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│

　

出
雲
国
造
神
賀
詞
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
出
雲
国
造
が
こ

れ
を
奏
上
す
る
こ
と
か
ら
、
従
来
こ
の
国
造
に
焦
点
を
当
て

て
論
じ
る
傾
向
が
強
い
。
ま
た
神
賀
詞
に
つ
い
て
も
、
そ
の

古
事
記
と
の
関
連
に
ま
で
説
き
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
て
さ
え
、
そ

れ
じ
た
い
の
分
析
、
検
討
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た

い
論
考
が
少
な
く
な
い
。

　

本
稿
は
、
出
雲
国
司
の
忌
部
子
首
に
着
目
し
、
神
賀
詞
そ

の
も
の
を
的
確
に
読
み
解
く
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
主
に
は

神
代
紀
や
祝
詞
に
も
と
づ
く
そ
の
成
り
た
ち
、
さ
ら
に
出
雲

国
に
所
在
す
る
神
戸
と
の
関
連
な
ど
を
中
心
に
解
明
を
進
め
、

そ
れ
ら
に
関
与
し
、
は
た
し
た
子
首
の
〝
し
ご
と
〟
の
実
相

に
迫
る
。

　

最
後
に
、
神
賀
詞
の
内
容
お
よ
び
そ
の
奏
上
の
も
つ
意
味

を
探
り
、
そ
こ
に
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
の
つ
な
が
り
を
確
認

す
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
日
本
書
紀
に
結
実
す
る

修
史
事
業
に
参
画
し
た
子
首
の
、
こ
の
か
か
わ
り
が
神
賀
詞

の
成
立
を
も
た
ら
し
た
そ
の
あ
と
を
可
能
な
限
り
実
証
に
徹

し
て
た
ど
ろ
う
と
す
る
。
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一
、
神
賀
詞
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

　

本
稿
は
、
出い
ず

雲も
の

国く
に

に
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
忌い
ん

部べ
の

子こ

首び
と

（
表
記
を

こ
れ
に
統
一
す
る
）
と
神
賀
詞
と
の
か
か
わ
り
の
内
実
を
探
る
こ
と

を
主
な
ね
ら
い
と
す
る
。
具
体
的
に
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
主
に
は

お
よ
そ
次
の
と
お
り
、
第
一
に
、
日
本
書
紀
の
神
代
紀
そ
の
他
を
神

賀
詞
が
取
り
込
ん
で
成
る
そ
の
実
態
を
、
神
賀
詞
の
伝
承
の
な
か
に

解
明
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
と
り
込
む
作
業
、
す
な
わ
ち
神
賀

詞
の
成
立
を
子
首
が
主
導
し
た
あ
と
を
当
該
伝
承
に
確
認
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
実
際
に
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
儀
礼
に
子
首
の
関
与
し
た
あ

と
を
歴
史
に
た
ど
る
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
最
も
力
点
を
置
く
べ

き
は
、
神
賀
詞
そ
れ
じ
た
い
を
な
に
よ
り
実
証
の
上
で
も
正
確
に
読

み
解
く
こ
と
、
あ
ら
ま
し
以
上
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
子
首
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
に
略
歴
を
付
記
す

る
ほ
か
、
行
論
に
必
要
の
つ
ど
関
連
す
る
限
り
に
言
及
を
と
ど
め
る
。

ま
た
神
賀
詞
の
成
立
し
た
時
期
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
稿

の
論
述
全
体
を
そ
れ
に
対
す
る
取
り
組
み
に
当
て
、
関
連
す
る
論
述

お
よ
び
そ
の
結
論
に
そ
の
つ
ど
言
及
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。
実
は
、

こ
の
問
題
は
神
賀
詞
の
本
質
に
か
か
わ
り
、
根
が
深
い
。

　

本
来
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
へ
の
橋

渡
し
と
瀬
踏
み
を
兼
ね
先
行
研
究
の
成
果
を
概
観
し
て
み
る
に
、
神

賀
詞
の
な
か
の
、
大
穴
持
命
が
み
ず
か
ら
の
和
魂
と
自
身
の
子
等
の

御
魂
と
を
「
大
倭
の
国
」
の
各
所
に
鎮
座
さ
せ
た
と
い
う
一
節
を
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
手
懸
か
り
に
、
は
や
く
武
田
祐
吉
氏
が
そ
の
鎮
座
地

に
関
連
し
て
「
大
和
の
国
に
あ
っ
て
藤
原
の
京
を
中
心
と
し
た
配

置
」
と
み
な
す
と
共
に
「
飛
鳥
の
京
ま
た
は
藤
原
の
京
の
時
代
に
制

定
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事

記
・
祝
詞
』
の
祝
詞
「
解
説
」
373
頁
）
と
説
く
。
こ
の
説
を
こ
れ
以

降
は
踏
ま
え
な
が
ら
、
出
雲
国
の
国
司
在
任
中
の
子
首
の
関
与
を
む

し
ろ
重
視
す
る
説
が
大
勢
と
な
る
。
た
と
え
ば
音
瀧
能
之
氏
『
古
代

出
雲
の
社
会
と
交
流
』（
そ
の
Ⅱ
の
「
第
四
章　

出
雲
国
造
神
賀
詞

の
奏
上
の
起
源
と
そ
の
背
景
」
236
頁
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
。
お
う

ふ
う
）
は
、
篠
川
賢
氏
の
「『
神
賀
詞
』
の
内
容
が
藤
原
京
時
代

（
694
～
710
年
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
か
ら
「
忌
部
子
首
が

出
雲
守
在
任
中
（
708
～
716
年
）
に
『
神
賀
詞
』
が
作
ら
れ
た
と
す

る
」
説
（「
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
小
考
」『
日
本
常
民
文
化
紀

要
』
第
二
十
三
輯
。
二
〇
〇
三
年
）
を
評
価
し
た
上
で
、
こ
の
神
賀

詞
の
奏
上
開
始
時
期
や
そ
の
背
景
に
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
論
の
な

か
で
は
、「
子
首
の
史
書
編
纂
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
を
ふ
ま
え
る
な
ら

ば
、
出
雲
臣
果
安
の
神
賀
詞
奏
上
に
関
与
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
さ

ほ
ど
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。」（
同
書
247
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
よ

り
前
、
門
脇
禎
二
氏
『
出
雲
の
古
代
史
』（
そ
の
「
Ⅴ　

出
雲
と
古

代
統
一
国
家
」。
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
268
。
昭
和
五
十
一
年
二
月
）
が
、

こ
の
神
賀
詞
奏
上
に
先
行
し
て
神
賀
詞
の
今
み
る
か
た
ち
の
「
高
天



63　　出雲国造神賀詞の成りたちと神代紀

原
の
神
々
の
神
話
体
系
と
そ
の
出
雲
平
定
神
話
と
の
整
合
的
な
結
び

つ
け
は
す
で
に
な
さ
れ
、
ほ
ぼ
と
と
の
え
あ
げ
ら
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。」
と
論
じ
、
こ
れ
に
「
子
首
と
国
造

果
安
と
の
間
の
談
合
」（
192
頁
）
を
想
定
す
る
。

　

い
ず
れ
も
傾
聴
に
値
す
る
と
は
い
え
、
神
賀
詞
そ
っ
ち
の
け
の
議

論
の
観
は
否
め
な
い
。
神
賀
詞
の
伝
承
そ
の
も
の
を
読
み
解
き
、
考

察
を
尽
く
し
、
そ
こ
か
ら
見
解
を
導
く
な
ど
の
基
礎
・
基
本
の
作
業

の
積
み
重
ね
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
る
。
小
稿
は
、
こ
の
現
況
に
鑑

み
、
神
賀
詞
の
本
文
の
読
解
を
な
に
よ
り
優
先
す
る
。
可
能
な
限
り

読
み
を
深
め
、
そ
し
て
実
証
に
努
め
な
が
ら
、
冒
頭
に
挙
げ
た
目
標

の
達
成
に
向
け
た
取
り
組
み
を
以
下
に
め
ざ
す
。

二
、
神
賀
詞
の
構
成

　

さ
て
、
神
賀
詞
全
体
の
内
容
あ
る
い
は
伝
承
を
取
り
扱
っ
た
先
行

研
究
は
、
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
遑
な
い
。
論
点
も
尽
き
な
い
が
、
こ
こ

で
は
管
見
に
入
っ
た
な
か
の
注
目
す
べ
き
論
考
に
ま
ず
は
焦
点
を
当

て
る
。
そ
れ
を
糸
口
に
神
賀
詞
の
読
解
を
進
め
る
。

　

従
来
の
説
の
な
か
で
は
比
較
的
簡
潔
に
要
点
を
整
理
し
て
ま
と
め

た
研
究
成
果
を
、
岡
田
精
司
氏
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』（
そ

の
「
第
Ⅱ
部　

記
紀
神
話
の
歴
史
的
背
景
」。
292
頁
。
昭
和
四
十
五

年
四
月
。
塙
書
房
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
「『
出
雲
国

造
神
賀
詞
』
は
、『
奏
』
で
終
わ
る
三
段
か
ら
な
っ
て
お
り
、
さ
ら

に
中
段
も
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。」
と
い
う
段
落
分
け
を
施

す
。
門
脇
氏
前
掲
書
（
そ
の
「
Ⅵ　

出
雲
の
国
造
」
153
頁
）
が
こ
れ

に
若
干
手
直
し
を
加
え
な
が
ら
記
号
を
含
め
ほ
ぼ
準
拠
し
て
い
る
の

で
、
始
め
に
こ
れ
を
採
り
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
問
題
も
散
見
す
る
の

で
、
こ
の
段
落
分
け
の
確
認
に
あ
わ
せ
、
再
検
討
も
加
え
る
こ
と
に

す
る
。
次
に
そ
の
一
節
を
示
す
。

　
　

⑴�　

出
雲
国
造
が
、
熊
野
・
杵
築
を
は
じ
め
出
雲
国
内
一
八
六

社
を
忌い
わ

い
静
め
、
そ
の
返
事
と
し
て
出
て
く
る
神
々
が
天
皇

を
守
る
む
ね
の
賀
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
　

⑵
a�

、
高
天
原
を
主
宰
し
た
高タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ

御
魂
神
の
指
示
に
よ
り
、
天
ア
メ
ノ

穂ホ

比ヒ
ノ
ミ
コ
ト
命
が
天
下
を
見
廻
り
、
そ
の
児
の
天ア
メ
ノ

夷ヒ
ナ

鳥ト
リ
ノ

命ミ
コ
トが
天

降
っ
て
大
八
島
国
を
平
定
し
た
と
す
る
。

　
　
　

b�

、
こ
の
と
き
に
際
し
、
出
雲
の
大
穴
持
命
は
、
自
分
の
和に
ぎ

魂み
た
まと
そ
の
子
の
神
々
の
御
魂
を
南
大
和
に
「
皇
孫
命
の
近

き
守
神
」
に
貢
た
て
ま
つ

っ
て
鎮
座
さ
せ
、
自
分
は
杵
築
宮
に
籠

り
入
っ
た
由
来
を
述
べ
る
。

　
　
　

c�

、
そ
こ
で
尊
い
神
（
高
御
魂
神
）
が
、
天
穂
比
命
に
下
し

た
命
令
に
よ
っ
て
祝
い
の
神
宝
の
献
上
を
奏
上
す
る
。

　
　

⑶�　

献
上
の
神
宝
の
品
々
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
出
雲
の
神
々

の
言こ
と

寿ほ

ぎ
の
詞
章
を
出
雲
臣
（
国
造
）
が
奏
上
す
る
。

念
の
た
め
岡
田
説
と
の
異
同
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
の
で
、
若
干
付

言
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
門
脇
氏
に
よ
る
追
補
で
あ
る
。
⑵
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b
で
は
、
岡
田
説
の
一
括
す
る
「
鎮
座
す
る
由
来
」
を
、「
自
分
の

和
魂
と
そ
の
子
の
神
々
の
御
魂
」
と
「
自
分
」
と
に
分
け
る
。
問
題

が
続
く
c
で
あ
る
。
岡
田
説
は
「
カ
ム
ロ
ギ
・
カ
ム
ロ
ミ
の
命
の

命
令
」
と
し
、
当
該
の
「
是
尓
親
神
魯
伎
・
神
魯
美
乃
命
宣
久
」
と

い
う
原
文
ど
お
り
だ
が
、
原
文
の
こ
の
二
神
を
門
脇
氏
の
翻
訳
し
た

の
が
「
尊
い
神
（
高
御
魂
神
）」
で
あ
る
。
ど
の
み
ち
解
釈
の
問
題

に
な
る
が
、
門
脇
氏
に
そ
の
説
明
が
な
い
。
松
本
直
樹
氏
『
出
雲
国

風
土
記
註
釈
』（
そ
の
「
付
録　

出
雲
国
造
神
賀
詞
註
釈
」
所
掲
の

「
六
三　

親
神
魯
伎
・
神
魯
美
乃
命
」
575
頁
。
新
典
社
註
釈
叢
書
13
。

平
成
19
年
11
月
。
以
下
に
は
『
註
釈
』
と
略
称
す
る
）
も
門
脇
説
と

同
じ
立
場
に
立
つ
。
た
だ
、
門
脇
説
は
⑵
a
の
「
高
御
魂
神
」
を

c
の
「
尊
い
神
（
高
御
魂
神
）」
が
ひ
き
継
ぐ
と
み
な
す
の
に
対
し

て
、「
こ
こ
で
は
、
上
に
『
高
天
乃

神
王
、
高
御
魂
・
神
御
魂
命
』
と

あ
っ
た
の
と
同
じ
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
祝
詞
的
表
現

と
記
紀
神
話
的
世
界
の
融
合
さ
れ
た
跡
が
見
え
る
」
と
説
く
。
先
出

の
神
の
再
出
と
み
な
す
点
で
は
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
そ
も

そ
も
そ
の
先
出
の
神
じ
た
い
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
。
松
本
氏

『
註
釈
』（
同
前
の
「
三
一　

高
御
魂
・
神
魂
命
乃

」
565
頁
）
に
「
底

に
は
『
神
魂
』
二
字
な
く
、『
高
御
魂
命
』
一
神
と
な
る
。
他
本
に

よ
り
補
い
二
神
と
す
る
。」
と
断
り
、
そ
の
［
校
異
］
に
「
解
釈
の

上
か
ら
永
等
に
従
っ
て
補
う
。
な
お
註
釈
に
詳
し
く
言
う
」
と
い
う

そ
の
解
釈
は
、「
二
神
と
す
る
本
文
を
積
極
的
に
採
用
す
る
の
は
、

そ
の
こ
と
に
出
雲
国
造
の
意
図
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ

る
。」
と
前
置
き
し
た
上
で
、
古
事
記
の
影
響
を
認
め
、
そ
の
冒
頭

の
「
別
天
神
」
を
め
ぐ
る
記
述
に
そ
く
し
て
「
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
と
並
ぶ
高
天
原
の
ム
ス
ヒ
神
で
、
二
神
は
同
じ
価
値
観
を

持
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
古
事
記
の
神
話
に
保
証
さ
れ
な
が
ら
、
上

記
の
ご
と
く
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
カ
ミ
ム
ス
ヒ
へ
と
、
出
雲
側
に
都
合

良
く
改
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
構
想
を
、
神
賀
詞

の
『
高
御
魂
』『
神
魂
』
の
併
記
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。」
な
ど
自
説
を
展
開
す
る
。
本
文
校
定
そ
っ
ち
の

け
の
こ
の
い
か
に
も
強
引
な
説
を
採
っ
て
底
本
（
九
条
家
本
）
を
捨

て
る
道
理
は
、
全
く
な
い
。
ち
な
み
に
、
青
木
紀
元
氏
『
祝
詞
全
註

釈
』（
そ
の
「
各
篇
研
究　

出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
「
語
釈
」。
平
成

十
二
年
六
月
。
右
文
書
院
）
も
、
松
本
説
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
理
由
か

ら
「
む
し
ろ
『
神
魂
』
が
あ
る
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
に
傾
く
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
卜
部
兼
永
本
に
従
い
『
神
魂
』
を
残
す
こ
と
に

し
た
。」（
361
頁
）
と
説
く
。

　

最
後
は
解
釈
に
委
ね
る
に
せ
よ
、
出
雲
と
の
関
連
を
過
度
に
重
視

す
れ
ば
、
勢
い
古
事
記
と
い
う
眼
鏡
を
通
し
て
み
る
傾
向
が
強
ま
る
。

実
際
に
は
、
松
本
氏
『
註
釈
』
が
〔
考
察
〕
に
指
摘
す
る
と
お
り
神

賀
詞
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
の
は
神
代
紀
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

が
一
書
に
偏
る
こ
と
を
説
い
て
も
い
る
。
全
体
を
見
通
す
こ
と
も
重

要
な
の
で
、
次
に
そ
の
一
節
を
引
用
す
る
。
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�
神
賀
詞
が
日
本
書
紀
の
一
書
に
大
き
く
依
っ
て
い
る
こ
と
は
、

「
晝
波

如
五
月
蠅
水
沸
支

、
夜
波

如
火
瓮
光
神
在
利

、
石
根
・
木

立
・
青
水
沫
毛

事
問
弖

、
荒
国
在
利

」
と
い
っ
た
表
現
、「
布
都
怒

志
命
」
が
関
わ
る
国
土
平
定
の
話
や
、
大
物
主
を
オ
ホ
ナ
ム
チ

の
「
和
魂
」
と
す
る
発
想
な
ど
か
ら
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
一
書
の
伝
の
最
大
の
特
徴
こ
そ
が
、
顕
事
と
神
事
の
分
掌

の
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
者
と
し

て
天
上
界
か
ら
派
遣
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。（
584
頁
）

神
代
紀
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
あ

る
。
な
か
に
は
⑵
b
を
め
ぐ
っ
て
、
た
と
え
ば
そ
の
「
皇
孫
命
能

近

守
神
登

貢
置
天

」
が
、
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
二
に
、
帰
順
し
た
大
物

主
神
に
高
皇
産
霊
尊
の
命
じ
た
「
永
に
皇
孫
の
為
に
護
り
奉
れ
」
と

つ
た
え
る
文
句
と
「
ぴ
た
り
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
物

主
神
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
付
す
る
よ
う
な
宮
廷
儀
礼
が
『
日
本
書

紀
』
の
伝
承
や
『
神
賀
詞
』
の
章
句
に
先
行
し
て
存
在
し
た
こ
と
を

思
わ
せ
る
。」（
岡
田
精
司
氏
前
掲
書
294
頁
）
と
い
っ
た
指
摘
ま
で
あ

る
。
そ
う
し
た
な
か
、
対
象
を
「
日
本
書
紀
の
一
書
に
大
き
く
依
っ

て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
特
定
し
た
言
及
は
重
要
だ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
「
神
賀
詞
の
本
質
や
、
そ
れ
を
奏
上
す
る
こ
と
の
意
味
を
解
く

上
で
の
、
大
き
な
手
掛
か
り
」
と
認
め
な
が
ら
、
そ
の
先
へ
の
展
開

あ
る
い
は
掘
り
下
げ
を
欠
く
。
む
し
ろ
そ
こ
を
こ
そ
、
踏
み
台
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
天
穂
日
命
を
中
心
と
し
た
継
起
的
展
開

　

そ
こ
で
改
め
て
松
本
氏
の
言
及
し
た
「
日
本
書
紀
の
一
書
」
に
た

ち
返
っ
て
み
る
に
、
肝
腎
な
の
は
そ
の
内
実
で
あ
る
。「
一
書
」
一

般
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
皇
産
霊
尊
を
主
体
と
す
る
「
一
書
」
に
限

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
限
定
は
、「
一
書
」
よ
り
高
皇
産

霊
尊
の
ほ
う
に
力
点
を
置
く
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
前
提
と
な
る
の
が
、
神
代
下
第
九
段
の
構
成
で

あ
る
。
詳
細
は
拙
著
『
古
代
神
話
の
文
献
学
』（
そ
の
「
一
通
釈　

神
代
下
第
九
段
」
403
頁
以
下
。
二
〇
一
八
年
三
月
。
塙
書
房
）
に
譲

り
、
必
要
な
限
り
摘
記
す
れ
ば
（
本
伝
、
一
書
の
表
示
方
法
は
拙
著

踏
襲
）、
高
皇
産
霊
尊
を
主
体
と
す
る
［
本
伝
］
と
天
照
大
神
を
主

体
と
す
る
［
書
一
］
と
を
基
軸
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
先
頭
に
立
っ

て
連
な
る
系
列
二
つ
を
中
心
に
第
九
段
は
成
り
た
つ
。
松
本
氏
の
挙

げ
る
「
晝
波

」
以
下
の
表
現
は
、
そ
の
高
皇
産
霊
尊
を
主
体
と
す
る

［
本
伝
］
の
系
列
に
立
つ
［
書
六
］
が
、
ま
た
「
布
都
怒
志
命
」
関

連
の
国
土
平
定
の
話
と
「
一
書
の
伝
の
最
大
の
特
徴
」
と
み
な
す
伝

承
と
は
、
同
じ
系
列
の
［
書
二
］
が
つ
た
え
て
い
る
。
一
方
、
オ
ホ

ナ
ム
チ
の
「
和
魂
」
に
つ
い
て
は
、
神
代
上
第
八
段
［
書
六
］
の
大

己
貴
神
の
国
造
り
に
関
連
し
た
「
幸
魂
・
奇
魂
」
が
そ
れ
に
当
た
り
、

こ
の
国
造
り
を
協
働
す
る
少
彦
名
命
を
、
高
皇
産
霊
尊
じ
し
ん
が

「
吾
所
レ

産
児
、
凡
有
二

千
五
百
座
一

」
と
い
う
な
か
の
一
児
と
認
め
る
。
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神
代
紀
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
て
一
書
の
な
か
で
も
と

り
わ
け
高
皇
産
霊
尊
を
主
体
と
す
る
系
列
、
あ
る
い
は
高
皇
産
霊
尊

に
深
く
か
か
わ
る
伝
承
に
狭
く
限
る
傾
向
が
著
し
い
。
こ
の
傾
向
を

端
的
か
つ
象
徴
的
に
そ
の
名
に
刻
む
神
が
、
あ
の
⑵
a
の
高
御
魂

神
で
あ
る
。
神
賀
詞
の
な
か
で
も
神
話
に
属
す
る
ま
と
ま
っ
た
伝
承

は
、
こ
の
神
の
「
指
示
」
を
冒
頭
に
立
て
て
幕
を
開
け
る
。
以
下
の

展
開
も
、
当
然
こ
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
継
起
的
に
生
起
・
連
続
す

る
。
前
掲
門
脇
氏
の
段
落
分
け
を
含
め
、
従
来
は
主
に
段
落
ご
と
の

ま
と
ま
り
に
目
を
向
け
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
そ
の
一
体
的

な
つ
な
が
り
と
そ
れ
の
継
起
的
な
展
開
と
に
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け

注
目
す
る
。
神
代
紀
に
関
連
し
た
伝
承
の
構
成
に
、
そ
れ
ら
は
顕
著

な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
そ
こ
で
、
継
起
的
な
展
開
に
そ
く
し
て
、

そ
の
口
火
を
切
る
高
御
魂
命
を
始
め
と
す
る
神
神
と
そ
の
事
蹟
の
要

点
と
を
対
応
さ
せ
、
筋
立
て
を
順
次
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

A
、
高
天
の
神
王
、
高た
か

御み

魂
む
す
ひ
の

命み
こ
と

　
　
　

ア
、�

皇す
め

御み

孫ま
の

命み
こ
とに
、
天
下
・
大
八
島
国
を
事こ
と

避さ

り
奉
っ
た

（
統
治
を
委
ね
た
）、
そ
の
時
、

　
　
　

イ
、
天
あ
め
の

穂ほ

比ひ
の

命み
こ
とを

、
国く
に

体が
た

見み

に
遣
わ
し
た
、
そ
の
時
に
、

　
　

B
、
出
雲
臣
等
が
遠
神
、
天
穂
比
命

　
　
　

ア
、�

天
の
八
重
雲
を
押
し
分
け
て
天あ
ま

翔が
け

り
、
国
翔
り
、
天
下

を
見み

廻め
ぐ

り
、

　
　
　

イ
、�

豊
葦
原
の
水
穂
国
の
荒
ぶ
る
状
態
を
鎮
め
平
ら
げ
て
、

皇
御
孫
命
に
平
安
な
国
と
し
て
無
事
に
治
め
な
さ
る
よ

う
に
さ
せ
ま
し
ょ
う
と
返
り
事
申
し
上
げ
た
。

　
　
　

