沿
え
る
範
囲
を
記
す
こ
と
は
、
歴
史
書

の
性
質
に
適
う
が
、
こ
こ
で
は
定
め
ら
れ
た
通
り
に
実
施
し
、
そ
の
と
き
に
特
有
の
情
報
が
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
歴
史
書
に

記
録
す
べ
き
出
来
事
が
な
か
っ
た
と
、
記
し
て
い
る
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
、
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。

『
文
徳
実
録
』
に
続
く
『
三
代
実
録
』
で
は
、
こ
の
傾
向
は
全
面
化
す
る
。
序
に
は
「
節
會
儀
注
烝
嘗
制
度
、
蕃
客
朝
聘
、
自
餘
諸
事
、

永
式
是
存
。
粗
擧
大
綱
。」
と
あ
り
、
節
会
の
儀
礼
や
恒
例
の
祭
祀
儀
礼
を
、
外
国
の
使
節
へ
の
儀
礼
と
あ
わ
せ
列
記
し
て
、
そ
れ
ら

は
決
ま
っ
た
様
式
が
文
書
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
お
ま
か
な
こ
と
だ
け
記
載
す
る
と
い
う
編
纂
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
概
要
に

と
ど
め
る
と
い
う
も
の
の
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
が
、
恒
例
の
儀
礼
を
基
本
的
に
掲
載
し
な
い
の
と
は
違
い
、『
三
代
実
録
』
は
恒
例
の

儀
礼
を
掲
載
す
る
方
針
で
あ
る
。

例
と
し
て
、
貞
観
元
年
の
祭
祀
儀
礼
の
記
事
を
あ
げ
る
。

（
二
月
）
四
日
庚
寅
。
於
神
祇
官
。
修
祈
年
祭
。

（
二
月
）
十
日
丙
申
。
春
日
祭
如
常
。
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（
四
月
）
四
日
己
丑
。
廣
瀬
龍
田
祭
如
常
。

（
十
一
月
）
九
日
庚
申
。
平
野
春
日
神
祭
如
常
。

（
十
一
月
）
十
日
辛
酉
。
梅
宮
神
祭
如
常
。

（
十
一
月
）
十
三
日
甲
子
。
大
原
野
神
祭
如
常
。

（
十
一
月
）
十
四
日
乙
丑
。
園
韓
兩
神
祭
如
常
。

（
十
一
月
）
十
五
日
丙
寅
。
於
神
祇
官
。
修
鎭
魂
祭
。

（
十
二
月
）
十
一
日
壬
辰
。
月
次
神
今
食
祭
如
常（
11
（

。

序
で
示
さ
れ
た
通
り
、
詳
細
は
な
く
簡
潔
に
祭
祀
儀
礼
の
実
施
を
記
す
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
如
常
」
と
、
い
つ
も
通
り
に
行
わ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
神
祇
官
で
行
わ
れ
た
二
月
の
祈
年
祭
と
十
一
月
の
鎮
魂
祭
で
は
「
如
常
」
の
語
句
が
見
え
な
い
も
の
の
、
格
別

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
、
翌
年
の
実
施
を
記
す
中
で
は
「
如
常
」
と
さ
れ
る（
11
（

。
す
べ
て
の
祭
祀
儀
礼
が
記
載

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
取
り
上
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
規
範
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
く
儀
礼
が
実

施
さ
れ
た
場
合
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
面
が
こ
れ
以
降
も
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
て
い
る（
11
（

。

問
題
が
生
じ
て
通
常
と
は
異
な
る
儀
礼
の
実
施
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
次
の
も
の
は
、
祭
祀
儀
礼
を
実
施
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

が
、
理
由
が
あ
っ
て
本
来
行
う
べ
き
日
に
実
施
で
き
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
行
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
五
月
）
三
日
戊
申
。
去
四
月
上
申
當
平
野
祭
。
而
觸
人
死
穢
之
人
入
於
内
裏
。
仍
以
停
焉
。
是
日
修
祭（
11
（

。
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（
三
月
）
五
日
丁
夘
。
於
神
祇
官
、
修
祈
年
祭
。
此
祭
例
用
二
月
四
日
。
而
有
穢
停
止
。
故
今
日
祠
焉（
11
（

。

（
七
月
五
日
丁
未
）
是
日
。
修
月
次
祭
神
今
食
祭
於
神
祇
官
。
去
六
月
十
一
日
因
穢
停
止
。
仍
今
日
修
焉（
11
（

。

（
十
一
月
）
十
三
日
戊
申
。
平
野
春
日
祭
如
常
。
今
月
一
日
縁
日
蝕
停
祭
礼
。
故
是
日
祀
焉（
11
（

。

平
野
祭
は
本
来
四
月
に
行
う
べ
き
だ
が
、
祭
祀
に
も
関
わ
る
内
裏
に
触
穢
の
人
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
中
止
と
し
、
穢
れ
の
期

間
が
終
わ
る
五
月
に
改
め
て
実
施
し
た
。
ま
た
祈
年
祭
お
よ
び
月
次
祭
が
、
や
は
り
穢
れ
の
た
め
に
本
来
の
日
は
中
止
と
な
り
、
後
日

改
め
て
実
施
し
た
事
例
、
平
野
祭
と
春
日
祭
が
災
異
の
一
種
と
さ
れ
る
日
蝕
の
た
め
に
停
止
さ
れ
、
十
日
ほ
ど
の
ち
に
、
通
常
の
よ
う