ウ
、�

そ
の
言
葉
ど
お
り
、
己
が
児
の
天
あ
め
の

夷ひ
な

鳥ど
り
の

命み
こ
とに

布ふ

都つ

怒ぬ
し
の志

命み
こ
とを

副
え
、
天
降
し
遣
わ
し
、

　
　
　

エ
、�

荒
ぶ
る
神
等
を
撥は
ら

い
平
ら
げ
て
、
国
を
作
ら
れ
た
大
神

（
大
穴
持
命
）
も
媚こ

び
鎮
め
、
大
八
島
国
の
現
う
つ
し

事ご
と

・
顕
あ
ら
わ

事ご
と

は
事
避
ら
せ
た
。
こ
の
あ
と
、

　
　

C
、
大
穴
持
命

　
　
　

ア
、�

事
避
り
に
伴
い
、
皇
御
孫
命
の
静
ま
り
ま
す
大
倭
の
国

と
申
し
な
さ
れ
て
、

　
　
　

イ
、�

自
身
の
和に
ぎ

魂た
ま

を
八や

咫た

の
鏡
に
託つ

け
、
大お
お

物も
の

主ぬ
し

櫛く
し
み
か
た
ま
の

𤭖
玉

命み
こ
とと

称
し
て
大お
お

御み

和わ

の
神か
む

奈な

備び

（
神
域
）
に
鎮
座
、
そ

し
て
己お
の

が
子
ら
の
御み

魂た
ま

を
、
そ
れ
ぞ
れ
葛
か
つ
ら

木ぎ

の
鴨か
も

（
阿あ

遅じ

須す

伎き

高た
か

孫ひ
こ

根ね
の

命み
こ
と）、

宇う

奈な

提で

（
事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

命み
こ
と）、

飛あ
す
か鳥

（
賀が

夜や

奈な

流る

美み
の

命み
こ
と）
の
各
神
奈
備
に
鎮
座
さ
せ
、
皇
御

孫
命
の
身
近
の
守
護
神
と
し
て
貢
り
置
き
、

　
　
　

ウ
、�

そ
う
し
て
こ
の
後
に
杵
築
宮
に
静
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鎮
座
を
承
け
て
、

　
　

D
、
親む
つ

神か
む

魯ろ

伎き

・
神か
む
ろ
み
の

魯
美
命み
こ
と

　

　
　
　

ア
、�

天
穂
比
命
に
、
天す
め
ら皇

命み
こ
との

長
久
の
大
御
世
を
堅
い
岩
石

の
よ
う
に
斎い
わ

い
、
祝
福
し
奉
れ
と
仰
せ
に
な
っ
た
、
そ

れ
で
、
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E
、（
天
穂
比
命
と
）
出
雲
臣

　
　
　

ア
、�

そ
の
仰
せ
の
次
第
ど
お
り
、（
天
穂
比
命
と
、
こ
の
命

を
遠
神
と
す
る
）
出
雲
臣
が
供い

斎わ

い
仕
え
奉
り
、

　
　
　

イ
、�
神
お
よ
び
臣
の
礼
物
と
し
て
天
皇
命
の
長
久
の
大
御
世

祈
祝
の
神
宝
を
奉
献
す
る
と
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

前
掲
の
門
脇
氏
が
ま
と
め
た
従
来
の
段
落
分
け
で
は
、
伝
承
の
各
ま

と
ま
り
ご
と
に
区
分
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
実
際
に
は
、
右
の
A

～
E
に
標
題
と
し
て
立
て
た
神
の
も
と
、
こ
の
神
を
主
語
と
す
れ
ば
、

ア
以
下
が
い
わ
ば
述
部
に
当
た
り
、
こ
の
主
語
と
述
部
と
の
ま
と
ま

り
が
た
が
い
に
分
か
ち
が
た
く
つ
な
が
り
継
起
的
に
展
開
す
る
。

四
、
神
代
紀
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
親
疎
の
推
移

　

こ
の
展
開
に
は
、
実
は
一
貫
し
た
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神

代
紀
と
の
不
可
分
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
従
来
、
こ
れ
を
な
お
ざ
り

に
し
た
論
調
が
目
立
つ
。
ま
ず
最
初
は
Ａ
の
ア
だ
が
、
高
天
に
君
臨

す
る
高
御
魂
命
が
皇
御
孫
命
に
天
下
・
大
八
島
国
を
「
事
避
奉
」
と

い
う
こ
の
こ
と
が
、
発
端
で
あ
る
と
共
に
、
以
下
の
展
開
の
全
て
を

導
く
。
重
要
な
意
味
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
に
古
事
記

の
つ
た
え
る
大
国
主
神
に
よ
る
八
十
神
退
治
を
め
ぐ
る
伝
承
の
冒
頭

「（
八
十
神
）
皆
国
者
避
二

於
大
国
主
神
一

」
の
「
避
」
を
ひ
き
当
て

て
解
釈
す
る
だ
け
に
ほ
ぼ
終
始
す
る
（
松
本
氏
『
註
釈
』
や
『
祝
詞

全
註
釈
』
な
ど
）。
し
か
し
く
だ
ん
の
「
事
避
奉
」
を
中
心
と
し
た

展
開
の
上
で
は
、
む
し
ろ
神
代
紀
に
通
じ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
神
代
下
第
九
段
［
本
伝
］
の
始
め
に
「
皇
祖
高
皇

産
霊
尊
、
特
鍾
二

憐
愛
一

以
崇
養
焉
。
遂
欲
下

立
二

皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊

瓊
杵
尊
一

以
為
中

葦
原
中
国
之
主
上

。」
と
つ
た
え
る
こ
の
発
意
に
対
応

す
る
の
が
、
同
じ
高
御
魂
命
を
主
語
と
す
る
A
の
ア
で
あ
る
。
神

代
下
の
「
皇
孫
」
を
「
皇
御
孫
命
」
と
し
、
こ
の
尊
貴
な
相
手
を
受

け
手
と
す
る
敬
意
を
、
高
御
魂
命
の
「
事
避
奉
」
が
あ
ら
わ
す
。
神

代
下
の
高
皇
産
霊
尊
の
発
意
ど
お
り
皇
孫
を
「
葦
原
中
国
之
主
」
と

し
た
こ
と
自
体
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
皇
孫
を
葦
原
中
国
の
支
配
者
に

就
け
統
治
を
委
ね
た
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
A
ア
に
い
う
皇
御
孫
命

に
天
下
・
大
八
島
国
を
託
し
て
統
治
を
委
ね
た
こ
と
に
ほ
ぼ
重
な
る
。

　

ま
た
さ
ら
に
こ
の
直
後
に
、
葦
原
中
国
の
「
彼
地
、
多
有
二

蛍
火

光
神
及
蠅
声
邪
神
一

、
復
有
二

草
木
咸
能
言
語
一

」
と
い
う
状
態
を
憂

慮
し
た
高
皇
産
霊
尊
の
「
吾
欲
レ

令
レ

撥
二

平
葦
原
中
国
之
邪
鬼
一

」
と

平
定
に
向
け
た
「
以
二

天
穂
日
命
一

往
平
之
」
と
い
う
天
穂
日
命
の
派

遣
を
、
神
代
紀
は
つ
た
え
る
。
A
で
も
、
ア
に
続
い
て
イ
に
、
高

御
魂
命
が
国
体
見
に
天
穂
比
命
を
遣
わ
す
と
い
う
同
じ
か
た
ち
を
と

る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
神
代
下
と
の
顕
著
な
重
な
り
は
、
こ
の

A
の
主
に
は
ア
と
イ
の
相
関
に
と
ど
ま
り
、
天
穂
比
命
を
主
体
と

す
る
B
以
降
で
は
、
そ
の
存
在
の
増
大
に
伴
い
、
内
容
上
も
独
自

を
強
め
る
に
従
い
そ
れ
だ
け
、
神
代
紀
離
れ
が
進
む
こ
と
に
な
る
。

葦
原
中
国
の
平
定
に
天
穂
日
命
を
さ
し
向
け
る
に
当
た
り
、
神
代
紀
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に
「
天
穂
日
命
、
是
神
之
傑
也
」
と
強
調
す
る
こ
の
諸
神
の
推
挙
に

も
と
づ
く
こ
と
を
、
A
の
ア
、
イ
の
つ
な
が
り
が
暗
に
踏
ま
え
れ

ば
こ
そ
、
い
わ
ば
そ
の
文
脈
の
展
開
を
担
保
に
、
イ
が
あ
り
、
こ
れ

に
続
く
B
以
降
の
神
代
紀
離
れ
に
し
て
も
、
そ
の
担
保
と
す
る
展

開
の
枠
組
み
そ
れ
じ
た
い
を
逸
脱
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
国
体
見
に
遣
わ
さ
れ
た
天
穂
比
命
が
実
地
に
天
下
を

見
廻
り
、
荒
ぶ
る
状
態
を
鎮
め
て
皇
御
孫
命
の
平
和
な
統
治
を
実
現

さ
せ
る
こ
と
を
報
告
申
し
上
げ
る
と
い
っ
た
B
に
新
た
に
展
開
す

る
ア
と
イ
に
当
た
る
伝
承
は
、
神
代
紀
に
な
い
。
一
方
、
直
後
の
ウ

の
二
神
の
派
遣
、
ま
た
続
く
エ
の
二
神
が
代
行
す
る
荒
ぶ
る
神
等
の

平
定
と
大
穴
持
命
を
鎮
め
現
事
・
顕
事
を
事
避
ら
せ
る
と
い
っ
た
二

神
を
め
ぐ
る
展
開
の
核
心
は
、
一
転
し
て
、
第
九
段
［
書
二
］
の
冒

頭
「
天
神
（
高
皇
産
霊
尊
）
遣
二

経
津
主
神
・
武
甕
槌
神
一

、
使
レ

平
二

定
葦
原
中
国
一

」
が
ウ
の
二
神
の
派
遣
と
こ
の
二
神
が
代
行
す
る
平

定
と
に
当
た
り
、
ま
た
続
く
大
己
貴
神
の
「
吾
所
レ

治
顕
露
事
者
、

皇
孫
当
レ

治
。
吾
将
レ

治
二

幽
事
一

。（
中
略
）
吾
将
二

自
レ

此
避
去
一

」
も

エ
に
ほ
ぼ
重
な
る
な
ど
緊
密
に
対
応
す
る
。

　

そ
し
て
C
に
至
り
、
い
っ
そ
う
神
代
紀
離
れ
が
進
む
。
し
か
し

こ
こ
で
も
、
神
代
紀
の
大
枠
を
維
持
す
る
。
そ
の
ま
ず
ア
だ
が
、
始

め
に
態
態
「
事
避
り
に
伴
い
」
と
補
っ
た
の
も
、
そ
れ
の
も
う
一
つ

の
側
面
、
す
な
わ
ち
A
、
B
と
対
応
す
る
第
九
段
［
書
二
］�

の
葦

原
中
国
を
平
定
し
た
あ
と
に
続
く
一
節
に
大
己
貴
神
が
「
吾
所
レ

治

顕
露
事
者
、
皇
孫
当
レ

治
」
と
高
皇
産
霊
尊
に
報
じ
て
い
る
と
お
り
、

皇
孫
に
よ
る
顕
露
の
事
の
統
治
が
そ
れ
の
い
わ
ば
表
の
世
界
と
し
て

実
現
す
る
こ
と
を
、
ア
は
暗
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
イ
に
自

身
の
和
魂
を
「
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
」
と
称
し
て
三
輪
山
に
鎮
座
さ
せ

る
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
第
八
段
［
書
六
］
に
国
作
り
の
大
功
績

を
建
て
た
大
己
貴
神
の
前
に
出
現
し
た
「
吾
、
是
汝
之
幸
魂
・
奇
魂

也
」
と
い
う
者
の
「
吾
欲
レ

住
二

於
日
本
国
之
三み

諸も
ろ

山や
ま

一

」
と
い
う
望

み
ど
お
り
「
即
営
二

宮
彼
処
一

、
使
二

就
而
居
一

。
此
大
三
輪
之
神
也
」

と
つ
た
え
る
神
代
上
の
伝
承
が
対
応
す
る
。
三
諸
山
に
居
住
す
る
大

三
輪
の
神
と
は
、
大
物
主
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
倭
や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
との

も
と
を
夜
ご
と
に
訪
れ
る
こ
の
神
は
、
尊
顔
を
見
た
い
と

い
う
姫
の
願
い
に
よ
り
姿
を
見
せ
、
そ
の
美
麗
な
小
蛇
の
姿
に
姫
が

驚
き
叫
ぶ
と
、
恥
じ
て
大お
お

虚ぞ
ら

を
践ふ

ん
で
御み

諸も
ろ

山や
ま

に
登
る
。
そ
の
際
、

仰
ぎ
見
て
陰
を
撞
い
て
薨
じ
た
姫
を
葬
っ
た
と
い
う
箸
墓
を
め
ぐ
る

伝
承
（
崇
神
天
皇
十
年
九
月
条
）
を
残
す
。
大
己
貴
神
の
「
幸
魂
・

奇
魂
」
が
大
三
輪
の
神
で
あ
り
、
後
に
こ
の
大
三
輪
の
地
（
三
諸

山
・
御
諸
山
）
に
大
物
主
神
と
し
て
鎮
座
す
る
と
い
う
関
係
に
、
大

物
主
櫛
𤭖
玉
命
を
め
ぐ
る
C
の
イ
は
確
か
に
根
ざ
す
。

　

そ
う
し
て
神
代
紀
の
枠
組
み
に
そ
く
し
て
大
物
主
神
と
の
関
連
を

つ
け
た
上
で
、
こ
の
延
長
上
に
、
大
倭
の
国
の
う
ち
に
大
物
主
櫛
𤭖

玉
命
の
和
魂
を
は
じ
め
そ
の
子
ら
の
御
魂
を
鎮
座
さ
せ
、
直
後
に
そ

の
ね
ら
い
を
「
皇
御
孫
命
の
近
き
守
り
神
と
貢
り
置
き
て
」
と
明
示
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す
る
。
神
代
紀
の
こ
れ
に
対
応
す
る
の
も
、
Ａ
、
Ｂ
に
連
な
り
、
同

じ
く
第
九
段
［
書
二
］
に
独
自
な
大
物
主
神
の
伝
承
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
大
己
貴
神
が
顕
幽
の
分
治
提
案
を
受
け
入
れ
た
あ
と
、
経
津
主

神
が
天
下
を
巡
り
平
定
を
終
え
賞
罰
を
加
え
た
際
に
、
帰
順
し
た
首

魁
の
大
物
主
神
と
事
代
主
神
が
八
十
万
神
を
率
い
て
天
に
昇
り
至
誠

を
開
陳
す
る
と
、
高
皇
産
霊
尊
は
大
物
主
神
に
女む
す
めの

三
穂
津
姫
を
妻め

あ
わ
せ
た
上
で
、
帰
還
に
先
立
ち
「
宜
下

領
二

八
十
万
神
一

、
永
為
二

皇

孫
一

奉
上
レ

護
」
と
命
じ
る
。
帰
還
後
の
こ
の
大
物
主
神
の
鎮
座
す
る

先
に
つ
た
え
は
な
い
が
、
前
述
し
た
大
己
貴
神
の
「
幸
魂
・
奇
魂
」

（
後
の
大
物
主
神
）
の
居
住
す
る
大
三
輪
の
地
が
そ
れ
に
当
た
る
。

大
物
主
神
を
中
心
と
し
た
こ
の
ひ
ろ
が
り
と
関
連
こ
そ
、
イ
を
最
後

に
し
め
括
る
あ
の
一
節
に
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
イ
に
つ
た
え
る
大
穴
持
命
の
子
と
す
る
御
魂
の
鎮

座
に
つ
い
て
は
、
神
代
紀
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
。
そ
の
阿
遅
須
伎

高
孫
根
命
（
葛
木
の
鴨
）、
事
代
主
命
（
宇
奈
提
）、
賀
夜
奈
流
美
命

（
飛
鳥
）
と
い
う
ま
と
ま
り
と
序
列
は
、
む
し
ろ
古
事
記
の
大
国
主

神
に
関
連
し
た
系
譜
の
一
節
に
対
応
す
る
。
三
子
を
次
の
よ
う
に
一

括
し
て
関
係
づ
け
る
。

　
　

�

故
、
此
大
国
主
神
娶
下

坐
二

胸
形
奥
津
宮
一

神
、
多
紀
理
毘
売
命
上

生
子
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
、（
妹
は
省
略
）。
此
阿
遅
鉏
高
日

子
根
神
者
、
今
謂
二

迦
毛
大
御
神
一

者
也
。
大
国
主
神
亦
娶
二

神

屋
楯
比
売
命
一

生
子
、
事
代
主
神
。
亦
娶
二

八
島
牟
遅
能
神
之
女
、

鳥
取
神
一

生
子
、
鳥
鳴
海
神
。

直
後
に
は
、
鳥
鳴
海
神
の
子
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
系
譜
が
続
き
、
阿

遅
鉏
高
日
子
根
神
と
事
代
主
神
の
二
神
と
も
に
子
を
も
た
な
い
。
こ

の
あ
と
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
は
天
若
日
子
の
喪
を
弔
う
伝
承
に
、

ま
た
事
代
主
神
は
国
譲
り
の
伝
承
に
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
を
は
た

す
。
そ
れ
を
前
提
に
、
大
国
主
神
の
子
と
い
う
関
係
を
あ
ら
か
じ
め

示
す
こ
と
に
、
系
譜
は
む
し
ろ
主
眼
を
置
く
。

　

こ
の
系
譜
の
最
後
に
位
置
す
る
「
遠
津
山
岬
多
良
斯
神
」
の
直
後

に
は
、「
右
件
自
二

八
島
士
奴
美
神
一

以
下
、
遠
津
山
岬
帯
神
以
前
、

称
二

十
七
世
神
一

」
と
い
う
付
記
が
伴
う
。
先
行
す
る
須
佐
之
男
命
の

子
の
八
島
士
奴
美
神
に
始
ま
る
系
譜
を
、
大
国
主
神
に
始
ま
る
右
掲

の
系
譜
が
ひ
き
継
ぎ
、
二
つ
の
系
譜
が
一
体
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
こ
の
大
国
主
神
の
系
譜
に
連
な
る
阿
遅
鉏
高
日
子
根

神
以
下
の
ま
と
ま
り
と
序
列
は
、
く
だ
ん
の
イ
に
つ
た
え
る
阿
遅
須

伎
高
孫
根
命
以
下
の
そ
れ
に
対
応
す
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
直
接
的

な
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
国
主
神
の
系
譜
が
特
に

「
此
之
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
者
、
今
謂
二

迦
毛
大
御
神
一

者
也
」
と
説

明
を
施
す
と
お
り
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
を
、
天
照
大
御
神
と
同
じ

敬
称
を
使
う
「
迦
毛
大
御
神
」
と
み
な
す
こ
の
「
今
」
の
考
え
に
共

通
す
る
認
識
に
立
つ
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
当
時
の
共
通
す
る
、
あ
る

い
は
社
会
的
に
も
共
有
す
る
考
え
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の

考
え
の
圏
内
の
発
想
を
、
イ
は
反
映
す
る
。
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ち
な
み
に
、
こ
の
「
今
」
は
古
事
記
の
編
纂
当
時
を
指
す
で
あ
ろ

う
。
こ
の
当
時
の
考
え
に
、
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
先
学
の
説
の
う

ち
、
神
賀
詞
の
成
立
を
藤
原
京
時
代
と
す
る
見
解
が
確
実
に
対
応
す

る
。
も
と
よ
り
偶
然
の
介
在
す
る
余
地
な
ど
あ
り
得
な
い
。

　

こ
の
イ
を
承
け
、
大
穴
持
命
を
め
ぐ
る
一
連
の
展
開
に
決
着
を
付

け
る
の
が
、
杵
築
宮
鎮
座
を
つ
た
え
る
ウ
で
あ
る
。
松
本
氏
『
註

釈
』（
六
二
。
575
頁
）
に
「
皇
孫
命
に
帰
順
を
誓
っ
て
、
自
ら
は
こ

の
宮
に
鎮
座
し
た
の
で
あ
り
、
正
し
く
記
紀
神
話
の
国
譲
り
と
同
じ

結
末
で
あ
る
。」
と
説
く
。
イ
に
は
、
し
か
し
そ
の
始
め
に
「（
大
八

島
国
の
現
事
・
顕
事
事
避
ら
し
め
き
）
乃
ち
大
穴
持
命
の
申
し
給
は

く
」
と
あ
り
、
事
避
ら
し
め
た
天
夷
鳥
命
ら
（
天
穂
比
命
）
に
申
し

上
げ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、「
皇
孫
命
に
帰
順
を
誓
っ
て
」
な
ど
は

い
な
い
。
ま
た
一
連
の
展
開
上
、「
記
紀
神
話
の
国
譲
り
」
で
は
な

く
、
第
九
段
［
書
二
］
の
高
皇
産
霊
尊
に
よ
る
前
述
の
と
お
り
皇
孫

と
の
顕
幽
分
治
の
勅
を
受
け
入
れ
た
大
己
貴
神
に
、
そ
の
見
返
り
と

し
て
「
汝
応
レ

住
日
隅
宮
者
、
今
当
二

供
造
一

」
と
提
示
し
た
こ
の
宮

が
杵
築
宮
に
当
た
る
。
大
己
貴
神
の
「
幸
魂
・
奇
魂
」
を
大
物
主
神

と
み
な
せ
ば
こ
そ
、
大
己
貴
神
が
そ
の
自
身
の
魂
を
大
三
輪
の
地
に

居
住
さ
せ
た
よ
う
に
（
前
述
）、
そ
の
か
た
ち
に
そ
く
し
て
大
穴
持

命
が
自
身
の
「
和
魂
」
を
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
と
名
付
け
て
「
大
御
和

の
神
奈
備
」
に
鎮
座
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
大
穴
持
命
自
身
が
最
後

に
み
ず
か
ら
鎮
座
し
た
と
す
る
先
が
、
こ
の
杵
築
宮
で
あ
る
。
そ
う

し
て
ウ
の
、
大
穴
持
命
に
関
連
し
た
展
開
に
決
着
を
つ
け
る
。

　

こ
の
宮
を
、
大
穴
持
命
じ
し
ん
が
自
発
的
に
選
び
と
っ
た
と
す
る
。

従
前
の
神
代
紀
に
根
ざ
す
展
開
に
照
ら
せ
ば
、
前
述
し
た
と
お
り
第

九
段
［
書
二
］
に
高
皇
産
霊
尊
が
顕
幽
分
治
の
勅
を
受
け
容
れ
た
大

己
貴
神
に
見
返
り
と
し
て
居
住
す
る
宮
を
提
示
し
た
あ
と
、
こ
の
勅

の
最
後
に
、「
当
レ

主
二

汝
祭
祀
一

者
、
天
穂
日
命
是
也
」
と
付
け
加
え

た
指
示
に
そ
れ
は
も
と
づ
く
は
ず
だ
か
ら
、
自
発
的
な
選
択
じ
た
い
、

ま
さ
に
神
代
紀
離
れ
と
み
な
す
ほ
か
な
い
。
C
に
到
っ
て
進
ん
だ

神
代
紀
離
れ
の
そ
の
帰
結
だ
が
、
内
容
の
上
で
も
、
イ
に
自
身
の
子

ら
を
鎮
座
さ
せ
「
皇
孫
命
の
近
き
守
り
神
と
貢
り
置
き
て
」
と
明
か

し
た
こ
の
ね
ら
い
を
、
大
穴
持
命
じ
し
ん
体
現
し
て
杵
築
宮
に
鎮
座

す
る
こ
と
を
必
然
的
に
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、
だ
か
ら

神
代
紀
が
つ
た
え
る
大
己
貴
神
の
受
身
を
脱
し
て
、
大
穴
持
命
と
い

う
神
の
自
発
的
か
つ
主
体
的
な
行
為
の
積
極
性
を
際
立
た
せ
る
。

五
、
新
た
な
展
開
、
祝
詞
へ
の
シ
フ
ト

　