に
実
施
し
た
と
す
る
事
例
で
あ
る
。
儀
礼
の
定
ま
っ
た
形
式
と
は
、
実
施
の
手
順
や
次
第
ば
か
り
で
な
く
、
日
に
ち
ま
で
も
意
味
し
て

い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
本
来
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
日
に
実
施
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
を
書
き
添
え
て

い
る
。
祭
祀
儀
礼
を
実
施
し
た
と
い
う
事
実
を
記
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
規
範
と
の
異
同
へ
の
強
い
関
心
が
う
か
が
え
る
文
面
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
と
表
裏
を
な
す
よ
う
に
、
本
来
祭
祀
儀
礼
を
実
施
す
べ
き
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
施
し
な
か
っ
た
場
合
、
何

も
記
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
し
ば
し
ば
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
明
記
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
。

（
十
一
月
）
三
日
庚
申
。
停
平
野
春
日
等
祭
焉（
1（
（

。

（
十
一
月
）
十
日
丁
夘
。
停
大
原
野
祭（
11
（

。

（
二
月
）
三
日
丙
申
。
停
春
日
祭（
11
（

。

（
十
一
月
）
十
七
日
己
丑
。
停
園
韓
神
祭（
11
（

。
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（
十
一
月
）
十
八
日
庚
寅
。
停
鎭
魂
祭（
11
（

。

よ
う
す
る
に
、『
三
代
実
録
』
は
歴
史
書
で
あ
る
も
の
の
、
特
定
の
日
に
は
、
決
め
ら
れ
た
儀
礼
を
す
べ
き
で
、
そ
の
次
第
に
も
決

め
ら
れ
た
特
有
の
様
式
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
ま
ず
基
底
に
あ
り
、
そ
の
認
識
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
通
り
に
実
施
し
た
と
か
、
事
情

に
よ
り
実
施
は
し
た
が
一
部
変
更
し
た
と
か
、
す
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
施
し
な
か
っ
た
と
か
、
本
来
実
施
す
べ
き
日
に
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、
本
来
な
ら
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
日
で
は
あ
る
が
行
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
に
意
識
を
向
け
て
、
実
際
の
出
来
事
に
つ

い
て
記
し
て
い
る
。

『
三
代
実
録
』
よ
り
以
前
の
正
史
で
は
、
記
す
べ
き
は
、
実
際
に
発
生
し
た
そ
の
時
々
に
特
有
の
出
来
事
の
一
つ
一
つ
で
あ
り
、
同

じ
こ
と
を
た
だ
繰
り
返
し
行
う
場
合
は
、
基
本
的
に
は
掲
載
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
三
代
実
録
』
で
は
、
循
環
す
る
季
節
に
応
じ

て
人
の
行
為
も
繰
り
返
す
べ
き
と
い
う
行
動
規
範
の
意
識
が
あ
り
、
関
心
は
実
際
に
そ
の
規
範
通
り
行
わ
れ
た
か
否
か
に
注
が
れ
、
規

範
と
事
実
の
差
分
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
儀
礼
を
い
つ
も
の
通
り
実
施
し
た
と
い
う
記
述
が
増
え
る
ほ
ど
に
、
歴
史
書
は
本
来
の

性
質
を
失
っ
て
ゆ
く
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
こ
の
『
三
代
実
録
』
が
最
後
の
正
史
と
な
る
。『
三
代
実
録
』
の
続
き
と
な
る
歴
史
書
も
編
纂
は
開
始
さ
れ
る
も
の
の
完
成

は
し
な
い
。
結
果
的
に
、
こ
の
『
三
代
実
録
』
が
正
史
の
最
後
と
な
っ
た
。
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五　
『
類
聚
国
史
』
に
よ
る
国
史
の
分
解
・
再
構
築
か
ら
儀
式
書
へ

規
範
の
通
り
の
日
時
で
あ
っ
た
か
、
規
範
の
通
り
の
手
順
で
あ
っ
た
か
、
こ
う
し
た
こ
と
に
意
識
を
向
け
る
『
三
代
実
録
』
が
編
纂

さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
、
同
じ
人
に
よ
っ
て
、『
類
聚
国
史
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。『
類
聚
国
史
』
は
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
三
代
実
録
』

ま
で
の
正
史
の
記
事
を
分
解
し
、
神
祇
、
帝
王
、
後
宮
、
人
、
歳
時
、
音
楽
、
賞
宴
、
奉
献
、
政
理
、
刑
法
、
職
官
、
文
、
田
地
、
祥

瑞
、
災
異
、
仏
道
、
風
俗
、
殊
俗
と
い
っ
た
事
柄
に
よ
り
分
類
し
再
構
成
し
た
類
書
と
さ
れ
る
。『
芸
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
と
い
っ

た
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
類
書
は
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
が

編
纂
さ
れ
、
平
安
時
代
に
は
、
こ
れ
ら
に
倣
い
日
本
で
漢
籍
を
分
類
し
て
『
秘
府
略
』
と
い
う
類
書
が
成
立
し
た
。『
類
聚
国
史
』
は

し
ば
し
ば
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、『
芸
文
類
聚
』
や
『
秘
府
略
』
な
ど
の
類
書
と
は
異
な
る
性
格
が
あ
る
。

『
芸
文
類
聚
』
な
ど
は
、
詩
文
作
成
の
と
き
に
参
照
す
る
べ
く
作
ら
れ
た
も
の
で
、
各
項
目
は
、
そ
れ
に
言
及
す
る
文
章
を
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
献
か
ら
集
め
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
る
。
用
い
ら
れ
る
文
献
は
、『
礼
記
』『
周
礼
』『
易
』『
詩
』『
尚
書
』『
老
子
』『
列
子
』

『
楚
辞
』『
爾
雅
』『
説
文
』『
広
雅
』『
史
記
』『
白
虎
通
』
な
ど
、
経
書
、
諸
子
百
家
、
史
書
、
辞
書
な
ど
多
様
で
広
く
網
羅
し
て
い
る
。

文
字
に
記
さ
れ
た
人
の
知
識
の
総
体
を
分
類
す
る
と
い
う
べ
き
指
向
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
『
類
聚
国
史
』
は
、
そ
の
書
名
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
日
本
で
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
三

代
実
録
』
に
い
た
る
歴
史
書
を
素
材
と
し
て
用
い
て
い
る
。
中
国
編
纂
の
類
書
が
知
識
の
総
体
を
分
類
し
た
の
に
対
し
て
、『
類
聚
国

史
』
は
歴
史
的
出
来
事
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
は
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
特
有
の
把
握
の
仕
方
が
あ
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ら
わ
れ
て
く
る
。

『
類
聚
国
史
』
に
は
次
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
が
見
い
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
は
、
そ
れ
以
前
に
生
じ
た
出
来

事
に
依
存
も
し
く
は
立
脚
し
て
成
り
立
ち
、
そ
の
出
来
事
も
さ
ら
に
前
の
時
代
の
別
の
出
来
事
に
立
脚
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
通
時
的

把
握
を
否
定
し
、
出
来
事
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
も
成
り
立
つ
も
の
と
、
過
去
の
出
来
事
の
全
体
を
把
握
し
直
し
て
い
る
。
ま
ず
単
独
の

事
柄
に
切
り
離
す
こ
と
で
、
そ
の
事
柄
は
他
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
成
立
す
る
か
の
よ
う
に
、
文
書
の
体
裁
に
お
い
て
示
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
個
々
の
事
柄
は
、
そ
れ
な
り
の
偏
差
を
持
ち
つ
つ
も
、
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
同
様
に
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
と
捉
え
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
六
国
史
の
記
事
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
性
質
に
よ
り
分
類
し
直
す
と
い
う
『
類
聚
国
史
』
の
編
纂

作
業
は
、
既
存
の
歴
史
書
の
根
底
に
あ
っ
た
把
握
様
式
と
は
別
の
把
握
様
式
に
結
び
つ
く
。

こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
歴
史
書
を
儀
式
書
に
近
い
も
の
と
し
て
再
編
集
し
た
と
い
え
る
。

独
立
し
た
形
態
の
儀
式
書
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
は
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
朝
廷
で
編
纂
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
『
内
裏
式
』
に
は
じ
ま
り
、『
貞
観
儀
式

（
11
（

』『
延
喜
儀
式
』『
新
儀
式
』
な
ど
が
作
ら
れ
た
。
儀
式

書
で
は
、
各
儀
礼
は
つ
ね
に
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
永
続
的
な
も
の
と
し
て
、
具
体
的
な
手
順
や
祭
料
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

現
実
に
は
時
間
の
経
過
に
よ
り
、
各
儀
礼
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
生
じ
る
が
、
毎
年
変
わ
る
こ
と
な
く
実
施
す
る
と
い
う
理
念
で
書

か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
恒
例
儀
礼
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
律
令
の
最
後
に
見
え
る
、
年
始
か
ら
年
末
の
節
日
を
列
挙
す
る
形
式
が
基
礎
と
な
る
。
唐

礼
の
よ
う
に
五
礼
の
種
類
に
よ
り
分
類
し
配
列
し
よ
う
と
い
う
模
索
も
あ
っ
た
も
の
の
、『
新
儀
式
』
や
さ
ら
に
は
『
本
朝
月
令
』
以

降
の
私
撰
儀
式
書
で
は
、
結
局
、
正
月
か
ら
十
二
月
と
い
う
時
間
軸
に
沿
っ
て
実
施
日
に
基
づ
い
て
並
べ
、
そ
の
あ
と
に
臨
時
の
儀
礼
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を
別
に
ま
と
め
る
様
式
に
落
ち
着
く（
11
（

。『
政
事
要
略
』
な
ど
も
、
そ
の
年
中
行
事
の
部
分
は
『
本
朝
月
令
』
を
継
承
し
て
い
る
。
両
者

は
明
法
家
の
手
に
よ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
法
律
と
儀
礼
の
両
方
の
性
質
が
あ
り
、
儀
式
書
に
は
分
類
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ

る
が
、
形
式
は
儀
式
書
を
踏
襲
し
て
い
る
。『
九
条
年
中
行
事
』『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
小
野
宮
年
中
行
事
』
な
ど
の
、
よ
り
典
型
的

な
儀
式
書
は
当
然
同
じ
形
式
で
あ
る
。

『
類
聚
国
史
』
が
歳
時
の
項
目
で
、
正
月
か
ら
十
二
月
の
年
中
行
事
を
記
し
、
他
の
行
事
は
こ
れ
と
別
に
記
す
と
い
う
体
裁
は
、
こ

れ
ら
と
重
な
る
。『
類
聚
国
史
』
は
、
儀
式
書
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
柄
も
多
く
記
さ
れ
る
が
、
基
本
的
構
造
は
儀
式
書
と
同