も
っ
と
も
、
神
代
紀
離
れ
の
極
ま
る
の
は
、
こ
の
あ
と
一
転
し
て

「
親
神
魯
伎
・
神
魯
美
命
」
を
主
語
に
立
て
る
D
以
降
で
あ
る
。

こ
の
二
神
を
「
高
天
乃

神
王
、
高
御
魂
・
神
御
魂
命
」
と
み
な
す
説

が
有
力
（
前
掲
『
祝
詞
全
評
釈
』
364
頁
。『
註
釈
』
575
頁
ほ
か
）
だ

け
れ
ど
も
、
前
述
の
と
お
り
検
証
に
は
ほ
と
ん
ど
堪
え
が
た
い
。
こ

こ
で
は
、
む
し
ろ
祝
詞
に
着
目
す
る
。
こ
の
祝
詞
に
は
、
神
魯
伎
・
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神
魯
美
に
関
連
し
た
表
現
の
類
型
が
あ
る
。
D
の
ア
の
採
用
す
る

の
が
、
こ
の
表
現
の
類
型
で
あ
る
。

　

た
だ
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
、
神
事
に
祝の

る
詞こ
と
ばだ
か
ら
、

そ
の
神
事
な
い
し
目
的
、
対
象
と
す
る
神
、
祝
り
聞
か
せ
る
相
手
な

ど
に
よ
っ
て
詞
や
表
現
を
異
に
す
る
。
た
と
え
ば
祈
年
祭
（
本
文
は

前
掲
『
祝
詞
全
評
釈
』
に
よ
る
）
の
例
を
み
る
に
、

　
　

�

大
御
巫
の
辞
竟
へ
奉
る
皇
神
等
の
前
に
白
さ
く
「
神か
む

魂む
す
ひ・

高た
か

御み

魂む
す
ひ・

生い
く

魂む
す
ひ・

足た
る

魂む
す
ひ・

玉た
ま

留つ
め

魂む
す
ひ・

大お
ほ

宮み
や

乃の

女め

・
大お
ほ

御み

膳け

都つ

神か
み

・
辞こ
と

代し
ろ

主ぬ
し

と
御
名
は
白
し
て
、
辞
竟
へ
奉
ら
く
は
、
皇
御
孫
の
命
の

御
世
を
手
長
の
御
世
と
、
堅
磐
に
常
磐
に
斎
ひ
奉
り
、
茂
し
御

世
に
幸
は
へ
奉
る
が
故
に
、
皇す
め

吾あ

が
睦む
つ

神
漏
伎
の
命
・
神
漏
弥

の
命
と
、
皇
御
孫
の
命
の
う
づ
の
幣
帛
を
称
へ
辞
竟
へ
奉
ら
く

と
宣
り
た
ま
ふ
。

右
の
傍
線
部
の
語
句
は
、
神
賀
詞
と
表
現
が
重
な
る
。
神
名
も
同
じ

「
神
漏
伎
の
命
・
神
漏
弥
の
命
」
だ
が
、
先
出
の
「
神
魂
」
以
下
八

神
（
宮
中
の
八
神
殿
に
祭
祀
す
る
神
）
を
、
そ
れ
は
一
括
し
て
指
す
。

当
該
D
の
二
神
は
、
む
し
ろ
六
月
晦
大
祓
に
「
高
天
原
に
神か
む

留づ
ま

り

坐
す
皇す
め

親む
つ

神
漏
伎
・
神
漏
美
の
命
以
ち
て
、
八
百
万
の
神
等
を
神か
む

集つ
ど

へ
集
へ
賜
ひ
、
神
議は
か

り
議
り
賜
ひ
て
、
我
が
皇
御
孫
の
命
は
豊
葦
原

の
水
穂
の
国
を
安
国
と
平
ら
け
く
知し

ろ
し
食め

せ
と
、
事こ
と

依よ

さ
し
奉
り

き
」
と
い
う
皇
孫
の
降
臨
、
水
穂
国
統
治
を
命
じ
た
高
天
原
の
最
高

神
を
表
す
例
に
通
う
。
ち
な
み
に
、
さ
き
の
祈
念
祭
は
「
中
臣
金
連

宣
二

祝
詞
一

」（『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
九
年
三
月
条
）、「
頒
二

幣
帛

於
諸
神
祇
一

」（
同
天
武
天
皇
十
年
正
月
条
）、
ま
た
大
祓
に
つ
い
て

も
「
廃
二

大
祓
一

。
但
東
西
文
部
解
除
如
レ

常
」（『
続
日
本
紀
』
大
宝

二
年
十
二
月
条
）
な
ど
の
記
述
と
の
関
連
を
、
日
本
思
想
大
系
『
律

令
』
の
「
補
注
」（
６
神
祇
令
。「
２
祈
年
祭
」「
18
a
大
祓
」）
が

指
摘
す
る
。
ど
の
祝
詞
も
、
そ
の
成
立
は
律
令
の
時
代
を
遡
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
祝
詞
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
な

の
が
大お
ほ

殿と
の

祭ほ
か
いで

あ
る
。
こ
の
祭
祀
を
神
祇
令
は
採
り
上
げ
て
い
な
い

が
、『
延
喜
式
』（
巻
三
十
一
、
宮
内
省
）
に
「
凡
神
今
食
、
新
嘗
祭

明
日
平
旦
、
大
殿
祭
」
と
規
定
す
る
。
神
今
食
や
新
嘗
祭
（
大
嘗

祭
）
の
暁
の
天
皇
御
膳
供
薦
の
儀
の
終
了
の
あ
と
、
引
き
続
き
こ
れ

を
執
り
行
う
。
ま
た
さ
ら
に
『
延
喜
式
』（
巻
八
、
祝
詞
）
は
「
凡

祭
祀
祝
詞
者
、
御
殿
、
御
門
等
祭
、
斎
部
氏
祝
詞
、
以
外
諸
祭
、
中

臣
氏
祝
詞
。」
と
定
め
て
い
る
。「
御
殿
、
御
門
等
祭
」
と
は
大
殿
祭
、

御
門
祭
を
指
し
、
こ
の
両
祭
に
限
り
斎
部
氏
が
祝
詞
を
読
む
。
当
該

祝
詞
の
詞
章
に
「
天あ
ま

つ
璽し
る
しの

剱
・
鏡
を
捧
げ
持
ち
賜
ひ
て
」
と
あ
り
、

こ
の
「
剱
・
鏡
」
に
つ
い
て
、『
祝
詞
全
註
釈
』（「
語
釈
」
220
頁
）

が
「
凡
践
祚
之
日
（
中
略
）
忌
部
上
二

神
璽
之
鏡
剣
一

」（『
養
老
令
』

神
祇
令
）、「
忌
部
宿
禰
色
夫
知
奉
二

上
神
璽
剣
鏡
於
皇
后
一

。
皇
后

即
二

天
皇
位
一

。」（『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
正
月
戌
寅
朔
）
な

ど
を
挙
げ
た
上
で
、「
神
璽
の
剣
鏡
の
奏マ
マ

上
は
斎マ
マ

部
氏
の
重
要
な
職

掌
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
同
じ
く
斎
部
氏
の
職
掌
で
あ
っ
た
大
殿
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祭
の
祝
詞
の
最
初
に
、『
天
つ
璽
の
剣
・
鏡
』
の
こ
と
を
述
べ
上
げ

た
の
で
あ
る
。」
と
説
く
。

　

大
殿
祭
を
斎
部
氏
が
読
む
、
つ
ま
り
は
斎
部
氏
の
管
掌
す
る
祝
詞

と
い
う
点
は
と
り
わ
け
重
要
だ
け
れ
ど
も
、
検
討
は
後
に
回
し
、
ま

ず
は
こ
の
内
容
を
み
る
に
、「
大
殿
祭
は
御
殿
が
安
泰
で
災
い
の
な

い
よ
う
に
祝
福
の
言
葉
を
述
べ
る
祭
り
」（『
祝
詞
全
註
釈
』
の
「
解

説
」
213
頁
）
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
を
述
べ
る
相
手
が
、
御
殿
の
四
角

に
ひ
そ
む
屋や
ふ
ね
の船
命み
こ
とで
あ
る
。
冒
頭
に
「
高
天
の
原
に
神
留
り
坐
す
皇す
め

親む
つ

神
魯
企
・
神
魯
美
の
命
以
ち
て
、（
中
略
）
宣
り
た
ま
ひ
し
く
、」

と
い
う
神
魯
企
・
神
魯
美
二
神
を
天
上
の
最
高
神
に
立
て
、
後
に
引

用
す
る
と
お
り
そ
の
「
宣
る
」
こ
と
に
よ
り
天
降
っ
た
天
下
と
し
て

皇
統
を
継
い
で
統
治
す
る
皇
御
孫
命
（
天
皇
）
の
「
御
殿
」
の
そ
の

屋
船
命
に
、「
汝
屋
船
命
」
と
称
し
、「
天あ
ま

つ
奇く
す

し
護
い
は
ひ

言ご
と

」
を
も
っ
て

斎
部
氏
（
祭
主
）
が
言
寿
ぎ
鎮
め
る
言
葉
を
申
し
上
げ
る
。
こ
の
言

葉
の
な
か
に
、
屋
船
命
の
神
功
を
い
う
。
冒
頭
か
ら
こ
こ
に
至
る
ま

で
、
神
賀
詞
の
D
の
ア
が
対
応
す
る
。
次
に
そ
の
対
応
す
る
表
現

を
中
心
に
、
両
者
を
つ
き
合
わ
せ
て
み
る
。

　
　

○　

�

皇
（
Ａ
）

親
神
魯
企
・
神
魯
美
の
命
以も

ち
て
、（
中
略
）
言こ
と

寿ほ

き

宣の

り
た
ま
ひ
し
く
、（
中
略
）
汝
（
Ｂ
）

屋
船
命
に
、
天
つ
奇く
す

し

護い
は
ひ

言ご
と

を
以
ち
て
、
言
寿
き
鎮
め
白ま
を

さ
く
、（
中
略
）
皇
（
Ｃ
）

御

孫
の
命
の
御
世
を
、
堅か
き

磐は

に
常と
き

磐は

に
護い
は

ひ
奉ま
つ

り
、
い
か
し

御
世
の
足た

ら
し
御
世
に
、
た
永な
が

の
御
世
と
福さ
き

は
へ
奉
る
に

依
り
て
、（
大
殿
祭
）

　
　

○　

�

親
（
Ａ
）

神
魯
伎
・
神
魯
美
の
命
、
宣
り
た
ま
は
く
、
汝（
Ｂ
）天

穂
比

命
は
、（
Ｃ
）天す
め

皇ら

命み
こ
との

手
長
の
大
御
世
を
、
堅か
き

石は

に
常と
き

石は

に

い
は
ひ
奉
り
、
い
か
し
の
御
世
に
さ
き
は
へ
奉
れ
と
仰
せ

賜
ひ
し
次
の
随
に
、（
神
賀
詞
の
Ｄ
ア
）

右
の
文
中
に
付
加
し
た
（
A
）
以
下
の
傍
線
部
と
そ
の
あ
と
に
続
く

表
現
に
、
た
が
い
の
対
応
が
著
し
い
。（
A
）
は
あ
る
べ
き
か
た
ち

を
示
し
て
そ
う
せ
よ
と
宣
る
天
の
最
高
神
、（
B
）
は
、「
汝
」
と
称

し
て
（
C
）
に
述
べ
る
行
為
の
主
体
、（
C
）
は
そ
の
主
体
が
奉
斎
・

奉
祝
す
る
天
皇
の
御
世
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
を
は
じ
め
た
が
い
に

緊
密
に
対
応
す
る
。

　

た
だ
し
、
大
殿
祭
と
の
対
応
が
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と

り
わ
け
（
A
）
に
つ
い
て
は
、
大
殿
祭
の
ば
あ
い
、
省
略
し
た
部
分

を
補
え
ば
「
高
天
の
原
に
神
留
り
坐
す
皇
親
神
魯
企
・
神
魯
美
の
命

以
ち
て
、（
中
略
）
皇す
め

我あ

が
う
づ
の
御
子
・
皇
御
孫
の
命
は
（
中
略
）

大
八
洲
・
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
、
安
国
と
平
ら
け
く
知
ろ
し
食
せ

と
、
言
寄
さ
し
奉
り
賜
ひ
て
」
と
い
う
こ
の
全
体
が
、
さ
き
に
採
り

あ
げ
た
と
お
り
六
月
晦
大
祓
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
さ
ら
に
（
C
）
の

「
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
」
以
下
は
、
祈
年
祭
の
前
掲
し
た

「
皇
御
孫
命
の
御
世
を
、
手
長
の
御
世
と
、
堅
磐
に
常
磐
に
斎い
は

ひ
奉

り
、
茂い
か

し
御
世
に
幸さ
き

は
へ
奉
る
が
故
に
」
と
い
う
傍
線
部
の
一
節
を

は
じ
め
、
類
型
的
な
表
現
が
祝
詞
に
散
見
す
る
。
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大
殿
祭
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
が
広
く
祝
詞
の
類
型
表
現
に
つ
な

が
る
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
表
現
を
共
有
す
る
だ
け
に
、
C
か
ら
D

へ
、
神
話
か
ら
祝
詞
へ
の
転
換
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
神
話
に
属
す
る
伝
承
の
展
開
を
踏
ま
え
、
そ
し

て
ひ
き
継
ぎ
、
そ
れ
は
一
貫
し
て
天
穂
比
命
に
焦
点
を
当
て
た
展
開

だ
が
、
そ
の
焦
点
を
外
す
こ
と
な
く
、
祝
詞
に
特
徴
的
な
天
の
最
高

神
自
身
が
天
穂
比
命
に
対
し
て
「
汝
」
と
称
し
た
上
で
、
天
皇
の
御

世
を
永
遠
に
斎
い
、
繁
栄
す
る
御
世
と
祝
福
申
し
上
げ
よ
と
命
じ
る
。

神
賀
詞
が
そ
の
祝
詞
と
し
て
の
実
質
を
、
そ
う
し
た
祝
詞
の
類
型
的

な
表
現
に
の
っ
と
る
こ
と
に
よ
り
担
保
す
る
一
方
、
別
け
て
も
、
こ

の
D
の
核
心
を
、
あ
く
ま
で
「
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
、
堅

石
に
常
石
に
い
は
ひ
奉
り
」
と
い
う
斎
い
に
置
く
。

　

そ
れ
を
端
的
に
「
供い
は

斎ひ

」
と
表
現
し
て
ひ
き
継
ぐ
の
が
、
す
な
わ

ち
E
の
ア
で
あ
る
。
こ
の
「
供
斎
」
に
は
、
小
書
き
の
「
若
し
後

の
斎い
は

ひ
の
時
に
は
、
後
の
字
を
加
へ
よ
」
と
い
う
説
明
を
施
す
。
同

じ
小
書
き
の
説
明
を
、
神
賀
詞
の
冒
頭
に
出
雲
国
造
が
姓
名
を
名
告

り
「
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
は
く
」
と
し
て
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る

「
挂か

け
ま
く
も
恐か
し
こき
明あ
き

つ
御み

神か
み

と
大
八
島
国
知
ろ
し
食め

す
天
皇
命
の
、

手
長
の
大
御
世
と
斎い
は

ふ
と
（
小
書
き
説
明
）
為し

て
」
と
い
う
一
節
の

「
斎
ふ
」
に
ま
ず
始
め
に
施
す
と
お
り
、
E
の
ア
に
施
す
小
書
き

説
明
は
、
こ
れ
の
再
出
で
あ
る
。
同
様
に
、
D
の
核
心
と
前
述
し

た
あ
の
「
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
」
以
下
も
、
そ
の
「
い
は

ひ
」
が
こ
の
一
節
の
「
斎
ふ
」
に
当
た
る
よ
う
に
、
同
じ
表
現
の
繰

り
返
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

つ
い
で
こ
の
出
雲
国
造
の
「
斎
ふ
と
為
て
」
の
直
後
に
、「
出
雲

の
国
の
青
垣
山
の
内
に
」
と
い
う
出
雲
国
内
の
熊
野
大
神
・
大
穴
持

命
二
柱
を
始
め
と
す
る
百
八
十
六
社
の
皇す
め

神が
み

（
後
の
式
内
社
。「
延

喜
式
」
神
名
下
に
は
「
出
雲
国
一
百
八
十
七
座
」
を
登
載
）
を
「
し

づ
宮
に
忌い

み
静し
づ

め
仕
へ
奉
り
て
」
と
鎮
祭
す
る
こ
と
を
い
う
。
関
係

上
、
こ
の
鎮
祭
を
、
明
確
に
「
斎
ふ
と
為
て
」
に
つ
な
げ
、
そ
の
目

的
の
も
と
に
行
う
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
天
皇
の
長
久
の
御
世
を
永

遠
に
斎
う
た
め
に
祭
る
、
そ
う
し
て
祭
り
を
斎
い
と
一
つ
に
つ
な
げ

る
。
鎮
祭
を
終
え
た
あ
と
、
当
該
一
節
で
は
「
し
づ
宮
に
忌
み
静
め

仕
へ
奉
り
て
、
朝
日
の
豊と
よ

栄さ
か

登の
ぼ

り
に
、
い
は
ひ
の
返
り
事
の
神か
む

賀ほ
き

の

吉よ

詞ご
と

奏ま
を

し
賜
は
く
と
奏ま
を

す
」
と
続
け
て
、
神
賀
詞
の
奏
上
に
直
ち
に

移
る
、
す
な
わ
ち
導
く
こ
と
も
、
そ
れ
が
鎮
祭
の
上
に
成
り
た
つ
こ

と
を
如
実
に
も
の
が
た
る
。

六
、
神
賀
詞
を
構
成
す
る
各
段
の
相
関
と
承
接

　

構
成
の
上
で
は
、
右
の
と
お
り
神
賀
詞
の
奏
上
に
及
び
、
冒
頭
か

ら
続
く
第
一
段
を
結
ぶ
。
こ
の
な
か
の
「
い
は
ひ
」
が
、
く
だ
ん
の

E
の
ア
に
い
う
「
供
斎
」
に
当
た
る
。
ア
は
イ
に
一
体
的
に
つ
な

が
る
が
、
こ
の
ア
、
イ
と
続
く
第
二
段
の
最
後
に
位
置
す
る
E
全

体
が
、
実
は
第
一
段
の
同
じ
く
最
後
に
位
置
す
る
一
節
に
対
応
す
る
。
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二
つ
の
段
そ
う
ご
の
対
応
を
、
表
に
ま
と
め
て
示
す
。

　
　

第
一
段

�

第
二
段

（
出
雲
国
内
の
皇
神
等
を
）

A
か
ら
D
ま
で
の
展
開

し
づ
宮
に
忌
み
静
め
仕
へ
奉
り
て
、

次
の
随
に
、
供
斎
仕
へ
奉
り
て
、

朝
日
の
豊
栄
登
り
に
、

朝
日
の
豊
栄
登
り
に
、

い
は
ひ
の
返
り
事
の
神
賀
の
吉
詞
奏

し
賜
は
く
と
奏
す
。

神
の
礼
白
・
臣
の
礼
白
と
、
御
祷
の

神
宝
献
ら
く
と
奏
す
。

こ
の
表
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
点
が
、
第
二
段
の
表
中
に
引
く
末

尾
の
一
節
の
あ
と
、
そ
の
直
後
に
続
く
第
三
段
に
、
そ
の
献
上
す
る

神
宝
に
つ
い
て
「
白し
ら

玉た
ま

の
大お
ほ

御み

白し
ら

髪か

坐ま

し
、
赤
玉
の
御
あ
か
ら
び
坐

し
、
青
玉
の
水
江
の
玉
の
行
き
相あ

ひ
に
」
と
い
う
玉
（
白
水
精
、
赤

水
精
、
青
石
玉
）
を
は
じ
め
と
し
て
逐
一
壮
麗
に
表
現
を
飾
り
述
べ

あ
げ
て
い
く
展
開
で
あ
る
。
長
文
に
わ
た
り
異
彩
を
放
つ
文
辞
の
連

な
り
を
、
第
二
段
の
表
中
の
末
尾
の
一
節
が
予
備
的
に
前
触
れ
す
る

と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。

　

表
現
を
揃
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
第
一
段
の
末
尾
の

一
節
も
、
第
二
段
の
A
に
始
ま
る
展
開
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
最
終

の
D
お
よ
び
E
の
ア
に
向
け
た
、
そ
の
予
備
的
な
前
触
れ
と
し
て

位
置
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
前
触
れ
の
い
っ
そ
う
端
的
な
あ

ら
わ
れ
が
、
そ
の
一
節
に
い
う
「
い
は
ひ
の
返
り
事
」
で
あ
る
。

　

「
返
り
事
」
と
い
う
以
上
、
当
然
な
に
ご
と
か
こ
れ
に
先
行
す
る

が
、
神
賀
詞
に
は
、
ほ
か
に
も
う
一
例
、
前
掲
A
の
イ
に
つ
た
え

る
高
御
魂
命
が
国
体
見
に
遣
わ
し
た
天
穂
比
命
に
よ
る
「
天
の
下
見

廻
り
て
、
返
り
事
申
し
給
は
く
」
と
い
う
返
り
事
を
、
続
く
ウ
に
つ

た
え
て
い
る
。
当
該
例
の
ば
あ
い
、「
い
は
ひ
」
に
伴
う
返
り
事
だ

か
ら
、
D
の
ア
に
神
魯
伎
・
神
魯
美
の
命
の
宣
る
「
汝
天
穂
比
命
は
、

天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
、
堅
石
に
常
石
に
い
は
ひ
奉
り
（
れ
）」

と
い
う
仰
せ
が
あ
り
、
直
後
に
「（
仰
せ
賜
ひ
し
）
次
の
随
に
、
供

斎
仕
へ
奉
り
て
」
と
い
う
「
供
斎
」
が
、
そ
の
仰
せ
に
直
接
対
応
す

る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
返
り
事
に
当
た
る
。
神

魯
伎
・
神
魯
美
の
命
の
仰
せ
に
応
じ
た
「
供
斎
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

こ
の
実
態
に
そ
く
し
て
「
い
は
ひ
の
返
り
事
」
と
称
し
、
そ
こ
に
権

威
あ
る
由
緒
・
来
歴
に
も
と
づ
く
意
味
を
込
め
た
は
ず
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
「『
返
事
』
は
復
奏
・
復
命
の
こ
と
で
、
天
皇
か
ら
委

任
さ
れ
た
出
雲
神
々
の
奉
祭
を
滞
り
な
く
行
っ
た
こ
と
の
報
告
で
あ

る
。」（
松
本
氏
『
註
釈
』
360
頁
）
な
ど
と
い
う
天
皇
に
対
す
る
御
報

告
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
前
触
れ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
奏
上
す
る

「
神か
む

賀ほ

き
の
吉よ

詞ご
と

」
の
そ
の
具
体
的
内
容
が
「
い
は
ひ
の
返
り
事
」

に
収
斂
す
る
こ
と
、
ひ
っ
き
ょ
う
そ
れ
が
核
心
に
当
た
る
こ
と
を
明

示
す
る
点
に
主
眼
を
置
く
。
こ
の
「
神
賀
の
吉
詞
」
の
奏
上
と
、
第

二
段
末
に
前
触
れ
す
る
「
御み

祷ほ
き

の
神
宝
」
の
奉
献
と
、
こ
の
二
つ
こ

そ
神
賀
詞
を
構
成
す
る
柱
で
あ
る
と
共
に
、
儀
礼
と
し
て
の
そ
の
主

要
な
構
成
要
素
で
も
あ
る
点
は
、
改
め
て
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
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ら
、
そ
れ
が
、
先
後
の
組
み
合
わ
せ
を
含
め
そ
の
ま
ま
中
臣
に
よ
る

天
神
寿
詞
の
奏
上
と
忌
部
に
よ
る
鏡
剣
の
献
上
と
を
中
心
に
な
り
た

つ
天
皇
の
即
位
儀
礼
に
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

七
、
出
雲
国
の
神
戸
と
そ
の
類
型

　

そ
の
天
皇
即
位
儀
礼
と
の
関
連
の
実
際
は
後
述
す
る
と
し
て
、
神

賀
詞
の
構
成
上
と
り
わ
け
著
し
い
特
徴
が
、
出
雲
に
所
在
す
る
神
戸

と
の
重
な
り
で
あ
る
。
こ
の
関
連
じ
た
い
に
つ
い
て
は
、
松
本
氏

『
註
釈
』
が
賀
茂
の
神
戸
の
注
に
付
す
「
考
察
」（
89
頁
）
に
「
朝

廷
側
に
よ
る
神
戸
の
設
置
も
、
神
賀
詞
奏
上
と
一
体
で
あ
る
。
遠
い

大
和
の
葛
城
に
坐
す
神
の
た
め
の
神
戸
が
特
別
に
設
置
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
出
雲
・
忌
部
の
両
神
戸
と
あ
わ
せ
て
神
賀
詞
奏
上
を
伴
う
国