様
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
当
初
は
、
変
化
の
時
系
列
的
集
積
と
し
て
作
ら
れ
る
歴
史
書
と
、
毎
年
繰
り
か
え
さ
れ
る
行
事
の
規
範
と

な
る
儀
式
書
は
、
性
質
の
違
い
か
ら
別
々
に
編
纂
さ
れ
、
役
割
分
担
が
あ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
歴
史
書
が
解
体
さ

れ
儀
式
書
に
近
い
体
裁
に
再
構
築
さ
れ
た
。『
類
聚
国
史
』
は
歴
史
書
と
儀
式
書
の
結
節
点
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
歴
史
書
を
解
体
し
て
儀
式
書
の
よ
う
に
再
構
築
し
た
『
類
聚
国
史
』
の
編
者
が
、
国
史
を
編
纂
し
た
の
と
同
じ
人
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
過
去
の
出
来
事
を
把
握
す
る
ス
タ
イ
ル
が
変
質
し
た
と
す
る
捉
え
方
を
も
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
過
去
の
出
来
事
を
通
時

的
に
把
握
す
る
の
と
は
別
の
立
場
と
し
て
、
共
時
的
把
握
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
通
時
的
に
な
さ
れ
た
把
握
が
、
共
時

的
把
握
に
移
行
し
、
こ
れ
と
は
別
に
す
で
に
あ
っ
た
共
時
的
な
把
握
（
儀
式
書
の
把
握
形
式
）
と
合
わ
さ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。『
類
聚

国
史
』
よ
り
も
の
ち
の
時
代
に
、
正
史
は
編
纂
が
は
じ
め
ら
れ
る
も
の
の
完
成
に
は
い
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
う
し
た
変
化
の

表
出
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
把
握
の
仕
方
が
変
質
し
た
と
う
か
が
わ
せ
る
の
は
『
類
聚
国
史
』
に
限
ら
な
い
。
こ
れ
よ
り
や
や
時
代

が
く
だ
る
『
九
条
年
中
行
事
』
や
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
九
暦
』
や
『
小
右
記
』
と
い
っ
た
日
記
と
密
接
な
関
係
が

 49 



あ
る
。
日
記
は
、
日
々
の
出
来
事
を
暦
に
基
づ
き
時
系
列
で
記
録
し
た
も
の
で
、
か
つ
て
は
歴
史
書
を
編
纂
す
る
と
き
の
資
料
の
一
つ

と
さ
れ
、
体
裁
に
お
い
て
歴
史
書
は
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
代
に
は
、
し
ば
し
ば
日
記
や
そ
の

別
記
か
ら
儀
礼
の
記
事
を
集
め
て
、
一
月
〜
十
二
月
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
恒
例
行
事
と
し
て
配
列
・
再
編
し
て
儀
式
書
が
作
ら
れ

た
。
ち
な
み
に
儀
式
書
の
多
く
は
本
来
な
ら
正
史
の
編
纂
責
任
者
と
も
な
る
べ
き
公
卿
に
よ
り
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

日
々
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
編
纂
の
結
果
も
は
や
六
国
史
の
よ
う
な
形
態
に
は
結
実
す
る
こ
と
は
な
く
、『
類
聚
国
史
』

に
よ
る
歴
史
の
再
構
築
を
経
た
の
ち
に
は
、
儀
式
書
す
な
わ
ち
年
中
行
事
の
形
態
で
結
実
す
る
。
基
底
に
あ
る
時
間
や
過
去
の
出
来
事

に
対
す
る
認
識
が
異
な
る
た
め
に
、
編
纂
作
業
は
歴
史
書
と
し
て
成
果
物
を
作
れ
ず
、
年
中
行
事
の
形
態
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
。
そ

し
て
、
年
ご
と
の
揺
ら
ぎ
も
し
く
は
差
分
の
記
録
は
、
儀
式
書
に
吸
収
さ
れ
勘
物
と
し
て
集
積
さ
れ
る
。
勘
物
は
い
わ
ば
儀
式
書
に
引

き
継
が
れ
た
歴
史
書
の
残
滓
で
あ
る
。

か
つ
て
六
国
史
が
編
纂
さ
れ
た
律
令
期
に
は
、
歴
史
書
と
儀
式
書
は
役
割
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
併
存
・
併
用
さ
れ
た
。
し
か
し

そ
の
の
ち
の
時
代
に
、
根
底
に
あ
る
過
去
の
出
来
事
の
把
握
様
式
が
変
化
し
た
た
め
に
、
歴
史
書
が
す
が
た
を
変
え
て
儀
式
書
に
重
ね

合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
儀
式
書
だ
け
が
続
き
、
歴
史
書
が
途
絶
し
た
の
で
は
な
い
。
儀
式
書
は
、
歴
史
書

の
後
裔
で
も
あ
る
の
だ
。

六　

過
去
把
握
の
仕
方
の
変
化
と
「
現
在
」
の
了
解

こ
こ
で
改
め
て
過
去
の
出
来
事
の
把
握
の
仕
方
の
変
化
と
「
現
在
」
の
了
解
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
に
移
り
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変
わ
っ
た
か
を
確
か
め
る
。

歴
史
書
に
は
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
現
在
と
過
去
に
対
す
る
了
解
・
把
握
が
根
底
に
あ
る
。

後
世
に
受
け
継
が
れ
た
日
本
の
歴
史
書
は
、
現
在
と
は
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
の
結
果
成
立
し
た
と
い
う
認
識
を
基
調
と
し
て
編
纂

さ
れ
た
。
現
在
と
は
異
な
る
状
態
が
過
去
に
は
あ
り
、
そ
の
と
き
、
あ
る
行
動
や
出
来
事
が
生
じ
た
こ
と
で
状
態
が
変
化
し
て
、
現
在

に
い
た
る
状
態
が
で
き
上
が
っ
た
と
い
う
理
解
の
仕
方
が
基
調
に
あ
り
、
そ
の
た
め
後
世
の
環
境
や
状
況
を
成
立
さ
せ
た
り
変
化
さ
せ

た
出
来
事
を
中
心
に
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
状
況
の
成
立
に
直
結
す
る
出
来
事
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
出
来
事
は
人
々
が
享

受
す
る
状
況
・
条
件
を
変
化
さ
せ
、
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
現
在
の
状
態
は
成
立
す
る
。
原
因
か
ら
結
果
が
生
じ
、
そ
の
結
果
が
前
提
と

な
り
次
の
原
因
と
な
る
出
来
事
が
発
生
し
、
そ
の
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
幾
重
に
も
な
る
連
鎖
が
あ
っ
て
、
そ
の
最
終
結
果
と
し
て

「
現
在
」
の
状
況
が
あ
る
。

そ
し
て
歴
史
書
の
構
成
要
素
と
な
る
過
去
の
出
来
事
は
、
自
然
環
境
の
変
化
を
当
然
含
む
が
、
多
く
は
自
由
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
人
の
行
動
で
あ
る
。
歴
史
書
の
記
述
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
歴
史
書
の
編
纂
主
体
（
朝
廷
）
の
前
身
と
い
う
べ
き
人
々
で
あ
り
、
行

動
は
、
誰
か
に
強
い
ら
れ
た
り
選
択
の
余
地
な
く
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
主
体
的
に
決
定
さ
れ
る
。
可
能

な
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
実
行
す
る
も
の
を
選
び
、
ま
た
は
実
行
し
な
い
こ
と
を
選
ぶ
の
は
、
あ
く
ま
で
自
由
意
思
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
論
理
的
必
然
性
も
な
く
、
諸
条
件
を
考
え
合
わ
せ
て
も
行
動
を
決
定
論
的
に
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
意
思
が
決
定
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
気
ま
ぐ
れ
で
恣
意
的
と
も
い
え
、
ど
の
よ
う
に
で
も
な
り
う
る
と
い
う
意
味
で
不
安
定
な
の
だ
が
、
こ
う
し
た
行

動
が
次
の
時
代
の
状
況
を
決
定
し
、
そ
の
状
況
が
さ
ら
に
次
の
時
代
の
行
動
の
前
提
と
な
り
、
影
響
を
残
す
。

ま
た
こ
う
し
た
自
由
意
思
に
よ
り
、
過
去
の
行
動
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
同
じ
条
件
・
状
況
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
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再
び
同
じ
行
動
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
行
動
は
環
境
や
状
況
を
変
化
さ
せ
る
の
で
、
同
じ
状

況
や
条
件
が
後
世
に
ま
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
あ
る
時
代
の
行
動
が
、
後
世
に
そ
の
ま
ま
再
現
や
再
生
さ
れ

る
こ
と
は
一
般
に
あ
り
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
歴
史
的
出
来
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
神
武
天
皇
の
東
征
な
ど
は
、
必
ず
そ
の
時
代
に

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
九
州
に
居
続
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
天
皇
が
九
州
と
い
う
辺
境
の
地
に
い
る
か

ら
生
じ
た
行
動
で
あ
り
、
も
し
も
す
で
に
国
の
中
心
で
あ
る
ヤ
マ
ト
に
都
が
あ
る
な
ら
、
そ
う
し
た
行
動
が
再
び
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。

過
去
の
出
来
事
は
必
然
性
も
な
く
、
後
世
に
そ
の
ま
ま
再
現
や
再
生
さ
れ
る
こ
と
も
一
般
に
は
あ
り
得
な
い
。

の
ち
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
の
あ
り
方
や
享
受
す
る
環
境
は
、
他
の
可
能
性
も
あ
る
中
か
ら
選
ば
れ
た
そ
の
行
動
の
み
に
立
脚

し
て
成
立
す
る
。
た
と
え
過
去
の
そ
の
行
動
が
、
さ
し
た
る
理
由
も
な
く
決
め
ら
れ
た
頼
り
な
い
も
の
で
、
改
め
て
考
え
れ
ば
他
の
選

択
肢
を
選
ぶ
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
再
現
性
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
既
成
事
実
で
あ
る
か
ら
も
は
や
覆
す
こ

と
は
で
き
ず
、
い
か
な
る
否
定
も
受
け
付
け
な
い
。「
現
在
」
を
成
立
さ
せ
た
過
去
の
行
動
は
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
た
め
原
理
的
必

然
性
も
再
現
性
も
な
い
。
な
ぜ
現
在
の
状
況
が
成
立
し
、
他
の
状
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
論
理
や
原
理
に

よ
る
説
明
は
で
き
ず
、
過
去
の
出
来
事
の
集
積
を
示
す
し
か
な
い
。

六
国
史
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
学
ぶ
日
本
書
紀
講
筵
が
、
朝
廷
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
受
け
継
が
れ
る
「
現
在
」
が
で
き
上
が
っ
た
経
緯
を
、
朝
廷
は
繰
り
返
し
学
び
、
自
分
た
ち
が
何
者
で
あ
る