造
の
新
任
儀
礼
が
朝
廷
に
と
っ
て
も
い
か
に
重
大
で
あ
っ
た
か
が
分

か
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
賀
茂
の
神
戸
の
注
に
付
し
た
説
明
だ
か

ら
、
限
定
を
伴
う
に
せ
よ
、
引
用
し
た
一
節
の
特
に
冒
頭
の
指
摘
は

重
要
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
「
一
体
」
の
中
身
や
そ
う
み
な
す
根
拠
な

ど
と
い
っ
た
肝
腎
な
点
が
、
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
。

　

念
の
た
め
、
神
戸
に
つ
い
て
神
祇
令
の
そ
の
条
文
に
施
す
前
掲

『
律
令
』（
神
祇
令
。
20
神
戸
の
「
補
注
」
540
頁
）
の
説
明
を
参
照

す
れ
ば
、「
神
戸
と
は
、
官
社
に
世
襲
的
に
所
属
し
、
ふ
つ
う
は
社

の
近
傍
に
生
活
す
る
人
民
の
戸
で
あ
る
。」
と
い
う
。
納
税
・
力
役

等
の
義
務
は
一
般
の
人
民
と
同
じ
く
負
担
す
る
が
、「
調
庸
及
び
田

租
は
、
一
た
ん
国
に
お
さ
め
て
以
後
」、
官
社
の
造
営
や
供
神
の
調

度
に
充
当
し
、
そ
れ
ら
の
経
理
を
毎
年
神
祇
官
に
申
告
す
る
。
当
該

神
祇
令
の
条
文
の
最
後
に
「
皆
国
司
検け
む

校け
う

し
て
、
所
司
に
申
し
送

れ
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
上
、
国
司
の
検
校
の
下
に
そ
の
支

配
・
監
督
を
受
け
る
と
い
う
あ
り
か
た
を
、
神
戸
は
基
本
と
す
る
。

　

そ
し
て
出
雲
国
は
、
こ
の
神
戸
を
『
出
雲
国
風
土
記
』（
以
下
、

『
風
土
記
』
と
略
称
す
る
）
が
七
カ
所
登
載
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

お
よ
そ
二
つ
の
類
型
に
分
か
れ
る
。
一
つ
が
「
出
雲
神
戸
」
で
あ
り
、

「
伊い

弉ざ

奈な

枳き

の
麻ま

奈な

子ご

に
坐ま

す
熊く
ま

野の

加か

武ぶ

呂ろ

乃の

命み
こ
とと

、
五い

百ほ

津つ

鉏す
き

々す
き

猶な

ほ
所と
り

取と
ら
し々

て
所
あ
め
の

造し
た

天つ
く
り

下し
し

大お
ほ

穴あ
な

持も
ち
の

命み
こ
とと

、
二ふ
た

所と
こ
ろの

大お
ほ

神か
み

等た
ち

に
依よ

さ

し
奉ま
つ

る
。
故
、
神
戸
と
云
ふ
。」
と
つ
た
え
る
。
意
宇
郡
に
所
在
す

る
こ
の
出
雲
の
神
戸
の
ほ
か
、
引
用
し
た
一
節
の
下
に
「
他あ
だ

し
郡
こ
ほ
り

等ど
も

の
神
戸
も
且ま

た
之か
く

の
如
し
」
と
注
を
付
す
と
お
り
、
秋あ
い

鹿か

・
楯た
て

縫ぬ
ひ

・

出
雲
・
神か
む

戸ど

の
各
郡
に
当
神
戸
が
散
在
す
る
。
一
連
の
こ
の
各
郡
そ

れ
ぞ
れ
神
戸
の
記
述
の
下
に
「
出
雲
な
り
。
名
を
説
く
こ
と
意お

宇う
の

郡こ
ほ
りの

如
し
」
と
い
う
注
を
付
す
。

　

も
う
一
つ
別
の
類
型
が
、
と
は
い
え
、
賀
茂
の
神
戸
と
忌
部
の
神

戸
の
二
カ
所
だ
が
、
い
ず
れ
も
意
宇
郡
に
所
在
す
る
。
そ
の
名
称
は
、

出
雲
の
地
域
と
の
直
接
的
な
、
あ
る
い
は
土
地
に
根
ざ
す
か
か
わ
り

を
も
た
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
実
は
こ
の
神
戸
の
成
り
た
ち
に
か
か

わ
る
。
当
該
記
述
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

　
　

［
賀�

茂
の
神
戸
］　

所
あ
め
の

造し
た

天つ
く
ら

下し
し

大お
ほ

神か
み

命の
み
こ
との
御み

子こ

、
阿あ

遅ぢ

須す

枳き
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高た
か

日ひ

子こ
の

命み
こ
と、

葛
か
づ
ら

城き

の
賀か

茂も

の
社
に
坐
す
。
此
の
神
の
神

戸
な
り
。
故
、
鴨か
も

と
云
う
（
神
亀
三
年
、
字
を
賀
茂
と
改

む
）。

　
　

［
忌�
部
の
神
戸
］　

国
く
に
の

造み
や
つ
こ、

神か
む

吉よ

詞ご
と

望ほ
が

ひ
に
朝
廷
に
参
ゐ
向む
か

ふ
時
、
御ゆ

沐あ
み

の
忌
玉
作
る
。
故
、
忌
部
と
云
ふ
。

賀
茂
の
神
戸
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
『
註
釈
』
の
「
考
察
」
を
参
照

し
た
が
、
右
の
一
節
の
「
所
造
天
下
大
神
命
」
は
、
出
雲
の
神
戸
の

前
掲
「
五
百
津
鉏
々
猶
ほ
所
取
々
て
所
造
天
下
大
穴
持
命
」
を
踏
ま

え
た
そ
の
省
略
表
記
だ
か
ら
、
当
然
そ
れ
を
前
提
と
す
る
。

　

一
方
、
忌
部
の
神
戸
を
め
ぐ
っ
て
は
、
右
に
引
用
し
た
な
か
の
傍

線
部
に
「
諸
本
間
に
異
同
あ
り
、
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
一
句
」

（
松
本
氏
『
註
釈
』
85
頁
）
と
い
う
指
摘
、
ま
た
さ
ら
に
「
何
神
社

の
神
戸
な
の
か
明
記
さ
れ
な
い
の
は
、
出
雲
神
戸
と
同
じ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
。」（
同
前
）
と
い
う
推
測
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
、

前
掲
瀧
音
氏
『
古
代
出
雲
の
社
会
と
交
流
』（
そ
の
「
第
三
章　

忌

部
神
戸
と
玉
作
の
神
」。
86
頁
。）
が
「
現
存
最
古
の
『
出
雲
国
風
土

記
』
の
写
本
で
あ
る
細
川
家
本
や
そ
の
他
の
写
本
に
依
る
」
と
評
価

す
る
加
藤
義
成
氏
『
改
訂　

出
雲
国
風
土
記
参
究
』（
今
井
書
店
。

一
九
八
七
年
）
に
よ
り
「
御
沐
の
忌
玉
を
作
る
」
と
す
る
説
に
従
う

が
、
他
方
、
特
定
の
神
社
を
も
た
な
い
神
戸
と
い
う
そ
の
こ
と
じ
た

い
、
そ
れ
の
成
り
た
ち
に
根
ざ
す
特
質
と
み
な
す
の
が
筋
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
神
社
は
お
ろ
か
祭
神
さ
え
、
忌
部
の
神
戸
は
も
た
な
い
。

こ
の
点
で
は
、
大
和
の
葛
城
の
賀
茂
社
に
鎮
座
す
る
阿
遅
須
枳
高
日

子
命
の
賀
茂
の
神
戸
を
、
忌
部
の
神
戸
と
一
つ
に
括
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
必
然
的
に
出
雲
の
神
戸
の
類
型
の
ほ
か
に
、

他
国
の
神
の
神
戸
と
神
を
も
た
な
い
神
戸
と
の
二
類
型
の
、
つ
ご
う

三
類
型
の
神
戸
が
出
雲
国
に
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

八
、
神
賀
詞
の
各
段
と
神
戸
と
の
対
応

　

実
は
、
こ
の
三
類
型
の
神
戸
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
か
た
が
、

そ
の
ま
ま
神
賀
詞
を
構
成
す
る
三
段
落
の
各
段
に
対
応
す
る
。
さ
き

に
引
用
し
た
神
戸
の
記
述
を
も
と
に
、
比
較
の
た
め
多
少
表
現
に
手

を
加
え
、
こ
れ
に
神
賀
詞
の
一
節
を
次
に
つ
き
合
わ
せ
て
み
る
。

　
　

一
、�

伊
弉
奈
枳
の
麻
奈
子
に
坐
す
熊
野
加
武
呂
乃
命
と
、
所
造

天
下
大
穴
持
命
と
二
所
の
大
神
に
依
さ
し
奉
る
神
戸
（
出

雲
の
神
戸
）

　
　
　
　

→　

�

伊
射
那
伎
の
日
ま
な
子
か
ぶ
ろ
き
熊
野
の
大
神
と
、

国
作
り
坐
し
し
大
穴
持
命
の
二
柱
の
神
を
始
め
て
、

百
八
十
六
社
に
坐
す
皇
神
等
を
（
中
略
）、
し
づ
宮

に
忌
み
静
め
仕
へ
奉
り
て
（
神
賀
詞
の
第
一
段
）

　
　

二
、�

葛
城
の
賀
茂
の
社
に
坐
す
、
所
造
天
下
大
神
命
の
御
子
の

阿
遅
須
枳
高
日
子
命
の
神
戸
（
賀
茂
の
神
戸
）　

　
　
　
　

→　
�

（
大
穴
持
命
）
己お
の

れ
命み
こ
との

御
子
の
阿
遅
須
伎
高
孫
根

の
命
の
御
魂
を
葛
木
の
鴨
の
神か
む
な
び

奈
備
に
坐ま

せ
、（
中
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略
）
皇
孫
の
命
の
近
き
守
り
神
と
貢
た
て
ま
つり

置
き
て
（
神

賀
詞
の
第
二
段
）

　
　

三
、�
国
く
に
の

造み
や
つ
この
神か
む

吉よ

詞ご
と

望ほ
が

ひ
に
朝
参
す
る
時
の
御ゆ
あ
み沐
の
忌い
み

玉た
ま

作

る
神
戸
（
忌
部
の
神
戸
）

　
　
　
　

→　

�
明あ
き

つ
御み

神か
み

と
大お
ほ

八や

島し
ま

国
知し

ろ
し
食め

す
天す
め

皇ら

命み
こ
との
（
中

略
）、
明
つ
御
神
の
大
八
島
国
を
、
天
地
日
月
と
共

に
安や
す

ら
け
く
平た
ひ

ら
け
く
知
ろ
し
め
さ
む
事
の
志し
る
しの

た

め
と
、
御み
ほ
き祷

の
神
宝
を
擎さ
さ

げ
持
ち
て
（
神
賀
詞
の
第

三
段
）

各
神
戸
の
記
述
（
実
際
は
『
風
土
記
』
の
一
節
を
指
す
。
以
下
も
同

じ
）
が
、
神
賀
詞
の
各
段
の
一
節
に
内
容
上
も
緊
密
に
対
応
す
る
。

現
存
す
る
神
戸
を
記
録
し
た
各
記
述
に
、
神
賀
詞
の
内
容
や
構
成
等

が
重
な
る
こ
の
相
関
を
、
偶
然
の
結
果
と
は
み
な
し
難
い
。
二
の
賀

茂
の
神
戸
を
め
ぐ
る
前
掲
原
文
の
一
節
の
最
後
（
カ
ッ
コ
内
）
に

「
神
亀
三
年
、
字
を
賀
茂
と
改
む
」
と
施
す
注
が
つ
た
え
る
と
お
り
、

「
鴨
」
の
地
名
表
記
を
「
賀
茂
」
に
改
め
て
い
る
。
改
定
じ
た
い
は
、

「
總
記
」
が
郷
名
を
列
記
し
た
直
後
に
「
其
の
郷
の
名
の
字
は
、
神じ
ん

亀き

三
（
七
二
六
）
年
の
民
部
省
の
口く

宣せ
む

を
被か
が
ふり
て
改
め
ぬ
」
と
い
う

朝
廷
の
命
に
も
と
づ
く
。
こ
の
歴
史
の
事
実
の
上
で
は
、
天
平
五

（
七
三
三
）
年
に
「
勘
造
」
を
終
え
た
『
風
土
記
』
の
右
掲
二
の
記

述
が
そ
の
改
定
後
の
表
記
を
つ
た
え
、
一
方
の
神
賀
詞
は
、
そ
れ
以

前
の
表
記
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
鴨
」
が
、
ま
た

『
延
喜
式
』（
巻
九
。
神
名
上
、
大
和
国
葛
上
郡
）
に
「
高た
か

鴨
か
も
の

阿あ

ぢ

す

き

治
須
岐
託た
か

彦ひ
こ

根ね
の

命み
こ
と

神
社
」
と
つ
た
え
る
本
来
の
表
記
で
も
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
内
容
も
、
当
然
こ
の
関
係
と
呼
応
す
る
。
そ
の
関

係
の
内
実
を
、
以
下
に
は
各
神
戸
ご
と
に
可
能
な
限
り
設
置
の
経
緯

に
ま
で
遡
っ
て
見
極
め
る
こ
と
に
す
る
。

ア
、
賀
茂
の
神
戸

　

ま
ず
は
、
便
宜
、
右
の
歴
史
の
事
実
に
関
連
し
て
、
二
の
賀
茂
の

神
戸
を
採
り
あ
げ
る
。
前
述
の
と
お
り
そ
れ
は
、
遅
く
と
も
神
亀
三

年
以
前
に
設
置
を
み
て
い
る
。
そ
の
も
と
の
鴨
の
神
戸
は
、
出
雲
の

神
戸
が
熊
野
大
神
と
大
穴
持
命
の
神
戸
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う

よ
う
な
在
地
に
根
ざ
す
契
機
を
も
た
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
大
穴
持

命
が
葛
木
の
鴨
の
神
域
に
鎮
座
さ
せ
た
わ
が
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子

命
の
神
戸
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
経
緯
に
照
ら
し
て
も
、

前
述
し
た
段
落
分
け
の
Ｃ
イ
に
関
連
す
る
古
事
記
の
大
国
主
神
の
系

譜
（
69
頁
）
に
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
を
そ
の
三
子
の
筆
頭
に
置
く
上

に
、「
此
之
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
者
、
今
謂
二

迦
毛
大
御
神
一

者
也
」

と
つ
た
え
る
当
時
の
こ
の
神
に
寄
せ
る
天
照
大
御
神
と
同
じ
「
大
御

神
」
と
い
う
崇
敬
の
念
な
い
し
信
仰
を
、
当
神
戸
の
設
置
に
当
た
っ

て
は
、
思
想
上
の
背
景
な
り
拠
り
ど
こ
ろ
な
り
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
設
置
す
る
こ
と
そ
れ
じ
た
い
、
そ
の
Ｃ
イ
を
最
後
に

ま
と
め
た
「
皇
孫
の
命
の
近
き
守
り
神
と
貢
り
置
き
て
」
と
い
う
目

的
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
目
的
の
も
と
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に
葛
木
の
鴨
の
神
奈
備
に
鎮
座
し
た
阿
遅
須
伎
高
孫
根
命
の
御
魂
奉

祀
に
向
け
、
財
政
を
含
む
そ
の
運
営
、
維
持
等
の
需
要
に
応
え
る
べ

く
神
戸
を
設
置
し
た
と
い
う
の
が
そ
の
経
緯
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
神
戸
の
設
置
に
は
、
前
述
（
75
頁
）
し
た
規
定
上
も
、
国
司

の
関
与
あ
る
い
は
尽
力
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｃ
イ
の
神
代

紀
と
の
不
可
分
の
か
か
わ
り
の
上
で
も
、
後
述
す
る
と
お
り
そ
の
国

司
に
は
忌
部
子
首
が
相
応
し
い
。
子
首
の
出
雲
国
司
赴
任
は
藤
原
京

の
時
代
、
和
銅
元
（
708
）
年
に
当
た
る
が
、
神
戸
の
設
置
を
こ
の
年

を
基
準
に
そ
の
後
に
想
定
す
る
こ
と
が
最
も
自
然
で
あ
る
。

イ
、
出
雲
の
神
戸

　

出
雲
の
国
を
代
表
す
る
二
神
の
神
戸
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
は
そ

の
神
名
で
あ
る
。
も
と
も
と
熊
野
大
神
に
「
熊
野
加
武
呂
乃
命
」

（
当
神
戸
）、「
か
ぶ
ろ
き
熊
野
の
大
神
」（
神
賀
詞
）
と
あ
い
た
ぐ

う
神
名
を
当
て
、
か
つ
こ
れ
に
大
穴
持
命
を
続
け
る
と
い
う
他
に
例

を
み
な
い
組
み
合
わ
せ
を
両
者
は
共
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、

大
穴
持
命
の
神
名
上
に
冠
す
る
称
辞
で
は
、
神
戸
の
「
所
造
天
下
」

を
『
風
土
記
』
が
通
用
す
る
の
に
対
し
て
、
神
賀
詞
は
「
国
く
に
つ
く
り
ま
し
し

作
坐
」

に
作
り
、
こ
れ
が
「
国
作
大
己
貴
命
」（
大
国
主
神
の
亦
名
。
神
代

上
第
八
段
［
書
六
］）
に
確
実
に
重
な
る
。
一
方
、
熊
野
大
神
は

「
伊
弉
奈
枳
の
麻
奈
子
に
坐
す
」（
当
神
戸
）、「
伊
射
那
伎
の
日
ま

な
子
」（
神
賀
詞
）
を
共
に
冠
し
て
い
る
が
、
神
賀
詞
だ
け
に
は
、

そ
の
直
前
に
「（
出
雲
の
国
の
青
垣
山
の
内
に
）
下し
た

つ
岩い
は

根ね

に
宮み
や

柱
ば
し
ら

太ふ
と

知し

り
立た

て
、
高た
か

天ま

の
原
に
千ち

木ぎ

高た
か

知し

り
坐
す
」
と
い
う
対
句
が
先

行
す
る
。
見
か
け
の
上
で
は
、
こ
の
対
句
は
直
後
に
続
く
「
伊
射
那

伎
」
以
下
に
か
か
る
も
の
と
見
誤
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
、
こ
の
語

を
と
び
越
え
て
「
二
柱
神
」
に
か
か
る
と
述
べ
る
一
方
、
対
句
に
つ

い
て
「
本
来
的
に
は
皇
祖
神
お
よ
び
天
皇
の
宮
殿
を
賛
美
す
る
定
型

句
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
古
事
記
に
お
い
て
、
そ
れ
が
大
国
主
神

（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
の
宮
殿
の
形
容
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
に
着

目
し
、「
古
事
記
神
話
の
構
想
」
を
こ
の
特
別
な
宮
殿
造
営
に
認
め

る
の
が
松
本
氏
『
註
釈
』（
557
頁
）
で
あ
る
。
参
照
す
べ
き
見
解
な

が
ら
、
主
眼
を
置
く
古
事
記
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
論
の
多
く
は
、
恐

ら
く
成
立
し
が
た
い
。

　

だ
い
一
、
対
句
は
や
は
り
祝
詞
の
類
句
に
つ
な
が
る
。
古
事
記
で

は
、「
大
国
主
神
（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
の
宮
殿
の
形
容
」
に
使
用
し
た

「
於
二

底そ
こ

津つ

岩い
は

根ね
一

宮み
や

柱ば
し
ら

布ふ

と

し

り

刀
斯
理
、
於
二

高
天
原
一

氷ひ

椽ぎ

多た

迦か

斯し

理り

而て

」
と
い
う
そ
の
表
現
を
、
天
津
日
子
番
能
邇
邇
芸
命
の
降
臨
後
に

居
住
す
る
宮
の
造
営
に
も
繰
り
返
す
が
、
神
賀
詞
の
対
句
に
「
下
つ

岩
根
」「
太
知
り
立
て
」「
千
木
」
と
す
る
表
現
と
は
明
ら
か
に
違
う
。

む
し
ろ
祝
詞
の
次
の
類
型
的
な
表
現
に
通
う
。

　
　

○�　

皇
神
の
敷
き
坐
す
下し
た

つ
磐い
は

根ね

に
宮み
や

柱ば
し
ら

太ふ
と

知し

り
立た

て
、
高た
か

天ま

の
原
に
千ち

木ぎ

高た
か

知し

り
て
、
皇す
め

御み

孫ま

の
命み
こ
との

瑞み
づ

の
御み

舎あ
ら
かを

仕

へ
奉
り
て
（
祈
年
祭
、
六
月
月
次
）

　
　

○�　

下
つ
磐
根
に
宮
柱
太
敷
き
立
て
、
高
天
の
原
に
千
木
高
知
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り
て
、
皇
御
孫
の
命
の
み
づ
の
御み
あ
ら
か

舎
仕
へ
奉
り
て
（
六
月
晦

大
祓
。「
皇
御
孫
の
命
」
以
下
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
遷
却

崇
神
が
「
天あ
め

の
御み

蔭か
げ

・
日
の
御
蔭
と
仕
へ
奉
り
て
」
に
作
り
、

鎮
御
魂
斎
戸
祭
も
「
天
の
御
蔭
・
日
の
御
蔭
と
称た
た

へ
辞ご
と

竟を

へ

奉
り
て
」
に
作
る
）

こ
れ
に
は
、
神
武
天
皇
の
即
位
に
伴
い
「
故
、
古
語
称
之
曰
、
於
二

畝
傍
之
橿
原
一

也
、
太
二

立
宮
柱
於
底
磐
之
根
一

、
峻
二

峙
搏
風
於
高
天

之
原
一

而
始
馭
二

天
下
一

之
天
皇
、
号
曰
二

神
日
本
磐
余
彦
火
火
出
見
天

皇
一

焉
」（
神
武
天
皇
元
年
正
月
）
と
つ
た
え
る
「
古
語
」
の
一
節
が

対
応
す
る
。
傍
線
部
「
太
立
」
に
付
す
古
訓
の
「
ふ
と
し
き
た
て
」

も
、
こ
の
「
古
語
」
に
付
随
す
る
で
あ
ろ
う
。「
底
磐
之
根
」「
搏は

風ふ

」
に
違
い
が
あ
る
だ
け
に
、
祝
詞
の
表
現
の
も
つ
強
固
な
類
型
の

し
ば
り
を
照
ら
し
出
す
。
神
賀
詞
の
対
句
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
し
ば

り
の
う
ち
に
あ
り
、
実
態
と
し
て
は
、
そ
う
し
て
祝
詞
に
つ
な
が
り
、

ま
た
神
代
紀
の
「
国
作
大
己
貴
命
」
に
重
な
る
と
お
り
、
そ
の
表
現

を
神
賀
詞
の
基
調
に
合
わ
せ
取
り
込
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

ウ
、
忌
部
の
神
戸

　

こ
の
忌
部
の
神
戸
は
、
祭
神
を
も
た
な
い
分
、
そ
れ
だ
け
忌
部
が

全
面
に
せ
り
出
て
い
る
。
さ
き
に
（
本
稿
72
頁
）
神
賀
詞
の
構
成
に

つ
い
て
述
べ
た
な
か
に
、
D
の
天
穂
比
命
に
対
す
る
神
魯
伎
・
神

魯
美
の
命
の
「
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
、
堅
石
に
常
石
に
い
は

ひ
奉
り
、
い
か
し
御
世
に
さ
き
は
ひ
奉
れ
」
と
い
う
仰
せ
が
、
祝
詞

の
大
殿
祭
の
詞
章
に
通
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
て

あ
い
通
じ
る
関
係
を
、
こ
の
あ
と
に
続
く
一
節
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

展
開
す
る
。
そ
の
核
心
が
玉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
殿
祭
が
「
斎い
む