か
を
確
認
し
て
い
た
。
ま
た
、
天
皇
に
限
れ
ば
、
そ
の
地
位
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
、
何
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
か
、

『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
即
位
宣
命
で
示
し
、
朝
廷
は
皇
位
が
継
承
さ
れ
る
た
び
に
繰
り
返
し
こ
れ
を
確
認
し
、
さ

ら
に
具
体
的
な
文
面
を
歴
史
書
に
記
し
た
。『
日
本
書
紀
』
は
「
現
在
」
が
い
か
に
成
立
し
た
か
を
説
明
す
る
と
き
の
根
拠
と
し
て
用
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い
ら
れ
た
。

そ
し
て
歴
史
書
か
ら
儀
式
書
に
移
行
す
る
と
き
、
根
底
に
は
、
過
去
の
出
来
事
の
把
握
の
仕
方
お
よ
び
時
間
経
過
に
対
す
る
認
識
に
、

次
の
よ
う
な
推
移
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
『
三
代
実
録
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
歴
史
書
に
は
基
本
的
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
恒
例
の
祭
祀
儀
礼
を
丹
念
に
掲
載
す
る
よ

う
に
な
り
、
文
面
に
お
い
て
毎
年
同
じ
時
期
に
同
じ
儀
礼
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
毎
年
春
夏
秋
冬
の
四
季
が

循
環
し
て
い
る
と
、
次
の
年
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
予
想
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
安
定
し
た
繰
り
返
し
は
、
将
来
も
同
じ
よ
う
に
儀
礼

が
行
わ
れ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
儀
礼
は
時
間
を
超
え
て
再
生
さ
れ
る
も
の
と
す
る
認
識
が
強
ま
り
、
そ
れ
と
表
裏
を
な
す

よ
う
に
、
各
年
に
行
わ
れ
た
儀
礼
の
間
に
生
じ
る
差
分
に
も
意
識
が
向
け
ら
れ
る
。
時
間
の
経
過
は
、
過
去
の
出
来
事
の
結
果
に
よ
り

現
在
が
成
立
し
、
現
在
の
出
来
事
に
よ
り
未
来
の
状
況
が
成
立
す
る
と
い
う
変
化
の
連
鎖
を
展
開
す
る
と
い
う
把
握
は
後
退
し
、
偏
差

を
含
み
つ
つ
儀
礼
の
再
生
を
具
体
化
す
る
契
機
と
す
る
把
握
が
前
面
に
出
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
過
ぎ
た
日
々
も
現
在
と
同
様
で
あ
り
、
未
来
も
ま
た
現
在
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、

過
去
も
現
在
も
、
さ
ら
に
は
未
来
ま
で
も
、
基
本
的
に
同
じ
状
況
が
維
持
・
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
も
つ
な
が
る
。
客
観
的

事
実
と
し
て
全
く
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
そ
れ
な
り
に
違
い
が
あ
る
出
来
事
も
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と

と
同
じ
よ
う
で
あ
る
と
了
解
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
認
識
に
お
い
て
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
と
な
る
。

歴
史
書
に
載
せ
ら
れ
た
過
去
に
作
ら
れ
た
記
録
も
、
今
と
は
違
う
昔
の
状
態
や
そ
の
と
き
に
特
有
の
出
来
事
を
記
し
た
も
の
と
は
受

け
止
め
ず
、
誤
差
は
あ
る
も
の
の
現
在
と
似
た
よ
う
な
状
態
や
出
来
事
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
あ
る
年
と
そ
の
次
の
年
を
、
不
可
分

な
連
鎖
と
捉
え
る
必
要
性
は
な
く
な
り
、
両
者
は
切
り
離
さ
れ
、
個
別
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
任
意
の
年
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
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あ
ろ
う
と
、
そ
の
こ
と
が
他
の
年
に
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
ず
、
た
だ
繰
り
返
さ
れ
る
べ
き
規
範
を
基
準
と
し
て
、
誤
差
が
ど
の
よ

う
で
あ
る
か
を
記
す
。

よ
う
す
る
に
、
時
間
は
、
基
本
的
に
出
来
事
の
繰
り
返
し
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
状
況
の

根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
日
々
の
出
来
事
と
は
儀
礼
の
実
施
が
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
を
再
生
産
さ
せ
る
と
い
う
か
た

ち
で
、
の
ち
の
時
代
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
。
規
範
に
従
う
べ
く
実
施
さ
れ
た
事
例
は
、
後
世
、
従
う
べ
き
規
範
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

先
例
に
、
し
ば
し
ば
転
化
す
る
。
過
去
の
出
来
事
の
記
録
は
、
単
な
る
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
従
う
べ
き
規
範
と
し
て
機
能

す
る
よ
う
に
な
る
。
繰
り
返
し
て
い
る
事
実
が
規
範
に
転
化
し
、
そ
の
規
範
に
従
う
こ
と
で
個
別
の
事
実
が
あ
ら
た
に
生
じ
る
と
い
う
、

再
帰
的
関
係
に
な
る
。

『
類
聚
国
史
』
が
編
纂
さ
れ
て
し
ば
ら
く
の
ち
、
正
史
の
編
纂
は
滞
り
、
日
本
書
紀
講
筵
も
行
わ
れ
な
く
な
る
。
今
と
は
異
な
る
状