玉た
ま

作つ
く
り

等ら

が
持
ち
斎ゆ

ま
は
り
、
持
ち
浄き
よ

ま
は
り
、
造
り
仕
へ
ま
つ
れ
る

瑞み
づ

の
八や

尺さ
か

瓊に

の
御み

ふ吹
き
の
五い

ほ百
つ
御み
す
ま
る統
の
玉
に
」
と
続
け
る
一
節
じ

た
い
そ
の
玉
に
関
連
す
る
が
、
神
賀
詞
で
は
、
D
の
仰
せ
を
ひ
き

継
ぐ
E
全
体
を
と
お
し
て
「（
仰
せ
賜
ひ
し
次つ
ぎ
ての

随ま
に
まに

）
供い
は

斎ひ

仕
へ

奉
り
て
、
朝
日
の
豊と
よ

栄さ
か

登の
ぼ

り
に
、
神
の
礼ゐ
や

白し
ろ

・
臣お
み

の
礼
白
と
御み
ほ
き祷

の

神か
む

宝た
か
ら

献
ら
く
と
奏ま
を

す
」
と
「
御
祷
の
神
宝
」
の
献
上
を
い
う
。
前

述
の
と
お
り
こ
れ
を
前
触
れ
と
し
て
、
こ
の
「
御
祷
の
神
宝
」
に
当

た
る
「
白
玉
」「
赤
玉
」「
青
玉
」
に
ち
な
む
壮
麗
な
修
飾
表
現
を
交

え
た
文
辞
を
、
E
に
続
く
次
の
第
三
段
の
は
じ
め
に
連
ね
る
。

　

玉
に
関
連
し
た
表
現
を
中
心
に
、
神
賀
詞
が
大
殿
祭
に
通
じ
る
こ

の
事
実
を
偶
然
と
み
な
す
余
地
な
ど
皆
無
に
等
し
い
。
ま
た
さ
ら
に
、

こ
れ
に
も
う
一
つ
の
事
実
が
重
な
る
。
や
は
り
大
殿
祭
の
玉
に
関
連

す
る
が
、
そ
の
玉
の
前
掲
一
節
の
「
斎
玉
作
等
」
に
つ
い
て
『
祝
詞

全
註
釈
』（
225
頁
）
の
施
す
注
の
な
か
に
、『
延
喜
式
』（
巻
三
。
臨

時
祭
）
の
次
の
一
節
を
引
く
。

　
　

�
凡
出
雲
国
所
レ

進
御み
ほ
き
の

富
岐
玉
六
十
連
、
三
時
大
殿
祭
料
卅
六
連
、

臨
時
廿
四
連
。　
　
　

毎
年

十
月
以
前
、
令
二

意
宇
郡
神
戸
玉
作
氏
造
備
一

。
差
レ

使
進
上
。

右
の
一
節
の
小
書
き
の
注
に
は
「
注
に
い
う
『
三
時
大
殿
祭
』
と
は
、

大
殿
祭
は
毎
年
二
度
の
神
今
食
と
新
嘗
祭
の
各
翌
朝
に
行
わ
れ
る
か
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ら
、
三
時
と
な
る
。」
と
解
説
を
加
え
て
も
い
る
。
宮
中
祭
祀
に
占

め
る
大
殿
祭
の
重
要
な
位
置
、
役
割
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
そ
れ
に

「
出
雲
国
所
レ

進
御
富
岐
玉
」
を
重
用
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
も

の
が
た
る
。
大
殿
祭
の
「
斎
玉
作
等
（
中
略
）
造
り
仕
へ
ま
つ
れ

る
」
玉
の
正
体
こ
そ
、
ま
さ
に
『
延
喜
式
』
の
右
の
一
節
が
つ
た
え

る
「
出
雲
国
所
レ

進
御
富
岐
玉
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
玉
を
、

右
に
「
令
二

意
宇
郡
神
戸
玉
作
氏
造
備
一

」
と
つ
た
え
る
。

　

こ
の
「
意
宇
郡
神
戸
」
と
は
、
所
在
す
る
郡
の
一
致
な
ど
か
ら
推

し
て
忌
部
の
神
戸
に
当
た
る
。
大
殿
祭
に
欠
か
せ
な
い
玉
を
こ
の
神

戸
が
い
つ
か
ら
「
造
備
」
し
て
い
た
の
か
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い

が
、
前
述
の
と
お
り
神
今
食
や
新
嘗
祭
の
終
了
後
に
大
殿
祭
を
執
行

す
る
の
が
例
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
宮
中
の
重
要
な
祭
祀

の
成
り
た
ち
に
伴
う
こ
と
、
そ
の
時
期
は
新
嘗
祭
や
大
嘗
祭
に
つ
い

て
規
定
を
設
け
る
神
祇
令
（
大
宝
令
）
の
施
行
（
701
年
）
を
遡
り
、

遅
く
と
も
藤
原
京
の
時
代
か
こ
の
直
前
の
可
能
性
が
高
く
、
律
令
制

度
と
共
に
宮
中
祭
祀
も
整
備
が
進
み
、
玉
の
需
要
を
促
し
た
こ
と
な

ど
を
、
玉
の
造
備
を
め
ぐ
る
外
的
要
因
と
し
て
挙
げ
得
る
。
し
か
し

い
っ
そ
う
重
要
な
の
が
、
神
戸
を
監
督
・
支
配
す
る
国
司
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
参
照
す
べ
き
例
が
、
さ
き
に
と
り
あ
げ
た
鴨
（
賀
茂
）
の

神
戸
で
あ
る
。
神
戸
の
設
置
に
関
与
し
た
国
司
に
忌
部
子
首
を
挙
げ

た
け
れ
ど
も
（
78
頁
）、
大
殿
祭
祝
詞
に
限
り
斎
部
氏
が
読
む
定
め

（
71
頁
参
照
）
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
の
祭
祀
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
玉
を
造
備
す
べ
く
、
そ
の
玉
の
生
産
、
加
工
を
担
う
拠
点
と
し

て
神
戸
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
朝
廷
は
も
と
よ
り
、
ま
さ
に
忌
部
氏

に
と
っ
て
も
氏
の
存
続
に
か
か
わ
る
重
大
懸
案
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

忌
部
氏
を
代
表
す
る
子
首
の
国
司
赴
任
が
そ
の
契
機
と
な
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
ね
る
出
雲
国
造
の
果

安
の
尽
力
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
過
小
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
忌
部
を
名
に
負
う
神
戸
を
拠
点
と
す
る
工
房
で
生

産
・
加
工
し
た
玉
を
、「
御
富
岐
玉
」
に
つ
な
が
る
「
御
祷
の
神
宝
」

と
し
て
出
雲
国
か
ら
献
上
す
る
。
神
賀
詞
は
、
ま
さ
に
こ
の
献
上
を

儀
礼
の
柱
と
し
て
成
り
た
つ
。

　

か
く
て
そ
れ
ら
起
源
や
由
来
、
ま
た
献
上
す
る
「
御
祷
の
神
宝
」、

は
た
ま
た
こ
の
任
を
担
う
出
雲
国
造
ま
で
含
む
一
切
が
、
朝
廷
と
の

つ
な
が
り
に
お
い
て
成
り
た
つ
こ
と
を
、
神
賀
詞
は
強
く
う
た
い
上

げ
る
。
つ
な
が
り
の
そ
の
真
実
性
や
現
実
性
と
い
っ
た
い
わ
ば
リ
ア

リ
テ
ィ
を
担
保
す
る
な
り
、
根
拠
づ
け
る
な
り
す
る
要
が
、
右
に
述

べ
た
神
戸
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
出
雲
に
所
在
す
る
出
雲
・
賀

茂
・
忌
部
の
こ
の
三
神
戸
こ
そ
、
出
雲
と
い
う
国
の
本
質
な
い
し
か

た
ち
を
規
定
す
る
基
本
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
三
神

戸
に
そ
く
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
も
と
に
神
賀
詞
を
構
成
・
展
開

す
る
意
義
も
必
然
性
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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九
、
玉
に
関
す
る
『
風
土
記
』
の
筆
録
、
そ
の
特
異

　

た
だ
し
、
念
の
た
め
言
い
添
え
れ
ば
、
こ
う
し
て
構
成
や
表
現
に

も
意
匠
を
こ
ら
し
て
い
る
だ
け
に
、
神
賀
詞
が
事
実
を
あ
り
の
ま
ま

に
伝
え
て
い
る
と
は
到
底
み
な
し
が
た
い
。
実
際
、
神
戸
を
め
ぐ
る

『
風
土
記
』
の
簡
潔
に
す
ぎ
る
記
述
と
は
、
大
き
く
内
容
を
異
に
す

る
。
焦
点
を
こ
の
乖
離
に
絞
り
、
右
に
取
り
あ
げ
た
玉
を
例
に
補
足

し
て
み
る
に
、
そ
も
そ
も
意
宇
郡
の
玉
湯
川
や
忌
部
川
の
流
域
、
あ

る
い
は
玉
造
谷
や
忌
部
谷
、
特
に
は
花
仙
山
周
辺
に
玉
の
生
産
・
加

工
の
遺
跡
が
数
多
く
集
中
し
、
そ
の
調
査
報
告
や
研
究
の
成
果
も
、

前
掲
門
脇
禎
二
氏
『
出
雲
の
古
代
史
』（
そ
の
「
意
宇
の
玉
作
り
と

そ
の
遺
跡
」
77
頁
以
下
）
や
瀧
音
能
之
氏
『
古
代
出
雲
の
社
会
と
交

流
』（
そ
の
「
第
三
章　

忌
部
神
戸
と
玉
作
の
神
」
89
頁
以
下
）
な

ど
に
詳
し
く
、
忌
部
神
戸
が
こ
う
し
た
玉
に
か
か
わ
る
拠
点
で
あ
っ

た
と
い
う
歴
史
の
事
実
は
揺
ら
が
な
い
。
古
墳
時
代
を
遡
る
そ
の
歴

史
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
忌
部
神
戸
を
め
ぐ
る
記
述
、
つ
ま
り
は
『
風

土
記
』
の
そ
の
記
述
に
、
こ
の
玉
の
遺
跡
を
あ
と
づ
け
る
事
実
は
、

ほ
と
ん
ど
見
出
し
が
た
い
。
さ
ら
に
対
象
を
広
げ
て
意
宇
郡
全
体
で

も
、
玉
な
い
し
玉
の
産
地
を
つ
た
え
る
記
述
を
み
な
い
。

　

た
ぶ
ん
に
『
風
土
記
』
じ
た
い
の
問
題
だ
が
、
一
般
に
そ
れ
の
問

題
意
識
す
ら
低
調
な
な
か
で
は
例
外
的
な
言
及
が
水
野
祐
氏
『
出
雲

國
風
土
記
論
攷
』（
そ
の
第
十
一
章
の
「
第
一
節　

古
代
出
雲
玉
作

部
と
そ
の
遺
跡
」。
555
頁
。
昭
和
五
十
八
年
九
月
。
東
京
白
川
書
院
）

に
あ
る
。
玉
の
特
性
に
そ
く
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

�

こ
れ
ら
の
玉
は
神
に
捧
げ
る
玉
類
で
あ
り
、
忌
部
に
所
属
す
る

出
雲
の
玉
作
部
の
、
朝
廷
へ
献
納
す
る
重
要
な
玉
で
あ
っ
て
、

祭
器
で
あ
り
、
最
も
神
聖
な
る
玉
類
で
あ
る
の
で
、
俗
物
と
同

一
視
せ
ず
、
特
に
そ
の
産
出
地
の
花
仙
山
の
如
き
も
禁
足
地
と

し
て
、
神
秘
化
さ
れ
、
特
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
れ
故
敢
え
て
風
土
記
も
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

推
定
に
と
ど
め
て
い
る
と
は
い
え
、「
最
も
神
聖
な
る
玉
類
」
だ
か

ら
「
神
秘
化
さ
れ
、
特
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
論
旨
は
明
快

で
あ
る
。
た
だ
し
、
玉
そ
の
も
の
の
特
質
や
そ
の
評
価
と
は
別
に
、

前
節
に
言
及
し
た
と
お
り
玉
を
管
理
す
る
拠
点
と
し
て
位
置
す
る
忌

部
の
神
戸
そ
の
も
の
に
対
す
る
配
慮
が
働
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は

む
し
ろ
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
敢
え
て
風
土
記
も
記
さ
な
か
っ

た
」
は
、『
風
土
記
』
の
筆
録
方
針
に
属
す
る
。
こ
の
考
え
に
立
て

ば
、
玉
を
め
ぐ
る
忌
部
神
戸
の
記
述
じ
た
い
「
敢
え
て
風
土
記
も
記

さ
な
か
っ
た
」
と
す
る
『
風
土
記
』
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
筆
録
方

針
と
軌
を
一
に
す
る
以
上
、
こ
の
方
針
に
そ
っ
て
、
玉
を
「
し
る
さ

な
か
っ
た
」
と
い
う
そ
の
実
際
の
適
用
を
、
忌
部
神
戸
に
も
及
ぼ
す

こ
と
は
む
し
ろ
必
然
で
あ
る
。

　

実
際
、「
記
さ
な
か
っ
た
」
と
思
わ
せ
る
筆
録
は
、
忌
部
神
戸
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
の
神
賀
詞
奏
上
に
参
向
す
る
際
の
わ
ず
か
に
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「
御
沐
の
忌
玉
作
る
」
と
い
う
現
状
に
説
明
を
限
っ
た
記
述
に
、
他

の
出
雲
神
戸
、
賀
茂
神
戸
も
基
本
的
に
は
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
同
じ
筆
録
の
方
針
に
も
と
づ
く
以
上
、
限
定
を
伴
う
そ

の
筆
録
は
、
神
賀
詞
の
あ
の
歴
史
の
起
源
に
遡
っ
て
展
開
す
る
記
述

に
対
し
て
、
む
し
ろ
神
戸
の
そ
の
現
状
の
説
明
に
み
ず
か
ら
を
狭
く

限
定
し
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
意
宇
郡
の
記
事
を
実

際
に
筆
録
し
た
臣
名
を
、
意
宇
郡
関
連
記
述
の
最
後
に
列
記
し
て
い

る
が
、
と
り
ま
と
め
た
実
務
担
当
の
主ふ
み

帳ひ
と

の
无
位
海
臣
、
同
无
位
出

雲
臣
の
ほ
か
、
少
領
の
出
雲
臣
以
下
の
だ
れ
に
も
名
を
記
さ
な
い
。

記
述
を
必
要
の
限
り
に
と
ど
め
る
実
用
を
、
こ
こ
に
も
徹
底
す
る
。

十
、
忌
部
の
子
首
の
神
賀
詞
へ
の
関
与

　

こ
の
神
戸
は
、
し
か
し
突
っ
放
し
て
云
え
ば
、
所
詮
は
『
風
土

記
』
と
い
う
地
方
誌
の
筆
録
の
所
産
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

筆
録
に
か
か
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
、
状
況
あ
る
い
は
ま
た
制
約
等
が

介
在
す
る
。
神
賀
詞
の
奏
上
が
そ
の
筆
録
に
先
行
し
た
こ
と
も
、
そ

の
一
つ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。『
風
土
記
』
を
最
終
的
に
ま
と
め
あ

げ
て
完
成
さ
せ
た
勘
造
の
年
は
聖
武
天
皇
の
天
平
五
（
733
）
年
で
あ

り
、
そ
の
責
任
者
が
、
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
任
す
る
出
雲
国
造
の
出

雲
臣
広
嶋
で
あ
る
。
こ
の
九
年
前
の
元
正
天
皇
の
神
亀
元
（
724
）
年

と
同
三
年
に
、
同
じ
広
嶋
が
神
賀
詞
を
奏
上
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
時
代
を
遡
る
元
正
天
皇
の
霊
亀
二
（
716
）
年
に
、

広
嶋
の
一
代
前
の
出
雲
国
造
の
出
雲
臣
果
安
が
、
史
上
初
と
な
る
神

賀
詞
を
奏
上
す
る
。
こ
の
神
賀
詞
を
神
祇
大
副
の
中
臣
朝
臣
人
足
が

取
り
つ
い
で
奏
聞
す
る
。
直
後
に
「
是
日
、
百
官
斎
焉
。」
と
つ
た

え
る
。
詳
細
は
後
（
97
頁
）
に
述
べ
る
が
、
神
祇
令
（
12
月
斎
条
）

に
「
一
日
斎
為
二

小
祀
一

」
と
斎い
み

一
日
を
定
め
た
小
祀
と
同
格
の
扱
い

で
あ
り
、
当
日
は
百
官
が
斎
忌
に
服
す
る
。
朝
廷
を
挙
げ
て
迎
え
る

儀
礼
に
相
応
し
い
実
質
を
、
す
で
に
こ
の
初
回
の
神
賀
詞
の
奏
上
が

備
え
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
た
る
。

　

こ
の
神
賀
詞
の
奏
上
に
は
、
果
安
以
下は

祝ふ

部り

に
至
る
ま
で
百
十
人

を
超
え
る
大
勢
が
出
雲
か
ら
上
京
し
て
い
る
。
こ
の
大
掛
か
り
な
仕

か
け
の
儀
礼
を
「
国
司
忌
部
宿
禰
子
首
の
仲
介
」
に
よ
る
と
説
く
の

が
、
前
掲
（
62
頁
）
門
脇
禎
二
氏
『
出
雲
の
古
代
史
』
で
あ
る
。
さ

ら
に
神
賀
詞
じ
た
い
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
と
お
り
「
こ
の
と
と
の

え
あ
げ
に
、
子
首
と
国
造
果
安
と
の
談
合
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
」
と

門
脇
氏
は
み
る
。
い
わ
ば
出
雲
国
造
の
出
雲
国
造
に
よ
る
神
賀
詞
と

し
て
詞
章
も
儀
礼
も
成
り
た
つ
以
上
（
74
頁
参
照
）、「
談
合
」
な
ど

と
い
っ
た
通
り
一
遍
の
説
明
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
国
造
に
は
な

し
得
な
い
、
そ
こ
に
こ
そ
、
国
司
の
介
在
、
関
与
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
論
述
が
、
そ
れ
を
確
実
に
裏
付
け
る
。

　

前
節
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
神
戸
に
し
て
も
、
そ
の
設
置
に
は
、

所
管
す
る
国
司
の
忌
部
の
子
首
が
主
導
的
に
関
与
す
る
。
そ
れ
の
三

神
戸
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
そ
く
し
て
全
体
を
構
成
し
た
そ
の
神
賀
詞
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と
の
構
成
上
の
緊
密
な
対
応
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
風
土
記
』
の
筆
録
す
る
神
戸
も
、
も
と
を
質
せ
ば
、
前
述
（
75

頁
）
の
と
お
り
官
の
設
置
に
か
か
り
、
国
司
が
検
校
し
、
毎
年
そ
の

経
理
を
神
祇
官
に
申
告
す
る
こ
と
を
神
祇
令
（
20
神
戸
条
）
が
定
め

て
い
る
。
元
明
天
皇
の
和
銅
元
（
708
）
年
三
月
に
出
雲
国
の
国
司

（
出
雲
守
）
に
任
じ
た
忌
部
子
首
が
、
国
内
の
神
戸
を
そ
の
支
配
・

管
理
下
に
置
く
。
一
方
、
出
雲
国
造
の
果
安
は
、
出
雲
国
の
国
庁
を

置
く
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
任
す
る
が
、
郡
司
（
大
領
・
少
領
）
の
選

任
に
つ
い
て
選
叙
令
（
13
郡
司
条
）
に
「
取
下

性
識
清
廉
堪
二

時
務
一

者
上

」
と
原
則
を
示
し
た
上
で
「
其
大
領
・
少
領
、
才
用
同
者
、
先

取
二

国
造
一。」
と
定
め
る
。
そ
し
て
こ
の
郡
司
の
勤
務
成
績
の
評
価

お
よ
び
そ
れ
の
朝
集
使
に
よ
る
所
管
省
へ
の
報
告
も
、
考
課
令
（
67

郡
司
条
）
が
国
司
の
専
権
事
項
と
し
て
規
定
す
る
。

　

国
司
と
国
造
（
大
領
兼
任
）
と
が
右
の
よ
う
に
さ
な
が
ら
主
従
も

し
く
は
君
臣
に
も
類
す
る
関
係
に
あ
る
以
上
、
両
者
に
「
談
合
」
が

成
り
た
つ
と
は
そ
も
そ
も
考
え
難
い
。
一
般
的
に
も
国
司
が
国
造

（
大
領
）
を
支
配
・
監
督
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
以

上
に
、
本
稿
の
最
後
に
付
す
る
略
歴
の
と
お
り
、
天
武
天
皇
の
時
代

か
ら
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む
経
歴
の
な
か
で
も
、
神
賀
詞
と
の
か
か

わ
り
の
上
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
歴
史
書
の
編
纂
事
業

へ
の
参
画
と
忌
部
と
い
う
名
負
い
の
氏
の
長
者
と
い
う
子
首
の
立
場

で
あ
る
。
国
司
在
任
時
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
も
過
去
の
も
の

だ
っ
た
に
せ
よ
、
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
は
日
本
書
紀
の
神

代
紀
と
祝
詞
の
大
殿
祭
と
を
中
心
に
神
賀
詞
に
つ
な
が
る
。
共
に
朝

廷
の
進
め
た
国
家
事
業
と
祭
祀
を
構
成
す
る
だ
け
に
、
当
事
者
以
外

に
そ
の
双
方
に
わ
た
る
詳
細
は
知
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
神
賀

詞
が
そ
の
両
者
と
分
か
ち
が
た
く
つ
な
が
っ
て
成
り
た
つ
こ
と
は
、

前
述
の
と
お
り
明
白
な
事
実
だ
か
ら
、
忌
部
子
首
が
そ
の
成
り
た
ち

を
主
導
的
な
立
場
か
ら
支
え
て
い
た
、
あ
る
い
は
そ
の
作
成
作
業
に

指
南
役
と
し
て
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。

　

神
戸
も
、
出
雲
、
賀
茂
、
忌
部
の
ど
れ
も
が
出
雲
国
の
成
り
た
ち

に
根
ざ
す
祭
祀
や
行
事
を
支
え
、
か
つ
ま
た
こ
れ
を
国
司
が
検
校
す

る
。
賀
茂
（
鴨
）、
忌
部
の
両
神
戸
の
ば
あ
い
、
賀
茂
の
神
戸
は
神

代
紀
が
、
一
方
の
忌
部
の
神
戸
は
祝
詞
の
大
殿
祭
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

設
置
に
深
く
か
か
わ
り
、
そ
の
か
か
わ
り
を
導
く
の
が
国
司
の
忌
部

の
子
首
で
あ
る
。
三
神
戸
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
特
質
を
、
神
賀
詞
を
構

成
す
る
三
つ
の
段
落
お
よ
び
そ
の
各
段
の
出
雲
の
外
に
向
け
た
内
容

に
つ
な
げ
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
前
述
の
と
お
り
明
ら
か
だ
か
ら
、

神
戸
全
体
を
と
り
し
き
る
国
司
の
こ
の
忌
部
の
子
首
の
意
向
な
り
関

与
な
り
の
介
在
が
、
そ
う
し
た
対
応
の
か
た
ち
を
と
ら
せ
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
神
賀
詞
の
神
代

紀
や
祝
詞
と
つ
な
が
る
成
り
た
ち
に
忌
部
子
首
が
か
か
わ
っ
た
と
同

じ
か
か
わ
り
が
、
一
体
的
・
連
続
的
に
神
戸
に
関
連
し
た
そ
の
対
応

に
及
ぶ
こ
と
は
、
む
し
ろ
必
然
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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十
一
、『
風
土
記
』
の
伝
承
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
を
装

　
　
　

う
楯

　

ひ
と
と
お
り
こ
う
し
て
当
初
か
か
げ
た
子
首
の
神
賀
詞
と
の
か
か

わ
り
を
め
ぐ
る
課
題
に
決
着
を
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
棚
上

げ
し
て
き
た
が
、
神
賀
詞
の
な
か
で
も
核
心
的
な
位
置
を
占
め
る
杵

築
大
社
（
出
雲
大
社
）
に
つ
い
て
、
そ
の
子
首
と
の
か
か
わ
り
の
内

実
を
見
極
め
る
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
杵
築
大
社
じ
た

い
、
神
賀
詞
が
「
杵
築
宮
」
と
す
る
こ
の
語
に
「
八
百
丹
」
を
冠
す

る
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
一
方
『
風
土
記
』
が
つ
た
え
る
「
杵
築
大

社
」（
出
雲
郡
の
神
社
の
筆
頭
）
と
そ
れ
が
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、

さ
ら
に
は
ま
た
別
に
『
風
土
記
』
が
伝
承
の
な
か
に
つ
た
え
る
「
所

造
天
下
大
神
の
宮
」
と
の
関
連
は
ど
う
か
等
、
大
き
な
問
題
を
積
み

残
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

問
題
は
多
岐
に
も
わ
た
る
け
れ
ど
も
、
右
に
い
く
つ
か
挙
げ
た
な

か
で
は
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
例
に
、『
風
土
記
』
の
つ
た
え
る

二
例
の
「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
が
あ
る
。
関
連
す
る
そ
の
伝
承
を

も
と
に
、
ま
ず
は
瀬
踏
み
を
こ
こ
ろ
み
る
。
次
に
引
く
例
は
、
楯
縫

郡
の
郡
名
の
起
源
を
つ
た
え
る
伝
承
で
あ
る
。

　
　

�

楯
縫
と
号
く
る
所ゆ

ゑ以
は
、
神か
み

魂
む
す
ひ
の

命み
こ
との

詔の

り
た
ま
ひ
し
く
「
吾

が
十と

足だ

る
天
の
日ひ
す
み栖

の
宮
の
縦た
て

横よ
こ

の
御み

量は
か
りは

、
千ち

尋ひ
ろ

の
栲た
く
な
は紲

持

ち
て
、
百も
も

八や

そ十
結む
す

び
結
び
下さ

げ
て
、
此
の
天
の
御
量
を
持
ち
て
、

所あ
め
の
し
た造

天つ
く
ら
し
し下

大お
ほ

神か
み

の
宮
造
り
奉
ら
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
御

子
天あ
め
の

御み

鳥と
り
の

命み
こ
とを

楯た
て

部べ

と
為し

て
、
天あ
ま
く
だ下

し
給
ひ
き
。
尓そ

の
時
、

退ま
か

り
下く
だ

り
来き

ま坐
し
て
、
大
神
の
宮
の
御み

装よ
そ
ひの

楯
造
り
始
め
給
ひ

し
と
こ
ろ
、
是こ
れ

な
り
。
仍よ

り
て
今
に
至
る
ま
で
、
楯た
て
ほ
こ桙

造
り
て
、

皇す
め

神が
み

等た
ち

に
奉
り
出い

づ
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
。

本
文
は
松
本
氏
『
註
釈
』
の
［
訓
読
文
］
に
よ
る
が
、
右
の
「
天
の

日
栖
の
宮
」
に
つ
い
て
、
同
書
の
［
註
釈
］
に
「
当
該
条
の
直
接
の

典
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
紀
第
九
段
一
書
第
二
に
、
天
上
界
の
主
導

で
造
ら
れ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
殿
を
『
天
日
隅
宮
』
と
言
う
の
と
同

じ
。」
と
指
摘
す
る
。
関
連
す
る
表
現
を
含
め
一
致
は
明
ら
か
だ
か

ら
、
大
筋
に
誤
り
は
な
い
が
、
こ
の
あ
と
続
け
て
「
こ
こ
は
そ
の
オ

ホ
ナ
ム
チ
の
宮
殿
の
原
型
を
天
神
御
子
の
宮
殿
に
求
め
る
記
の
国
譲

り
神
話
（
前
掲
）
の
影
響
も
受
け
て
、
原
型
と
し
て
の
天
上
の
宮
殿

を
『
天
日
栖
宮
』
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。」
と
説
く
。「
記
の
国
譲

り
神
話
の
影
響
も
受
け
」
に
は
確
証
が
な
い
。
古
事
記
の
ば
あ
い
、

な
に
よ
り
国
譲
り
と
ひ
き
換
え
に
大
国
主
神
じ
し
ん
が
「
天
神
御
子

の
宮
殿
」（
原
文
は
「
如
二

天
神
御
子
之
天
津
日
継
所
知
之
登
陀
流
天

之
御
巣
一

」）
の
ご
と
く
造
営
す
る
よ
う
一
方
的
に
要
求
す
る
こ
と
に

力
点
を
置
く
。
こ
れ
と
は
違
い
、「
天
日
隅
宮
」
を
め
ぐ
っ
て
、
神

代
紀
（
第
九
段
［
書
二
］）
は
そ
の
造
営
を
高
皇
産
霊
尊
が
提
案
す

る
か
た
ち
を
と
り
、『
風
土
記
』
も
「
天
日
栖
宮
」
に
作
り
そ
の
同

じ
か
た
ち
を
と
る
。
提
案
者
を
、
高
皇
産
霊
尊
か
ら
神
魂
命
に
代
え
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て
い
る
が
、『
風
土
記
』
に
高
皇
産
霊
尊
関
連
の
伝
承
が
な
い
。
高

皇
産
霊
尊
に
距
離
を
置
く
一
方
、
神
魂
命
を
出
雲
在
地
の
有
力
な
神

と
す
れ
ば
こ
そ
（
後
述
86
頁
）、
そ
の
神
に
つ
な
げ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
神
魂
命
の
詔
の
あ
と
、『
風
土
記
』
は
内
容
を
大
き

く
変
え
る
。
詔
に
大
穴
持
命
の
宮
の
造
営
に
か
か
る
仕
様
ま
で
示
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
は
な
い
「
楯
」
を
中
心
に
以
下
展
開
す
る
。
そ
れ

は
、
同
時
に
神
代
紀
か
ら
の
転
換
を
意
味
す
る
。
こ
の
転
換
後
の
展

開
に
通
じ
る
の
が
、
す
な
わ
ち
く
だ
ん
の
神
賀
詞
で
あ
る
。
さ
き
に

段
落
分
け
し
た
区
分
の
B
ウ
、
エ
が
、
そ
の
対
応
す
る
一
節
で
あ
る
。

次
に
両
者
を
並
記
す
る
。

　
　

（
風�

土
記
）　

（
神
魂
命
）、
御
子
天あ
め
の

御み

鳥と
り
の

命み
こ
とを
楯
部
と
為

て
、
天あ
ま

下く
だ

し
給
ひ
き
。
尓
の
時
、
退ま
か

り
下
り
来
坐
し
て
、

神
の
宮
の
御
装
の
楯
造
り
始
め
給
ひ
し
と
こ
ろ
、
是
な
り
。

　
　

（
神�

賀
詞
）　

（
天
穂
比
命
）、
己お
の

れ
命
の
児
天あ
め
の

夷ひ
な

鳥と
り
の

命み
こ
とに
、

布
都
怒
志
命
を
副
へ
て
、
天
降
し
遣
は
し
て
、
荒
ぶ
る
神

等
を
撥は
ら

ひ
平む

け
、
国
作
ら
し
し
大
神
を
も
媚こ

び
鎮
め
て
、

大
八
島
国
の
現う
つ

し
事
・
顕あ
ら

は
事
事こ
と

避さ

ら
し
め
き
。

『
風
土
記
』
が
つ
た
え
る
「
神
魂
命
」
の
伝
承
は
七
例
あ
り
、
こ
れ

も
そ
の
一
つ
だ
が
、『
註
釈
』
に
「
た
だ
し
、
こ
の
神
が
天
に
ゆ
か

り
を
持
つ
と
い
う
の
は
当
該
条
の
み
で
あ
り
、
本
来
的
な
も
の
で
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
記
紀
の
影
響
が
あ
る
。」（
191
頁
）
と
指
摘
す

る
。
ま
た
さ
ら
に
「
御
子
天
御
鳥
命
」
に
関
連
し
て
は
、
同
書
の

［
考
察
］
に
「
当
該
条
で
、
天
上
界
に
属
し
、
御
子
神
を
し
て
オ
ホ

ナ
ム
チ
に
奉
仕
せ
し
む
る
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
立
場
は
、
記
に
よ
っ
て
保

証
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。」（
197
頁
）
と
説
く
。
古
事
記

と
の
か
か
わ
り
を
強
調
す
る
論
述
は
、
さ
き
の
「
天
の
日
栖
の
宮
」

の
ば
あ
い
と
同
様
に
肯
い
が
た
い
が
、
た
だ
本
条
の
「
神
魂
命
」
に

つ
い
て
、
他
に
類
例
の
な
い
そ
の
特
異
を
「
天
に
ゆ
か
り
を
持
つ
」

こ
と
に
帰
す
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
「
記
紀
の
影
響
」
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

「
天
に
ゆ
か
り
を
持
つ
」
こ
と
と
併
せ
て
、
本
条
だ
け
が
神
魂
命
の

詔
を
は
じ
め
御
子
に
対
す
る
指
示
お
よ
び
天
下
し
等
の
主
語
に
立
つ

こ
と
を
、
特
徴
と
し
て
む
し
ろ
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
例
は

全
て
神
魂
命
で
は
な
く
こ
の
御
子
に
焦
点
を
当
て
る
伝
承
が
占
め
る

な
か
で
、
そ
う
し
て
特
異
を
際
立
た
せ
る
の
が
、
す
な
わ
ち
神
賀
詞

と
の
対
応
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
こ
の
両
者
の
対
応
す
る
筋
立
て
の

基
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
の
一
節
か
ら
抽
き
出
し
て
示
す
。

　
　

（
風
土
記
）�　

神
魂
命
が
「
御
子
・
天
御
鳥
命
」
を
天
降
し
、

こ
の
御
子
が
「
所
造
天
下
大
神
」
の
宮
を
装
う
楯

の
製
造
を
始
め
た
。

　
　

（
神
賀
詞
）�　

天
穂
比
命
が
「
己
命
児
・
天
夷
鳥
命
」
に
布
都

怒
志
命
を
副
え
て
天
降
し
、
こ
の
二
神
が
、
荒
ぶ

る
神
等
を
平
定
し
、「
国
作
之
大
神
」
を
媚
び
鎮

め
て
避
去
さ
せ
た
。
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神
賀
詞
が
い
く
ぶ
ん
複
雑
な
様
相
を
呈
し
、
神
代
紀
を
下
敷
き
に
し

た
痕
跡
を
そ
こ
に
明
ら
か
に
と
ど
め
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
余
剰
的

な
部
分
を
除
い
て
基
本
を
襲
っ
た
の
が
『
風
土
記
』
の
伝
承
で
あ
る
。

こ
の
両
者
を
、
神
魂
命
と
天
穂
比
命
と
の
対
応
が
導
く
。

　

天
穂
比
命
は
、
前
述
の
と
お
り
神
代
紀
の
天
穂
日
命
に
も
と
づ
き
、

神
賀
詞
が
「
出
雲
臣
等
が
遠
神
」
と
つ
た
え
る
。
出
雲
臣
の
祖
神
と

み
な
す
の
が
通
例
だ
が
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
出
雲
国
を
支
配
し
て
き

た
出
雲
臣
ら
が
遠
い
昔
か
ら
信
奉
し
て
き
た
と
い
う
在
地
性
や
固
有

性
を
強
調
す
る
。
神
魂
命
に
し
て
も
、『
風
土
記
』
の
七
例
全
て
が

そ
の
御
子
神
に
か
か
わ
る
伝
承
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
二
例
（
出
雲
郡

宇
賀
郷
、
神
門
郡
朝
山
郷
）
は
、「
神
魂
命
の
御
子
」
の
女む
す
めを

大
穴

持
命
が
「
誂
坐
」「
娶
給
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
つ
ま
ど
う
か
た
ち
を

と
る
。
出
雲
郡
宇
賀
郷
の
伝
承
は
、
特
に
『
註
釈
』
が
「
い
わ
ゆ
る

隠
び
妻
型
の
説
話
で
あ
る
」（
246
頁
）
と
指
摘
し
、
類
例
を
挙
げ
て

も
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
、
つ
ま
ど
う
相
手
の
女
性
が
、
そ
の
居

住
す
る
土
地
の
先
住
者
や
支
配
者
を
父
に
も
つ
ば
あ
い
が
通
例
で
あ

る
。
神
魂
命
を
、
こ
の
伝
承
の
通
例
の
か
た
ち
に
と
り
込
ん
で
い
る

よ
う
に
、
出
雲
国
の
在
地
の
有
力
な
神
と
み
な
せ
ば
こ
そ
、
か
の
天

穂
比
命
と
の
対
応
に
も
ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
ど
も
な
く
、
神
代
紀
に

根
ざ
す
天
穂
比
命
か
ら
、
出
雲
の
地
に
根
ざ
し
て
御
子
神
を
各
地
に

も
つ
神
魂
命
へ
と
移
転
を
は
か
っ
た
、
こ
れ
が
『
風
土
記
』
の
伝
承

の
成
り
た
つ
内
実
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
神
賀
詞
を
参
照
し
て
移
転
を
は
か
る
『
風
土
記
』
伝
承
の
成

り
た
ち
は
、
右
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
伝
承
の
最
後
の
郡
号
に
つ

な
ぐ
一
節
に
「
仍
り
て
今
に
至
る
ま
で
、
楯
桙
を
造
り
て
、
皇
神
等

に
奉
り
出
づ
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
」
と
つ
た
え
る
が
、
こ
こ
も
ま
た

神
賀
詞
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
。
も
は
や
内
容
に
深
入
り
す
る
ま
で

も
な
い
が
、
ま
ず
は
対
応
す
る
神
賀
詞
の
一
節
を
次
に
示
す
。

　
　

�

出
雲
の
国
の
青
垣
山
の
内
に
、
下
つ
岩い
は

根ね

に
宮み
や

柱ば
し
ら

太ふ
と

知し

り
立

て
、
高
天
の
原
に
千ち

木ぎ

高た
か

知し

り
坐ま

す
伊い

ざ

な

き

射
那
伎
の
日ひ

ま
な
子
、

か
ぶ
ろ
き
熊
野
の
大
神
、
櫛く
し

御み

気け

野の
の

命み
こ
と、

国
作
り
坐
し
し
大
穴

持
命
、
二
柱
の
神
を
始
め
て
、
百
八
十
六
社
に
坐
す
皇
神
等
を
、

某そ
れ

甲が
し

が
弱
肩
に
太ふ
と

襷
挂か

け
て
（
中
略
）、
し
づ
宮
に
忌
み
静
め

仕
へ
奉
り
て
、

こ
こ
に
出
雲
国
内
の
熊
野
の
大
神
・
大
穴
持
命
を
始
め
と
す
る
「
百

八
十
六
社
に
坐
す
皇
神
等
」
を
「
忌
み
静
め
仕
へ
奉
り
て
」
と
い
う

当
の
祭
祀
奉
仕
者
が
、
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
出
雲
国
造
で
あ
る
。
一

方
、『
風
土
記
』
の
「
楯
桙
を
造
り
て
、
皇
神
等
に
奉
り
出
づ
」
と

い
う
な
か
に
主
体
を
明
示
し
な
い
け
れ
ど
も
、「
所
造
天
下
大
神
の

宮
」
の
装
い
用
の
楯
造
り
を
起
源
と
し
て
連
綿
と
今
日
ま
で
続
け
て

き
た
神
事
だ
か
ら
と
い
う
以
上
に
、「
皇
神
等
」
の
祭
祀
奉
仕
を
つ

と
め
る
出
雲
国
造
を
ひ
き
移
せ
ば
こ
そ
、
出
雲
国
内
の
「
百
八
十
六

社
に
坐
す
皇
神
等
」
に
そ
の
「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
に
ち
な
む
楯

桙
を
奉
献
す
る
つ
と
め
を
出
雲
国
造
が
は
た
す
こ
と
に
あ
え
て
説
明
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を
加
え
る
ま
で
も
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

十
二
、『
風
土
記
』
の
伝
承
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
を
奉

　
　
　

る
杵
築

　

そ
し
て
こ
の
楯
桙
を
奉
献
す
る
「
諸
皇
神
等
」
が
、
く
だ
ん
の

「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
の
造
営
地
に
参
集
し
て
「
杵
築
」
を
行
っ

た
と
つ
た
え
る
の
が
、
杵
築
郷
の
起
源
伝
承
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら

「
諸
」
を
加
え
た
表
現
に
、
神
賀
詞
の
「
百
八
十
六
社
に
坐
す
皇
神

等
」
と
の
つ
な
が
り
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
さ
に
出
雲
国
内
の
官
社

の
神
す
べ
て
が
結
集
し
て
こ
の
「
杵
築
」
に
当
た
っ
た
こ
と
を
も
の

が
た
る
。
し
か
し
、「
杵
築
」
じ
た
い
に
、
実
は
問
題
が
あ
る
。

　
　

�

杵
築
郷
（
郡
家
か
ら
の
里
程
省
略
）
八や

束つ
か

水み
づ

臣お
み

津つ

野の
の

命み
こ
との
国
引

き
給
ひ
し
後
に
、
天
下
造
ら
し
し
大
神
の
宮
、
奉ま
つ

ら
む
と
し
て
、

諸
の
皇
神
等
、
宮み
や

処ど
こ
ろに
参ま
ゐ

集つ
ど

ひ
て
杵
築
き
き
。
故
、
寸き

付づ
き

と
云

ふ
。
神
亀
三
年
、
字

を
杵
築
と
改
む
。

そ
の
問
題
の
一
端
を
、
松
本
氏
『
註
釈
』
が
「
起
源
説
話
の
決
定
語

『
杵
築
』
か
ら
「
寸
付
」
に
な
り
、
さ
ら
に
『
杵
築
』
に
な
っ
た
と

い
う
の
は
当
国
風
土
記
の
形
式
と
し
て
も
異
例
。（
中
略
）『
八
百
土

キ
ヅ
キ
』
と
い
う
枕
詞
の
用
例
か
ら
し
て
も
、
地
名
に
は
早
く
か
ら

『
杵
築
』
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
相
応
し
く
地
名

表
記
が
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。」（
233
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
指
摘
の
と
お
り
「
異
例
」
で
は
あ
っ
て
も
、
し
か
し
小
書

き
の
注
に
「
杵
築
」
の
表
記
に
改
め
た
年
を
神
亀
三
（
726
）
年
と
明

示
す
る
以
上
、
こ
れ
以
前
は
本
文
に
「
故
、
云
二

寸
付
一

」
と
い
う

「
寸
付
」
を
郷
の
名
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
表
記
ま

で
こ
の
「
寸
付
」
を
採
用
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
清
音
、
濁

音
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
原
文
の
「
諸
皇
神
等
参
二

集

宮
処
一、
杵
築
。
故
云
二

寸
付
一

」
と
い
う
「
杵
築
」
か
ら
「
寸
付
」

へ
の
展
開
に
、『
註
釈
』
の
右
に
引
用
し
た
解
釈
が
は
た
し
て
妥
当

な
の
か
等
、
こ
う
し
た
疑
問
も
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、「
杵
築
」
と
表

記
す
る
そ
の
正
体
は
な
に
か
と
い
っ
た
点
に
恐
ら
く
は
尽
き
る
。
た

だ
、
ど
の
み
ち
神
亀
三
年
以
前
の
「
寸
付
」
に
ま
ず
遡
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
ば
あ
い
、『
註
釈
』
が
こ
の
語
の
［
註
釈
］
の
最

後
に
付
記
す
る
「
な
お
、
国
引
き
神
話
に
『
支
豆
支
乃
御
埼
』、
当

郡
不
在
神
祇
官
社
に
『
支
豆
支
社
』
が
あ
り
、
藤
原
京
跡
出
土
木
簡

に
『
出
雲
評
支
豆
支
里
』
と
あ
る
こ
と
か
ら
古
い
表
記
と
し
て
『
支

豆
支
』
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
（
註
論
）
が
こ
こ
に
は
出
な
い
。」

と
い
う
「
支
豆
支
」
が
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
寸
付
」「
支
豆
支
」
の
存
在
は
、
少
な
く
と
も
神
亀

三
年
以
前
は
「
杵
築
」
と
い
う
表
記
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
地
名
の
音

訓
い
ず
れ
に
せ
よ
仮
名
表
記
を
通
例
と
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
も

の
が
た
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
目
を
向
け
る
べ

き
例
に
、
神
賀
詞
が
大
穴
持
命
の
み
ず
か
ら
鎮
座
し
た
と
つ
た
え
る

「
八
百
丹
杵
築
宮
」
が
あ
る
。「
杵
築
」
に
「
八
百
丹
」
を
枕
詞
と
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し
て
冠
す
る
こ
の
構
成
に
通
じ
る
の
が
、
古
事
記
の
雄
略
天
皇
条
に

つ
た
え
る
三
重
の
婇
の
う
た
っ
た
歌
謡
の
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
に
歌

い
起
こ
す
景
行
天
皇
の
宮
殿
を
た
た
え
る
歌
辞
を
次
に
示
す
。

　
　

�

纏ま
き

向む
く

の
日ひ

代し
ろ

の
宮
は　

朝
日
の
日ひ

照で

る
宮　

夕
日
の
日ひ

翔か
げ
るる

宮　

竹
の
根
の
根ね

足だ

る
宮　

木
の
根
の
根ね

延ば

ふ
宮　

八や

ほ

に
百
土
よ
し
伊

岐
豆
岐
の
宮　

ま
き
さ
く
桧ひ

の
御み

門か
ど

（
以
下
略
）

傍
線
を
付
し
た
原
音
仮
名
部
分
に
は
、「
い
築
き
」
と
「
い
杵
築
き
」

と
の
二
通
り
の
表
記
が
こ
ん
に
ち
通
行
す
る
。
後
者
は
、
神
賀
詞
の

「
八
百
丹
杵
築
宮
」
あ
る
い
は
風
土
記
の
杵
築
郡
の
当
該
「
杵
築
」

を
例
証
と
し
て
挙
げ
る
。

　

ひ
と
ま
ず
は
そ
の
前
者
「
い
築
き
」
を
み
る
に
、
構
成
上
、
三
重

の
婇う
ね
め

の
歌
謡
（
100
番
）
に
先
行
す
る
雄
略
天
皇
歌
謡
（
99
番
）
の

「
嬢を
と
め子

の
い
隠
る
岡
を
」
と
同
じ
く
接
頭
語
「
い
」
と
動
詞
か
ら
成

る
。
そ
し
て
そ
の
動
詞
「
岐
豆
岐
」
の
「
豆
」
を
、
古
事
記
の
歌
謡

で
は
濁
音
仮
名
に
当
て
る
の
が
通
例
だ
か
ら
、
傍
線
部
は
「
い
き
づ

き
（
築
）」
を
表
す
。
こ
れ
に
枕
詞
「
八
百
土
よ
し
」
を
冠
す
る
表

現
に
も
、
同
じ
く
古
事
記
の
歌
謡
（
110
番
）
に
「
大お

魚ふ
を

よ
し　

鮪し
び

突

く
海あ

ま人
よ
」
と
い
う
類
例
が
あ
る
。

　

い
ま
こ
う
し
た
歌
謡
に
目
を
向
け
れ
ば
、
当
該
歌
謡
が
「
纏
向
の

日
代
の
宮
は
」
と
景
行
天
皇
の
宮
殿
を
賛
美
す
る
う
た
い
起
こ
し
に

始
ま
り
、
最
後
を
「
是こ

し
も
あ
や
に
恐か
し
こし　

高た
か

光ひ
か

る
日
の
御み

子こ　

事

の
語か
た

り
言ご
と

も
こ
を
ば
」
と
結
び
、
な
お
か
つ
こ
の
歌
謡
に
続
け
て
う

た
い
継
ぐ
大
后
の
歌
謡
（
101
番
）
も
最
後
を
「
高
光
る��

日
の
御
子

に
豊と
よ

御み

酒き

献
ら
せ　

事
の
語
り
言
も
こ
を
ば
」
と
う
た
い
収
め
、
さ

ら
に
こ
れ
に
続
い
て
雄
略
天
皇
の
和
す
る
歌
謡
（
102
番
）
も
ま
た
最

後
は
「
高
光
る
日
の
宮み
や

人ひ
と　

事
の
語
り
言
も
こ
を
ば
」
と
う
た
い
そ

ろ
え
、
こ
の
直
後
に
「
此
三
歌
者
、
天あ
ま

語が
た
り

歌う
た

也
」
と
説
明
を
付
す
。

こ
の
付
記
を
詮
索
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
先
行
説
で
は
、
土
橋
寛
氏

『
古
代
歌
謡
の
生
態
と
構
造
』（
そ
の
「
１　

古
代
歌
謡
の
生
態
と

歴
史
」
の
「
六
『
天
語
歌
』
と
『
神
語
』
歌
」。
164
頁
。
昭
和
六
十

三
年
十
月
。
塙
書
房
）
が
「『
天
語
歌
』
と
い
う
歌
謡
名
は
、『
来
目

歌
』『
国
栖
奏
』
と
同
様
、
宮
廷
に
お
い
て
こ
れ
を
演
唱
す
る
氏
族

の
名
に
基
づ
く
も
の
で
、
命
名
者
は
宮
廷
社
会
で
あ
る
。」
と
指
摘

し
た
上
で
、
特
に
は
氏
族
を
中
心
に
詳
細
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
「
天
語
歌
」
三
首
の
な
か
で
は
「
三
重
婇
物
語
の
形
成