況
が
昔
あ
り
、
そ
の
と
き
に
あ
る
出
来
事
や
行
動
が
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
、「
現
在
」
に
受
け
継
が
れ
る
状
況
が
成
立
し
た
と
い

う
、「
現
在
」
に
つ
い
て
の
了
解
様
式
を
持
つ
も
の
が
、
機
能
を
失
っ
て
ゆ
く
。
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
国
の
統
治
や
権
力
に
変
化
が

生
じ
て
い
る
こ
と
も
関
係
あ
ろ
う
が
、
朝
廷
は
、
年
中
行
事
と
し
て
ま
と
め
て
把
握
さ
れ
る
複
数
の
恒
例
儀
礼
を
無
事
に
行
う
こ
と
に

力
を
注
ぐ
。
内
裏
に
年
中
行
事
を
記
し
た
御
障
子
文
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
準
拠
し
た
朝
廷
儀
礼
を
行
い
、
私
撰
儀
式
書
も
そ
の
御
障

子
文
に
準
拠
し
て
作
ら
れ
る
。
天
皇
に
つ
い
て
も
、
や
や
時
代
が
下
る
が
『
禁
秘
抄
』
で
、
日
々
の
儀
礼
的
行
為
を
実
践
す
る
も
の
と

細
か
く
記
さ
れ
る
。

「
現
在
」
の
状
況
は
、
今
と
は
異
な
る
過
去
の
状
態
と
そ
の
と
き
の
出
来
事
を
持
ち
出
す
こ
と
で
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に

あ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
規
範
と
そ
の
現
実
化
に
よ
り
了
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
朝
廷
は
、
あ
る
べ
き
儀
礼
を
現
前
化
さ
せ
る
主
体
と
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し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

七　

む　

す　

び

本
稿
で
は
、
歴
史
書
が
現
在
お
よ
び
過
去
の
把
握
・
了
解
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
把
握
・
了
解
の
仕
方
に

変
化
が
生
じ
た
た
め
、
歴
史
書
と
し
て
は
完
成
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
儀
式
書
が
よ
り
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
論
じ
た
。
儀
式
書
に
は
正
史
と
の
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
正
史
の
後
継
と
い
う
べ
き
側
面
が
あ
る
。

た
だ
本
稿
で
は
現
在
お
よ
び
過
去
の
把
握
・
了
解
の
仕
方
に
変
化
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
な
ぜ
そ
の
変
化
が
生
じ
た
の

か
理
由
や
原
因
に
つ
い
て
は
考
察
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
正
史
に
つ
い
て
ご
く
一
部
を
考
察
す
る
に
と
ど
ま
り
、
祭
祀
儀
礼
以
外
の
儀

礼
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
ず
、
儀
礼
以
外
の
記
事
も
考
察
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
（
） 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
、
祭
并
幣
事
、
寛
平
五
年
三
月
二
日
太
政
官
符
、
寛
平
六
年
十
一
月
十
一
日
太
政
官
符
な
ど
。

（
（
） 

皇
帝
の
祭
祀
儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
に
詳
し
い
。

（
（
） 

日
本
で
の
儀
礼
の
受
容
や
整
備
発
展
に
つ
い
て
の
考
察
は
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
大
日
方
克
己
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
、
池
田
温
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制
』
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
、
西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
九
七
年
、
大
隅
清
陽
『
律
令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
国
書
刊

行
会
、
一
九
八
五
年
、
な
ど
。
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（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
一
第
五
段
一
書
第
五
。

（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
六
垂
仁
天
皇
二
七
年
八
月
七
日
条
。

（
（
） 
た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
巻
三
〇
持
統
五
年
十
月
廿
七
日
条
「
遣
使
者
鎭
祭
新
益
京
。」、『
続
日
本
紀
』
巻
五
和
銅
四
年
四
月
二
十
日
条
「
詔
。

賀
茂
神
祭
日
。
自
今
以
後
。
國
司
毎
年
親
臨
検
察
焉
。」、
天
平
三
年
正
月
廿
六
日
条
「
神
祇
官
奏
。
庭
火
御
竃
四
時
祭
祀
。
永
爲
常
例
。」、
天

平
宝
字
四
年
三
月
十
三
日
条
「
詔
曰
。
比
來
。
皇
太
后
御
體
不
豫
。
宜
祭
天
神
地
祇
。
諸
祝
部
等
各
祷
其
社
。
欲
令
聖
體
安
穩
平
復
。
是
以
。

自
太
神
宮
祢
宜
内
人
物
忌
。
至
諸
社
祝
部
。
賜
爵
一
級
。
普
告
令
知
之
。
授
外
從
五
位
上
神
主
首
名
外
正
五
位
下
。
外
正
六
位
上
神
主
枚
人
外

從
五
位
下
。」

（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
八
仲
哀
天
皇
八
年
九
月
五
日
条
。

（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
十
九
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
。

（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
推
古
天
皇
十
五
年
二
月
九
日
条
。

（
（0
） 

『
続
日
本
紀
』
巻
卅
四
宝
亀
七
年
四
月
十
二
日
条
。

（
（（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
天
武
天
皇
四
年
四
月
十
日
条
。

（
（（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
天
武
天
皇
十
年
七
月
十
日
条
。

（
（（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
天
武
天
皇
十
一
年
四
月
九
日
条
。

（
（（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
三
〇
持
統
四
年
七
月
十
八
日
条
。

（
（（
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
天
武
天
皇
十
一
年
七
月
十
一
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、
天
武
天
皇
十
二
年
四
月
廿
一
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、