に
お
い
て
重
要
に
な
る
の
は
、
第
一
歌
で
あ
る
」
と
み
な
す
青
木
周

平
氏
『
古
事
記
研
究
│
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
│
』（
そ
の
「
第

二
〈
歌
謡
と
説
話
〉
篇
」
の
「
第
五
章　

雄
略
記
・
三
重
婇
物
語
の

形
成
」。
350
頁
。
平
成
六
年
十
二
月
。
お
う
ふ
う
）
が
、
土
橋
説
を

評
価
し
て
「
独
立
歌
謡
の
観
点
か
ら
宮
廷
寿
歌
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

た
」
点
を
「
ほ
ぼ
首
肯
さ
る
べ
き
も
の
」
と
す
る
。

　

確
か
に
土
橋
氏
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
が
、
独
立
歌
謡
あ
る
い

は
氏
族
と
の
か
か
わ
り
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、「
命
名
者
は
宮
廷
社

会
」、
ま
た
「
宮
廷
寿
歌
」（
青
木
氏
の
総
括
）
な
ど
と
い
う
こ
の
歌
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謡
の
宮
廷
と
の
か
か
わ
り
に
は
論
が
一
向
に
及
ば
な
い
。
職
員
令

（
17
雅
楽
寮
）
が
職
掌
と
し
て
宮
廷
音
楽
や
舞
踊
、
あ
る
い
は
ま
た

こ
こ
に
所
属
す
る
歌
人
や
歌
女
な
ど
を
規
定
す
る
以
前
、
す
で
に
日

本
書
紀
が
天
武
天
皇
十
四
年
九
月
条
に
「
凡
諸
歌
男
・
歌
女
・
笛
吹

者
、
即
伝
二

己
子
孫
一

、
令
レ

習
二

歌
笛
一

」
と
い
う
歌
笛
振
興
を
命
じ

た
詔
を
つ
た
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
統
や
環
境
な
く
し
て
宮
廷
寿

歌
も
あ
り
得
な
い
。
と
り
わ
け
三
重
の
婇
の
歌
謡
の
よ
う
な
景
行
天

皇
の
宮
讃
め
の
う
た
い
起
こ
し
、
ま
た
さ
ら
に
そ
れ
の
「
八
百
土
よ

し
い
築
き
の
宮　

真
木
さ
く
桧
の
御
門
」
ま
で
は
、
物
語
と
は
直
接

か
か
わ
り
も
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
、
直
後
に
続
く
「
新に
ひ

嘗な
へ

屋や

に
生お

ひ

立
て
る　

百も
も

足た

る
槻つ
き

が
枝え

は
」
と
い
う
物
語
に
直
結
す
る
「
新
嘗

屋
」
を
引
き
出
す
い
わ
ば
序
的
な
そ
の
は
た
ら
き
な
ど
が
、
宮
廷
の

歌
曲
を
た
ぶ
ん
に
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
こ
に
眼
目
が
あ
る
。

　

い
ま
問
題
と
す
る
「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮　

真
木
さ
く
桧
の

御
門
」
に
そ
く
し
て
そ
の
点
に
探
り
を
入
れ
て
み
る
に
、「
真
木
さ

く
桧
の
御
門
」
に
は
、
持
統
天
皇
の
藤
原
宮
を
造
営
す
る
役
民
に
よ

る
宮
材
の
き
り
出
し
作
業
を
う
た
っ
た
「
藤
原
宮
之
役
民
作
歌
」

（
１
・
五
〇
）
の
一
節
に
「
石い
は

走ば
し

る
近
江
の
国　

衣
こ
ろ
も

手で

の
田た
な

上か
み

山や
ま

の

　

真
木
さ
く
桧
の
つ
ま
で
を　

も
の
の
ふ
の
八や

そ十
氏う
ぢ

河か
は

に　

玉た
ま

藻も

な

す
浮
か
べ
流
せ
れ
」
と
い
う
枕
詞
に
よ
る
表
現
を
連
ね
る
な
か
の
傍

線
を
付
し
た
句
が
対
応
す
る
。
枕
詞
を
重
ね
る
表
現
の
基
調
を
、
そ

れ
ら
に
対
応
す
る
「
真
木
さ
く
桧
の
つ
ま
で
」
と
対
句
を
構
成
す
る

「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
」
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容

れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
役
民
の
歌
は
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君　

高

照
ら
す
日
の
御
子　

荒あ
ら
た
へ栲
の
藤
原
が
上う
へ

に　

食を

す
国
を
見め

し
た
ま
は

む
と　

都み
あ
ら宮か

は
高た
か

知し

ら
さ
む
と　

神
な
が
ら
思
ほ
す
な
へ
に　

天あ
め

地つ
ち

も
寄
り
て
あ
れ
こ
そ
」
と
う
た
い
起
こ
す
と
お
り
、
天
皇
賛
歌
の

か
た
ち
を
と
る
。
藤
原
宮
の
造
営
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
都
宮
賛
美
と

造
営
の
偉
業
を
た
た
え
る
天
皇
賛
歌
と
を
一
体
的
に
組
み
合
わ
せ
て

い
る
。
三
重
の
婇
の
歌
謡
と
は
、
そ
う
し
た
賛
歌
の
組
み
合
わ
せ
を

始
め
基
本
を
共
に
す
る
。
こ
の
賛
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
選
び
抜

い
て
、
そ
の
ま
さ
に
択
り
抜
き
の
表
現
と
し
て
結
実
し
た
の
が
、
く

だ
ん
の
「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
都
宮
の
造
営
に
そ
く
し
て
一
体
的
に
そ
れ
を
な
す
天

皇
を
讃
え
る
宮
讃
め
に
は
、「
室む
ろ
ほ
き寿
」
が
類
例
と
な
る
。
日
本
書
紀

の
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
が
つ
た
え
る
そ
の
冒
頭
を
「
築
立
、
稚
室
葛

根
、
築
立
柱
者
、
此
家
長
御
心
鎮
也
」
と
ほ
き
起
こ
す
。
従
来
、

「
築
立
」
を
ほ
ぼ
い
ち
よ
う
に
「
築つ

き
立た

つ
る
」
と
訓
む
。「
い
築き
づ

き
」
と
の
対
応
の
上
で
は
、
他
動
詞
「
た
つ
」
を
強
調
し
た
「
築き
づ

き

立た

つ
」
の
訓
み
も
、
当
然
、
一
考
に
値
す
る
。

十
三
、
杵
築
の
内
実
と
そ
の
変
遷

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
大
過
な
け
れ
ば
、
古
事
記
の
三
重
の

婇
の
歌
謡
に
「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
」
と
う
た
っ
た
こ
の
一
句
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こ
そ
、
宮
讃
め
の
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
そ
の
本
来
の
あ
り
か
た
に

照
ら
し
て
も
、
当
面
す
る
取
組
み
の
基
本
と
な
る
。
神
賀
詞
の
「
八

百
丹
杵
築
宮
」
は
、
こ
の
基
本
の
一
句
に
う
た
う
宮
に
対
応
す
る
。

国
作
ら
し
し
大
神
の
大
穴
持
命
が
こ
の
現
世
の
全
て
を
事
避
っ
た
末

に
み
ず
か
ら
の
和
魂
と
子
の
神
た
ち
の
御
魂
を
皇
孫
命
の
守
り
神
と

し
て
大
倭
の
国
に
置
く
な
ど
周
到
な
手
当
を
施
し
た
は
て
の
鎮
座
場

所
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
し
く
賛
美
す
べ
き
宮
讃
め
の
意
を
そ
の
名

に
込
め
る
は
ず
で
あ
る
。
大
穴
持
命
を
め
ぐ
る
伝
承
じ
た
い
、
前
述

の
と
お
り
神
代
紀
に
も
と
づ
く
と
い
う
点
で
も
、
そ
の
鎮
座
す
る
宮

に
宮
讃
め
に
ち
な
む
名
を
刻
む
こ
と
を
、
む
し
ろ
自
然
か
つ
必
然
の

成
り
ゆ
き
と
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
基
本
と
な
る
「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
」
じ

た
い
に
は
、「
杵
築
」
の
「
杵
」
と
の
か
か
わ
り
を
そ
も
そ
も
認
め

が
た
い
。
古
事
記
が
雄
略
天
皇
条
に
つ
た
え
る
赤あ
か

猪ゐ

子こ

の
「
み
も
ろ

に
都
久
夜
玉た
ま

垣が
き

つ
き
余あ
ま

し
誰た

に
か
も
依
ら
む
神
の
宮
人
」
と
う
た
う

な
か
の
傍
線
部
の
「
築つ

く
や
」
に
当
た
る
例
で
さ
え
、「
杵
」
を
必

ず
し
も
前
提
と
は
し
な
い
。
前
節
末
に
付
言
し
た
「
室
寿
」
の
「
築

立
」
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
訓
む
に
せ
よ
、「
杵
」
と

は
無
縁
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、「
築
」
の
限
り
、
た
と
え
ば
「
き
づ

き
」
を
「
き
ね
」
と
「
つ
き
」
と
の
む
す
び
つ
い
た
語
と
み
な
す
こ

と
は
、
語
構
成
の
上
か
ら
も
恐
ら
く
妥
当
で
は
な
い
。

　

「
杵
」
は
、
あ
く
ま
で
「
八
百
土
」
の
喚
起
す
る
文
字
ど
お
り
表

記
上
の
付
加
的
な
意
味
を
表
す
限
り
に
と
ど
ま
る
。
万
葉
集
に
例
を

と
れ
ば
、
大
伴
家
持
の
「
秋
時
花
種
く
さ
ぐ
さ

尓に

有あ
れ

等ど

色い
ろ

別ご
と

に
見め

し
明あ
き

ら
む

る
今け

ふ日
の
貴た
ふ
とさ

」〈
19
・
四
二
五
五
〉
と
い
う
反
歌
が
あ
る
。
そ
の

長
歌
の
末
尾
近
く
に
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君　

秋
花
し
が
色
色
に

　

見め

し
賜
ひ
明あ
き

ら
め
た
ま
ひ　

酒
み
づ
き
栄
ゆ
る
今け

ふ日
の
あ
や
に
貴

さ
」（
19
・
四
二
五
四
）
と
う
た
う
一
節
を
う
け
、
そ
の
傍
線
部
の

「
秋
あ
き
の

花は
な

」
に
そ
く
し
て
、
反
歌
で
は
「
秋
時
花
」
と
「
時
」
を
加
え

る
。
塙
本
（
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
共
著
『
萬
葉
集　

本
文
篇
』
塙
書
房
）
等
の
「
あ
き
の
は
な
」
の
訓
み
を
妥
当
と
す
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
註
十
』
が
「
四
季
の
語
を

『
秋
時
』
と
い
う
形
で
記
し
た
例
は
ほ
か
に
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
人
麻
呂
集
歌
７
一
二
八
三
に
『
壮を
ざ

子か

時り

』、
10
二
一
三
一
に
『
今い
ま

時し

』
と
あ
る
の
と
同
種
の
用
法
で
、『
時
』
に
よ
っ
て
『
秋
』
を
強

調
し
た
表
記
法
で
あ
る
。」（
277
頁
）
と
説
く
。
ほ
か
に
「
此
の
月
の

此こ

間こ

に
来
た
れ
ば
且い

ま今
と
か
も
妹
が
出
で
立
ち
待
ち
つ
つ
有
る
ら

む
」（
七
・
一
〇
七
八
）
と
い
う
漢
語
「
此
間
」
に
あ
わ
せ
「
且
」

を
加
え
た
例
、「
す
め
ろ
き
」
に
は
「
皇
御
祖
」「
皇
神
祖
」「
皇
祖
」

「
皇
祖
神
」「
天
皇
」
な
ど
の
ほ
か
、
隠
り
妻
が
通
っ
て
来
る
夫
を

称
す
る
「
隠
り
口く

の
長は
つ

谷せ

小を

国ぐ
に　

よ
ば
ひ
せ
す
吾
が
天
皇
寸
よ
」

（
13
・
三
三
一
二
）
と
い
う
「
寸き

」
を
付
加
し
た
例
を
含
め
、
語
に

対
し
て
そ
れ
を
表
す
表
記
に
、
そ
の
語
義
な
い
し
語
形
を
補
足
あ
る

い
は
限
定
す
る
、
さ
ら
に
は
そ
の
表
記
の
限
り
で
意
味
的
な
ま
と
ま
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り
を
構
成
す
る
な
ど
と
い
っ
た
例
は
、
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
い
と
ま
な

い
。（
そ
の
一
端
に
検
討
を
加
え
た
拙
稿
「『
万
葉
集
』
巻
十
一
・
十

二
の
表
記
に
つ
い
て
」『
論
集　

日
本
文
学
・
日
本
語
│
上
代
』
昭

和
53
年
３
月
。
角
川
書
店
、
参
照
）。

　

古
事
記
の
「
八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
」
の
限
り
で
は
、「
八
百

丹
杵
築
宮
」
の
「
杵
」
に
つ
な
が
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
距
離
を
、

万
葉
集
の
右
に
そ
の
一
端
を
例
示
し
た
表
記
、
用
字
に
通
じ
る
技
巧

が
埋
め
る
。「
八
百
土
よ
し
」
の
枕
詞
と
し
て
の
「
い
築
き
の
宮
」

と
の
相
関
、
す
な
わ
ち
そ
の
大
量
の
土
を
つ
き
固
め
て
築
く
と
い
う

意
味
的
な
つ
な
が
り
の
上
で
は
、
ま
さ
に
「
杵
」
を
そ
の
作
業
に
関

連
し
て
意
味
喚
起
す
る
こ
と
に
そ
く
し
て
そ
の
意
を
表
記
に
の
せ
た
、

こ
の
点
で
は
、
古
事
記
の
も
と
も
と
音
仮
名
表
記
の
「
や
ほ
に
い
き

づ
き
の
み
や
」
が
潜
在
的
に
宿
す
「
杵
で
つ
き
固
め
る
」
と
い
う
意

を
、
表
記
に
顕
現
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
、『
風
土
記
』
の
前
述
し
た
杵
築
郷
の
郷
名
起
源
伝

承
に
た
ち
返
れ
ば
、「
諸
皇
神
等
参
二

集
宮
処
一

、
杵
築
。
故
、
云
二

寸

付
一

」
と
つ
た
え
る
一
節
に
「
や
ほ
に
」
の
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
、

不
審
を
誘
う
少
く
と
も
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
「
杵
築
。
故
、

云
二

寸
付
一

」
と
い
う
変
則
的
な
展
開
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
杵
築
」
が

そ
の
か
た
ち
を
と
っ
て
既
定
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
み
な
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
小
書
き
の
付
注
に
「
神
亀
三
年
、
改
二

字
杵
築
一

」
と
明

記
す
る
と
お
り
、
そ
も
そ
も
「
杵
築
」
は
当
郷
の
本
来
の
表
記
で
は

な
い
。「
寸
付
」
か
ら
「
杵
築
」
へ
の
改
字
は
、「
杵
築
」
が
す
で
に

存
在
し
、
そ
れ
へ
の
い
わ
ば
乗
り
換
え
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
と

み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
神
賀
詞
の
「
八
百
丹
杵
築
宮
」
が
、
そ
の

当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
の
権
威
が
高
け
れ
ば
そ

れ
だ
け
大
き
く
乗
り
換
え
を
促
す
力
と
し
て
は
た
ら
い
た
に
違
い
な

い
。
こ
こ
に
こ
の
「
杵
築
」
を
め
ぐ
る
展
開
を
時
間
軸
に
移
し
て
示

せ
ば
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

（
１
）　

寸
付
郷
（
風
土
記
所
伝
の
初
期
表
記
）

　
　
　
　
　
　

※　

出
雲
評
支
豆
支
里
（
藤
原
京
跡
出
土
木
簡
）

　
　

（
２
）　

�

八
百
丹
杵
築
宮
（
神
賀
詞
。
出
雲
臣
果
安
奏
上
。
霊

亀
二
〈
716
〉
年
）

　
　
　
　
　
　

※　

�

八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
（
古
事
記
雄
略
天
皇

条
、
三
重
婇
歌
謡
）

　
　

（
３
）　

�

寸
付
か
ら
杵
築
に
改
字
（
風
土
記
の
付
注
。
神
亀
三

〈
726
〉
年
）

　
　

（
４
）　

�

杵
築
郷
（
風
土
記
郷
名
表
記
。
天
平
五
〈
733
〉
年
勘

造
）、
杵
築
大
社
（
出
雲
郡
神
社
）

な
お
、
こ
れ
ま
で
保
留
し
、
右
に
も
採
り
あ
げ
て
い
な
い
例
が
あ
る
。

意
宇
郡
の
郡
名
の
起
源
を
つ
た
え
る
い
わ
ゆ
る
国
引
き
伝
承
中
の
一

節
だ
が
、
新
羅
の
岬
に
国
の
余
り
が
あ
る
と
見
て
国く
に

来こ

国
来
と
引
き

寄
せ
縫
い
合
わ
せ
た
国
を
「
去こ

づ豆
の
折を
り
た
え絶
よ
り
、
八
穂
米
支
豆
支
の

御
埼
な
り
」
と
い
う
こ
の
傍
線
部
の
「
支
豆
支
の
御
埼
」
が
大
社
町
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の
日
御
碕
を
指
し
、「
支
豆
支
」
を
杵
築
に
当
て
る
の
が
通
説
で
あ

る
。
問
題
は
、
そ
れ
に
上
接
す
る
「
八
穂
米
」
の
表
記
を
は
じ
め
こ

の
語
の
い
わ
ば
素
性
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
『
註
釈
』
を
参
照
す
れ

ば
、
当
該
の
［
校
異
］
に
「
諸
本
『
米
』
に
近
い
字
。
文
意
に
よ
り

改
め
る
。」
と
し
、
改
め
た
「
八
穂
尓
」
に
つ
い
て
は
［
註
釈
］
に

「
八
穂
尓
は
底
な
ど
『
八
穂
米
』。
た
く
さ
ん
の
米
を
杵
で
搗
く
意

で
キ
ヅ
キ
に
係
る
と
す
る
説
と
、『
八
穂
尓
』
と
改
め
、
多
く
の
土

（
八
百
土
）
で
築
く
意
で
キ
ヅ
キ
に
係
る
と
す
る
説
が
あ
る
。『
八

百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
（
夜
本
尓
余
志
伊
岐
豆
岐
能
美
夜
）』（
記
）、

『
八
百
丹
杵
築
宮
』（
神
賀
詞
）
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
本
来
的
に

も
後
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、

杵
築
大
社
の
築
造
に
関
す
る
出
雲
郡
杵
築
郷
条
の
郷
名
起
源
説
話
と

の
対
応
か
ら
し
て
も
八
百
土
杵
築
の
方
が
よ
い
」（
46
頁
）
と
説
く
。

　

現
在
で
は
、
た
と
え
ば
神
田
典
城
氏
『
日
本
神
話
論
考　

出
雲
神

話
篇
』（
そ
の
「
補
説
一　

国
引
き
の
詞
章
と
意
宇
」
132
頁
。
平
成

四
年
八
月
。
笠
間
叢
書
251
）
の
よ
う
に
「
八
穂
米
」
に
従
う
方
が
少

数
派
で
あ
り
、
校
異
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。
松
本
氏
『
註

釈
』
の
右
に
引
用
し
た
見
解
は
、
そ
の
点
で
も
参
照
に
値
す
る
も
の

の
、
古
事
記
の
「
八
百
土
よ
し
」
や
神
賀
詞
の
「
八
百
丹
」
を
前
提

と
し
て
成
り
た
つ
。「
八
穂
米
」
は
、
そ
の
前
提
じ
た
い
を
疑
わ
せ

る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
吟
味
、
検
討
が
先
決
で
あ
る
。
そ
れ
の
「
支

豆
支
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
の
相
関
よ
り
な
に
よ
り
、
語
と
表
記

と
の
関
係
じ
た
い
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
「
八
穂
」
の
限
り
で
さ
え
、

そ
れ
が
「
八や

ほ百
」
に
当
た
る
表
記
だ
と
す
れ
ば
、「
穂
」
は
訓
仮
名

と
み
る
ほ
か
な
い
が
、
正
訓
字
「
八
」
に
続
く
数
詞
「
百ほ

」
だ
け
に
、

そ
の
数
詞
に
替
え
て
訓
仮
名
「
穂ほ

」
を
当
て
る
と
い
っ
た
表
記
な
ど

通
常
は
あ
り
得
な
い
。
念
の
た
め
国
引
き
伝
承
を
み
る
に
、「
波
多

須
須
支
穂
振
別
而
」
を
繰
り
返
す
が
、「
旗
の
よ
う
な
薄
→
穂
を
振

る
→
屠
る
（
狩
の
獲
物
を
解
体
す
る
）
と
係
る
」（『
註
釈
』
45
頁
）

と
い
う
正
訓
字
「
穂
」
に
訓
仮
名
「
穂
」
を
重
ね
る
技
巧
的
な
用
字

で
は
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
「
穂
」
を
正
訓
字
と
し
て
使
う
基
本
を

逸
脱
し
な
い
。「
八
百
」
の
表
記
に
は
、
当
然
む
す
び
つ
か
な
い
。

　

一
方
、「
八
穂
米
」
の
ば
あ
い
、
類
例
に
は
「（
御み

年と
し

―
稲
を
）

八や

束つ
か

穂ほ

の
い
か
し
穂
に
皇す
め

神が
み

等た
ち

の
依よ

さ
し
奉
ら
ば
、
初
穂
を
ば
千ち

穎か
ひ

・
八や

百ほ

穎か
ひ

に
奉
り
置
き
て
」（
祈
念
祭
祝
詞
）、「
皇
神
の
成な

し
幸さ
き

は
へ
賜
は
ば
、
初
穂
は
（
中
略
）
汁し
る

に
も
穎か
ひ

に
も
、
八や

百ほ

稲し
ね

・
千ち

稲し
ね

に
引
き
据す

ゑ
置
き
て
」（
龍
田
風
神
祭
祝
詞
）
な
ど
神
に
供
奉
す
る

「
八
束
穂
」
あ
る
い
は
初
穂
の
「
八
百
穎
」
な
ど
の
米
を
ひ
き
当
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
限
り
で
も
、「
八
穂
尓
」
説
よ
り
は
る
か

に
説
得
力
に
ま
さ
る
。
容
易
に
は
決
め
が
た
い
が
、
突
っ
ぱ
な
し
て

い
え
ば
、「
八
穂
米
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
の
素
性
が
ど
う
で
あ
れ
、

「
支
豆
支
の
御
埼
」
の
限
り
、
右
掲
の
（
１
）
に
収
ま
る
は
ず
だ
か

ら
、
そ
の
藤
原
京
跡
出
土
木
簡
の
例
と
の
表
記
の
一
致
が
に
わ
か
に

重
い
意
味
を
も
つ
。「
評こ
ほ
り」
に
つ
い
て
は
「
七
世
紀
の
後
半
に
は
評
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の
字
を
用
い
、
郡
の
字
を
用
い
る
の
は
大
宝
令
か
ら
。」（
戸
令
。
２

定
郡
条
。
前
掲
『
律
令
』
当
該
条
頭
注
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
律

令
以
前
の
用
字
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
意
味
は
増
す
。

十
四
、
神
賀
詞
を
取
り
込
む
起
源
伝
承

　

し
か
し
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
、
深
追
い
で
し
か
な
い
。
さ
き
に

「
杵
築
」
を
め
ぐ
っ
て
ま
と
め
た
（
１
）
～
（
４
）
の
時
間
軸
に
そ

く
し
た
展
開
に
た
ち
戻
れ
ば
、（
１
）
の
「
寸
付
郷
（
支
豆
支
里
）」

が
、「
杵
築
」
の
そ
も
そ
も
そ
も
の
原
郷
、
い
わ
ば
故
地
に
当
た
る
。

「
杵
築
」
以
前
だ
か
ら
、
大
穴
持
命
の
鎮
座
す
る
場
（
社
）
と
し
て

の
固
有
の
名
称
が
な
い
。
の
ち
の
杵
築
大
社
を
、『
風
土
記
』
の
出

雲
郡
出
雲
御
埼
山
の
条
に
「（
当
山
）
西
の
下ふ
も
とに
、
謂
は
ゆ
る
所
造

天
下
大
神
の
社
坐
す
。」
と
つ
た
え
る
。
出
雲
郡
の
神
社
を
列
記
し

た
な
か
に
は
、
そ
の
筆
頭
に
「
杵
築
大
社
」
を
挙
げ
て
い
る
以
上
、

あ
え
て
そ
の
表
記
を
採
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

（
１
）
の
段
階
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
、
確
か
に
意
識
に
上
げ
て
い