七
月
廿
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、
天
武
天
皇
十
三
年
四
月
十
三
日
条
「
祭
廣
瀬
大
忌
神
。
龍
田
風
神
。」、
七
月
九
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、

天
武
天
皇
十
四
年
四
月
十
二
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、
七
月
廿
一
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、
朱
鳥
元
年
七
月
十
六
日
条
「
祭
廣
瀬
龍
田
神
。」、

持
統
四
年
四
月
三
日
条
「
遣
使
祭
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
十
八
日
条
「
遣
使
者
祭
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
持
統
五
年
四
月

十
一
日
条
「
遣
使
者
祭
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
十
五
日
条
「
遣
使
者
祭
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
八
月
廿
三
日
条
「
遣
使
者

祭
龍
田
風
神
。
信
濃
須
波
。
水
内
等
神
。」、
持
統
六
年
四
月
十
九
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
。
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
十
一
日
条
「
遣
使

者
祀
廣
瀬
與
龍
田
。」、
持
統
七
年
四
月
十
七
日
条
「
遣
大
夫
謁
者
。
詣
諸
社
祈
雨
。
又
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
十
二
日

条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
持
統
八
年
四
月
十
三
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
十
五
日
条
「
遣
使
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者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
持
統
九
年
四
月
九
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
廿
三
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大

忌
神
與
龍
田
風
神
。」、
持
統
十
年
四
月
十
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
。
與
龍
田
風
神
。」、
七
月
八
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
大
忌
神
與
龍
田

風
神
。」、
持
統
十
一
年
四
月
十
四
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
與
龍
田
。」、
七
月
十
二
日
条
「
遣
使
者
祀
廣
瀬
與
龍
田
。」

（
（（
） 
『
続
日
本
後
紀
』
巻
十
三
承
和
十
年
四
月
四
日
条
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
四
仁
寿
二
年
十
一
月
廿
三
日
条
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
五
仁
寿
三
年
六
月
十
一
日
条
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
五
仁
寿
三
年
十
一
月
十
七
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
斉
衡
元
年
六
月
十
一
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。

所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
斉
衡
元
年
十
一
月
廿
二
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
斉
衡
二
年
六
月
十
一
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。

所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
十
一
月
廿
二
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
斉
衡
三
年
六
月
十
一
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉

祭
如
常
儀
。」、
十
一
月
十
六
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、
十
二
月
十
一
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
奉
祭
如
常
儀
。」、

天
安
元
年
十
一
月
廿
二
日
条
「
帝
不
御
神
嘉
殿
。
所
司
參
會
神
祇
官
行
祭
事
儀
如
常
。」

（
（0
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
五
仁
寿
三
年
四
月
廿
五
日
条
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
六
斉
衡
元
年
四
月
十
九
日
条
「
以
有
穢
事
。
停
賀
茂
祭
。
但
山
城
國
司
齋
供
如
常
。」
な
ど
、
他
に
も
同
様
の
事
例
が
あ
る
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
四
仁
寿
二
年
四
月
廿
五
日
条
。

（
（（
） 

『
文
徳
実
録
』
巻
九
天
安
元
年
四
月
十
八
日
条
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
二
貞
観
元
年
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
四
貞
観
二
年
二
月
四
日
条
「
祈
年
祭
如
常
。」、『
三
代
実
録
』
巻
四
貞
観
二
年
十
一
月
十
四
日
条
「
於
宮
内
省
、
修
鎭
魂
祭

如
常
。」

（
（（
） 

た
と
え
ば
翌
年
の
貞
観
二
年
は
、『
三
代
実
録
』
巻
四
貞
観
二
年
二
月
三
日
条
「
春
日
祭
如
常
。」、
二
月
四
日
条
「
祈
年
祭
如
常
。」、
二
月

十
日
条
「
大
原
野
祭
如
常
。」、
四
月
四
日
条
「
平
野
・
廣
瀬
・
龍
田
等
祭
如
常
。」、
四
月
五
日
条
「
梅
宮
祭
如
常
。」、
七
月
四
日
条
「
廣
瀬
龍

田
祭
如
常
。」、
十
一
月
八
日
条
「
春
日
平
野
等
祭
如
常
。」
な
ど
と
あ
り
、
そ
れ
以
後
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
十
九
貞
観
十
三
年
五
月
三
日
条
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
七
貞
観
五
年
三
月
五
日
条
。
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（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
十
三
貞
観
八
年
七
月
五
日
条
。

（
（0
） 

『
三
代
実
録
』
巻
十
四
貞
観
九
年
十
一
月
十
三
日
条
。

（
（（
） 
『
三
代
実
録
』
巻
一
天
安
二
年
十
一
月
三
日
条
。

（
（（
） 
『
三
代
実
録
』
巻
一
天
安
二
年
十
一
月
十
日
条
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
七
貞
観
五
年
二
月
三
日
条
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
二
十
貞
観
十
三
年
十
一
月
十
七
日
条
。

（
（（
） 

『
三
代
実
録
』
巻
二
十
貞
観
十
三
年
十
一
月
十
八
日
条
。

（
（（
） 

『
儀
式
』
の
書
名
で
伝
わ
っ
た
も
の
は
、『
貞
観
儀
式
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
） 

尾
留
川
方
孝
「
官
撰
儀
式
書
の
構
成
の
模
索
と
漢
籍
」（『
日
本
思
想
史
学
』
巻
四
八
号
、
二
〇
一
六
年
）。

 58 