る
。
起
源
伝
承
で
は
、
こ
の
「
所
造
天
下
大
神
之
社
」
に
当
た
る
の

が
「
所
造
天
下
大
神
之
宮
」
で
あ
る
。
し
か
も
『
風
土
記
』
に
二
例

あ
る
そ
の
い
ず
れ
も
、
前
述
し
た
と
お
り
こ
の
宮
の
造
営
に
関
連
し

た
伝
承
に
あ
る
。
重
複
に
な
る
が
、
重
要
な
点
な
の
で
、
当
該
箇
所

を
次
に
抜
き
出
し
て
み
る
。

　
　

（
一
）�

神
魂
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
「（
前
略
）
此
の
天
の
御み

量
は
か
り

を
持
ち
て
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
り
奉ま
つ

ら
む
」
と
詔

り
た
ま
ひ
て
、
御
子
天
御
鳥
命
を
楯
部
と
為
て
、
天あ
ま

下く
だ

し
給
ひ
き
。
尓そ

の
時
、
退
り
下
り
来き

坐ま

し
て
、
大
神
の

宮
の
御
装
の
楯
造
り
始
め
給
ひ
し
所
、
是
な
り
。（
楯

縫
郡
総
記
）

　
　

（
二
）�

八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
に
、
所
造
天
下

大
神
の
宮
奉
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等た
ち

、
宮
処
に
参

り
集
ひ
て
杵き

築づ
き

き
。（
出
雲
郡
杵
築
郷
）

改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、（
一
）
で
は
、
神
魂
命
の
詔
に
「
所
造
天

下
大
神
の
宮
」
の
造
営
を
指
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
り
天
下
っ
た

天
御
鳥
命
が
「
大
神
の
宮
の
御
装
の
楯
」
を
造
り
、
こ
れ
を
「
楯

縫
」
の
郡
名
の
起
源
と
す
る
。（
二
）
で
も
、
当
初
は
「
所
造
天
下

大
神
の
宮
」
の
造
営
を
め
ざ
し
皇
神
た
ち
が
参
集
す
る
と
、
造
営
そ

れ
じ
た
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
版
築
を
連
想
さ
せ
る
「
杵
築
」
に
従

事
し
、
こ
れ
を
「
杵
築
」
と
い
う
郷
名
の
起
源
と
し
て
い
る
。
共
に

「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
の
造
営
に
照
準
を
合
わ
せ
、
し
か
も
そ
の

造
営
に
付
随
な
い
し
関
連
す
る
事
項
に
そ
く
し
て
、
郡
号
、
郷
名
に

そ
れ
を
つ
な
げ
る
。
さ
き
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、
こ
の
起
源
伝
承

は
、「
皇
神
等
」
が
共
に
関
与
す
る
か
た
ち
を
と
る
。

　

両
者
の
一
致
は
こ
こ
で
も
著
し
く
、（
一
）
の
伝
承
が
神
賀
詞
を

も
と
に
成
り
た
つ
こ
と
を
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
両
者
が
と
も

に
照
準
を
合
わ
せ
た
「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
の
造
営
は
、
厳
密
を
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期
し
て
い
え
ば
、
神
賀
詞
の
「（
大
穴
持
命
）
八
百
丹
杵
築
宮
に
静

ま
り
坐
し
き
」
と
つ
た
え
る
こ
の
大
穴
持
命
の
鎮
座
を
承
け
、
鎮
座

す
る
宮
の
造
営
に
着
手
し
よ
う
と
す
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
直
前
の
準
備

の
取
り
組
み
に
当
た
る
。
こ
の
取
り
組
み
を
、
郡
号
、
郷
名
の
起
源

に
つ
な
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
む
し
ろ
逆
に
そ
の
土
地
に
固
有

の
郡
号
、
郷
名
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
な
げ
て
起
源

伝
承
を
構
想
し
た
と
い
う
の
が
内
実
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

た
て
前
と
し
て
は
、
し
か
し
そ
の
土
地
に
根
ざ
す
あ
く
ま
で
固
有

の
起
源
伝
承
の
か
た
ち
を
と
る
以
上
、
伝
承
そ
の
も
の
は
、
な
お
や

は
り
（
１
）
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
（
１
）
の
「
寸
付
郷
」

が
、（
３
）
の
改
字
に
当
た
っ
て
（
２
）
の
「
八
百
丹
杵
築
宮
」
を

取
り
込
み
、
そ
の
上
で
（
４
）
の
「
杵
築
郷
」
に
至
っ
た
よ
う
に
、

起
源
伝
承
も
ま
た
、（
２
）
の
神
賀
詞
を
経
由
し
て
成
り
た
つ
。「
楯

縫
郡
」
も
、
こ
の
郡
号
の
起
源
伝
承
じ
た
い
、
前
述
の
と
お
り
神
賀

詞
を
も
と
に
成
り
た
つ
の
だ
か
ら
、
当
然
、
神
賀
詞
を
経
由
す
る
と

い
う
そ
の
過
程
を
共
に
す
る
。
こ
の
経
由
に
よ
っ
て
、
神
賀
詞
の
つ

た
え
る
大
穴
持
命
の
杵
築
宮
鎮
座
を
、
出
雲
の
地
に
根
ざ
す
固
有
の

「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
の
造
営
が
、
改
め
て
伝
承
の
事
実
と
し
て

ひ
き
継
ぐ
か
た
ち
を
と
る
。『
風
土
記
』
の
「
杵
築
大
社
」
が
そ
こ

に
実
現
を
み
る
。

　

も
と
よ
り
、
こ
の
「
杵
築
大
社
」
が
「
所
造
天
下
大
神
の
宮
」
を

内
実
と
す
る
限
り
、
出
雲
の
在
地
の
神
の
社
と
は
み
な
し
難
い
。
こ

の
宮
を
め
ぐ
る
右
の
と
り
ど
り
の
伝
承
も
、
さ
き
に
照
準
を
合
わ
せ

て
い
る
と
指
摘
し
た
神
賀
詞
に
究
極
的
に
は
全
て
収
斂
す
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
く
ど
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
右
掲

（
一
）
の
「
楯
縫
」（
郡
号
総
記
）
の
起
源
は
、
意
宇
郡
楯
縫
郷
の

「
布ふ
つ
ぬ
し
の

都
怒
志
命み
こ
と、

天
の
石
楯
縫
ひ
直
し
給
ひ
き
。
故
、
楯
縫
と
云

ふ
。」
と
い
う
単
純
な
、
そ
れ
だ
け
伝
承
と
郷
名
と
が
分
か
ち
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
起
源
伝
承
と
は
本
質
を
異
に
す
る
。
神
賀
詞
の

伝
承
に
即
応
あ
る
い
は
関
連
さ
せ
る
こ
と
を
な
に
よ
り
優
先
す
れ
ば

こ
そ
、
い
か
に
も
避
け
が
た
く
、（
一
）
の
伝
承
の
結
び
は
「
大
神

の
宮
の
御
装
の
楯
造
り
始
め
給
ひ
し
所
、
是
な
り
。
仍
り
て
今
に
至

る
ま
で
楯
桙
造
り
て
、
皇
神
等
に
奉
り
出
づ
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
。」

と
郡
号
と
の
乖
離
を
招
来
す
る
。
そ
れ
だ
け
強
く
神
賀
詞
の
影
響
や

規
制
を
じ
か
に
受
け
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
い
か
に
も
こ
じ
つ
け
め

い
た
結
び
が
如
実
に
も
の
が
た
る
。

十
五
、
神
賀
詞
の
成
り
た
ち
と
子
首
の
ね
ら
い

　

以
上
、
対
象
を
「
杵
築
宮
」
に
絞
り
込
ん
で
検
討
を
加
え
て
き
た

け
れ
ど
も
、
波
及
的
に
そ
の
も
た
ら
す
成
果
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、

『
風
土
記
』
が
神
賀
詞
の
伝
承
を
優
先
し
て
取
り
込
ん
で
成
り
た
つ

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
一
般
化
し
て
い
え
ば
、『
風

土
記
』
の
伝
承
は
、
関
連
す
る
そ
れ
の
原
則
と
し
て
全
て
が
究
極
的

に
は
神
賀
詞
に
収
斂
す
る
。
こ
の
事
実
を
、「
杵
築
宮
」
に
関
連
す
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る
伝
承
が
象
徴
的
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
。『
風
土
記
』
が
こ
う
し

て
神
賀
詞
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
威
な
り
評

価
な
り
の
定
着
に
恐
ら
く
は
伴
う
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
基
づ
く
神
賀
詞
じ
た
い
、
端
的
に
は
天
皇
の
御
世
の
長
久
を

こ
と
ほ
ぐ
た
め
出
雲
国
に
所
在
す
る
官
社
の
皇
神
等
を
全
て
鎮
め

祭
っ
た
上
で
、
斎
い
は
ひ

事ご
と

を
報
告
す
る
吉よ

詞ご
と

の
か
た
ち
を
と
り
、
出
雲
国

造
が
上
京
し
て
こ
れ
を
奏
上
し
、
併
せ
て
御
祷
の
神
宝
を
献
上
す
る

と
い
う
二
つ
の
儀
礼
に
関
連
し
た
内
容
を
中
心
に
な
り
た
つ
。
当
然
、

こ
れ
に
相
応
し
い
実
質
を
備
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
と
も
か
く
も
解

明
し
て
き
た
そ
れ
の
要
点
を
、
振
り
返
り
を
か
ね
て
こ
こ
に
ま
と
め

る
こ
と
に
す
る
。
神
賀
詞
の
成
り
た
ち
に
分
か
ち
が
た
く
か
か
わ
る

の
で
、
箇
条
書
き
に
し
て
若
干
の
説
明
を
施
す
。

　

第
一
条
（
吉
詞
の
奏
上
と
神
宝
の
献
上
）

　
　

�　

出
雲
国
に
所
在
す
る
官
社
の
諸
皇
神
を
鎮
め
祭
っ
て
斎
い
の

報
告
の
吉
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
天
穂
比
命
に
始
ま
る

供
斎
に
奉
仕
し
出
雲
の
神
お
よ
び
臣
の
礼
物
と
し
て
御
祷
の
神

宝
を
献
上
す
る
こ
と
の
、
こ
の
二
つ
を
柱
と
す
る
儀
礼
を
出
雲

国
造
が
執
り
行
う
。

　
　

�　

吉
詞
は
、
こ
の
儀
礼
に
関
連
し
た
神
祇
祭
祀
、
歴
史
的
伝
承

お
よ
び
献
上
品
等
を
連
ね
る
詞
章
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
ま
た

忌
部
の
神
戸
の
産
す
る
玉
を
、
献
上
す
る
主
な
神
宝
と
す
る
。

　

第
二
条
（
神
戸
に
対
応
す
る
三
段
構
成
）

　
　

�　

出
雲
国
に
所
在
す
る
三
神
戸
と
三
段
構
成
の
各
詞
章
と
が
対

応
す
る
。
そ
の
中
心
と
し
て
位
置
す
る
出
雲
神
戸
は
意
宇
郡
の

ほ
か
五
郡
に
点
在
す
る
が
、
神
賀
詞
の
第
一
段
、
す
な
わ
ち
出

雲
国
の
百
八
十
六
の
官
社
に
鎮
座
す
る
諸
皇
神
の
祭
祀
に
関
連

し
た
一
節
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。

　
　

�　

続
く
第
二
段
は
、
大
穴
持
命
が
事
避
り
に
続
き
自
身
と
御
子

た
ち
の
魂
を
大
倭
の
神
域
に
鎮
座
さ
せ
た
と
つ
た
え
る
が
、
こ

の
伝
承
の
な
か
の
、
そ
の
御
子
た
ち
の
筆
頭
に
立
ち
か
つ
ま
た

当
時
「
大
御
神
」
の
称
を
得
て
い
た
阿
遅
須
伎
高
孫
根
命
の
御

魂
を
皇
孫
命
の
守
り
神
と
し
て
貢
り
置
い
た
と
つ
た
え
る
葛
木

の
鴨
に
対
応
す
る
の
が
、
所
造
天
下
大
神
命
の
御
子
の
阿
遅
須

枳
高
日
子
命
の
神
戸
、
す
な
わ
ち
賀
茂
の
神
戸
で
あ
る
。

　
　

�　

第
三
段
は
御
祷
の
神
宝
に
関
連
し
た
修
飾
に
富
む
表
現
を
主

体
と
し
、
こ
の
神
宝
を
代
表
す
る
の
が
、
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
る

白
玉
・
赤
玉
・
青
玉
で
あ
る
。
国
造
が
神
賀
詞
奏
上
に
上
京
す

る
さ
い
の
沐
浴
の
忌
玉
を
作
る
神
戸
の
忌
部
神
戸
が
、
こ
れ
に

対
応
す
る
。

　
　

�　

こ
れ
ら
神
戸
は
、
国
司
が
支
配
下
に
置
き
、
管
理
す
る
。

　

第
三
条
（
主
な
伝
承
の
典
拠
）

　
　

�　

神
賀
詞
を
構
成
す
る
三
段
の
な
か
で
も
そ
の
中
心
に
、
第
二

段
の
伝
承
が
位
置
す
る
。
核
心
の
内
容
は
、
神
代
紀
に
依
拠
す

る
。
そ
の
伝
承
に
主
要
な
役
割
を
は
た
す
天
穂
比
命
を
、
出
雲
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臣
等
の
遠
神
と
し
、
こ
の
天
穂
比
命
が
、
神
代
紀
（
主
に
第
九

段
）
に
も
と
づ
く
伝
承
で
は
、
高
天
の
高
御
魂
に
よ
る
派
遣
の

命
に
従
い
豊
葦
原
の
水
穂
国
を
平
定
し
大
穴
持
命
の
事
避
り
お

よ
び
杵
築
宮
鎮
座
を
導
く
。

　
　

�　

ま
た
一
方
、
祝
詞
（
主
に
大
殿
祭
）
を
も
と
に
、
天
皇
の
統

治
す
る
御
世
の
長
久
を
斎
え
と
い
う
天
神
の
仰
せ
の
ま
ま
に
供

斎
に
奉
仕
し
、
御
祷
の
神
宝
献
上
を
導
く
。

　
　

�　

こ
れ
を
、
神
賀
詞
の
思
想
上
、
儀
礼
上
の
起
源
お
よ
び
拠
り

ど
こ
ろ
と
す
る
。

　

第
四
条
（『
風
土
記
』
と
の
関
係
）

　
　

�　

大
穴
持
命
の
鎮
座
す
る
「
杵
築
大
社
」
は
、
も
と
「
寸
付
郷

（
支
豆
支
里
）」
に
所
在
す
る
「
所
造
天
下
大
神
之
社
」
を
原

型
と
し
、
第
三
条
の
伝
承
に
も
と
づ
く
「
八
百
丹
杵
築
宮
」
に

由
来
す
る
。
そ
の
呼
称
が
、
当
時
の
宮
讃
め
の
寿
歌
の
系
統
を

ひ
く
表
現
に
そ
く
し
た
大
穴
持
命
に
固
有
の
鎮
座
場
所
と
し
て

定
位
す
る
。

　
　

�　

こ
の
「
杵
築
宮
」
鎮
座
に
そ
く
し
て
、『
風
土
記
』
が
「
所

造
天
下
大
神
之
宮
」
造
営
に
関
連
し
た
郡
・
郷
名
起
源
伝
承
を

展
開
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
論
述
の
要
点
を
整
理
し
て
ま
と
め
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い

が
、
大
筋
の
上
で
は
、
こ
れ
が
基
本
で
あ
る
。
不
備
は
そ
れ
と
し
て
、

注
目
に
値
す
る
の
が
、
各
条
間
の
緊
密
な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
最
後

の
第
四
条
は
、
そ
れ
以
前
の
各
条
の
上
に
成
り
た
つ
。
第
二
、
三
条

の
各
事
項
の
検
討
か
ら
導
い
た
推
論
（
83
頁
）、
す
な
わ
ち
神
賀
詞

の
成
り
た
ち
に
忌
部
子
首
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
第
四
条

を
含
む
各
条
の
連
関
が
強
く
示
唆
す
る
。
子
首
が
設
置
を
主
導
し
た

神
戸
を
は
じ
め
三
神
戸
と
の
神
賀
詞
全
体
に
わ
た
る
構
成
上
の
対
応

は
、
そ
の
関
与
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
徴
証
で
も
あ
る
。

　

ま
た
一
方
、
観
点
を
か
え
れ
ば
、
宮
讃
め
の
寿
歌
の
系
統
を
ひ
く

表
現
や
そ
れ
の
訓
仮
名
「
杵
」
の
す
ぐ
れ
て
意
匠
的
な
表
記
な
ど
を
、

出
雲
国
造
が
独
力
で
採
用
し
た
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
と
は
い
え
、

略
歴
に
示
す
と
お
り
歴
史
書
の
編
纂
に
参
画
し
た
経
歴
を
も
つ
上
に
、

か
っ
て
伊
勢
奉
弊
使
と
し
て
威
信
を
集
め
た
は
ず
の
忌
部
子
首
の
朝

廷
あ
る
い
は
宮
廷
に
お
け
る
立
ち
位
置
が
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
と
み

る
ほ
う
が
、
説
得
力
は
は
る
か
に
高
い
。
第
三
条
の
神
代
紀
や
祝
詞

な
ど
と
の
か
か
わ
り
に
至
っ
て
は
、
ま
さ
に
子
首
の
経
歴
が
そ
れ
を

実
現
さ
せ
る
こ
と
は
必
然
で
も
あ
る
。
実
態
と
し
て
は
、
む
し
ろ
神

賀
詞
を
そ
れ
ら
神
代
紀
や
祝
詞
な
ど
を
も
と
に
か
た
ち
づ
く
る
こ
と

そ
れ
じ
た
い
を
、
子
首
は
こ
と
さ
ら
企
図
し
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
神
賀
詞
に
か
た
ち
を
と
る
出
雲
と
の
つ
な
が
り
を
梃
子
に
、

神
代
紀
は
そ
の
伝
承
の
真
実
性
を
獲
得
す
る
。
天
穂
比
命
を
出
雲
臣

等
の
遠
神
と
し
、
こ
の
命
が
大
穴
持
命
の
杵
築
宮
鎮
座
を
導
く
と
い

う
展
開
が
、
げ
ん
に
そ
う
し
て
あ
る
現
実
を
担
保
と
し
て
、
神
代
紀

を
史
実
に
転
じ
る
と
い
う
の
が
そ
こ
に
し
く
ん
だ
構
造
で
あ
る
。
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あ
く
ま
で
現
実
に
土
台
を
置
く
こ
の
神
賀
詞
の
特
質
は
、
第
二
条

で
も
、
神
戸
と
の
対
応
に
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
国
司
が
神

戸
を
監
督
・
管
理
す
る
立
場
上
、
そ
の
設
置
ま
で
主
導
し
た
子
首
が

こ
の
神
戸
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
か
た
や
来
歴
に
そ
く
し
て
神
賀
詞
を
構

成
し
、
内
容
上
の
対
応
を
は
か
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
第
一
段
は

出
雲
の
二
大
社
を
は
じ
め
と
す
る
祭
祀
の
現
況
、
第
二
段
は
大
穴
持

命
に
関
連
し
た
出
雲
の
歴
史
、
第
三
段
は
特
産
と
す
る
玉
の
神
賀
詞

奏
上
に
伴
う
献
上
な
ど
、
出
雲
国
に
固
有
の
神
戸
を
神
賀
詞
の
構
成

や
内
容
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
神
賀
詞
が
現
実
に

根
ざ
す
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
発
信
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

十
六
、
神
賀
詞
の
奏
上
と
そ
の
評
価
、
橋
渡
し

　

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
神
賀
詞
を
貫
く
そ
う
し
た
現
実
と

の
即
応
、
す
な
わ
ち
現
実
に
根
ざ
し
、
そ
れ
が
裏
づ
け
る
そ
の
あ
り

か
た
を
、
当
然
、
こ
の
受
け
手
に
対
す
る
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

発
信
す
る
こ
と
を
子
首
は
ね
ら
い
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
そ

の
発
信
を
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
、
こ
の
受
け
手
側
の
評
価
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
る
。
こ
の
評
価
に
、
実
は
重
い
意
味
が
あ
る
。

　

歴
史
記
述
の
初
と
な
る
神
賀
詞
の
奏
上
を
、
続
日
本
紀
（
元
正
天

皇
の
霊
亀
二
年
二
月
）
が
つ
た
え
る
。
そ
の
記
述
に
は
、
後
の
神
賀

詞
奏
上
と
は
明
ら
か
に
違
う
特
徴
が
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
て
い
る

が
、
こ
の
特
徴
を
中
心
に
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
す
る
。

　
　

�

出
雲
国
国
造
外
正
七
位
上
出
雲
臣
果
安
、
斎
竟
、
奏
二

神
賀
事
一

。

神
祇
大
副
中
臣
朝
臣
人
足
、
以
二

其
詞
一

奏
聞
。
是
日
、
百
官
斎

焉
。

こ
こ
に
注
目
す
る
の
が
、
傍
線
を
付
し
た
一
節
で
あ
る
。
ま
ず
は
中

臣
朝
臣
人
足
が
「
以
二

其
詞
一

奏
聞
」
と
い
う
よ
う
に
取
り
つ
い
だ
こ

と
を
い
う
。
後
に
出
雲
臣
広
嶋
以
下
の
歴
代
の
出
雲
国
造
が
継
承
す

る
奏
上
は
、
そ
の
当
人
の
官
位
が
果
安
（
正
七
位
上
）
よ
り
低
位

（
従
七
位
下
）
で
も
、
こ
う
し
た
取
り
つ
ぎ
の
か
た
ち
を
と
ら
な
い

だ
け
に
、
史
上
初
と
い
う
神
賀
詞
の
奏
上
に
伴
う
な
に
が
し
か
の
事

情
が
介
在
し
た
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。

　

実
際
、
そ
の
あ
と
の
「
是
日
、
百
官
斎
焉
」
に
つ
い
て
は
、
神
祇

令
（
12
月
斎
条
）
が
斎
（
禁
忌
と
の
接
触
を
避
け
る
謹
慎
・
い
み
・

も
の
い
み
）
の
期
間
に
よ
り
祀
を
大
・
中
・
小
に
区
分
し
て
「
凡
一

月
斎
為
二

大
祀
一

。
三
日
斎
為
二

中
祀
一

。
一
日
斎
為
二

小
祀
一

」
と
規
定

す
る
「
小
祀
」
に
準
じ
た
扱
い
と
し
て
い
る
が
（
82
頁
に
前
述
）、

こ
の
斎
に
「
百
官
」
を
参
加
さ
せ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。「
百

官
」
の
例
は
、
同
令
が
季
節
ご
と
に
公
的
祭
祀
を
列
挙
し
た
な
か
の

最
後
（
９
季
冬
条
の
あ
と
）
に
追
記
す
る
一
節
に
「
其
祈
年
・
月
次

祭
者
、
百
官
集
二

神
祇
官
一

。
中
臣
宣
二

祝
詞
一

、
忌
部
班
二

幣
帛
一

。」

と
い
う
「
百
官
」
に
重
な
る
。
た
だ
し
、
祈
年
・
月
次
の
ど
ち
ら
の

祭
も
、
延
喜
式
で
は
「
中
祀
」
と
す
る
。
令
に
ま
で
そ
れ
が
遡
る
の
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か
確
か
め
が
た
く
、
実
態
と
し
て
は
一
日
斎
の
「
小
祀
」
に
準
じ
た

扱
い
で
し
か
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祈
年
・
月

次
両
祭
並
に
「
百
官
」
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
当
日
の
斎

の
、
そ
し
て
神
賀
詞
の
奏
上
の
も
つ
特
別
な
意
義
が
あ
る
。

　

類
例
を
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
表
現
上
も
あ
い
通
う
「
是
日
、
百
官
大

祓
」（
続
日
本
紀
、
天
平
元
年
二
月
条
）
と
つ
た
え
る
こ
の
例
は
、

謀
反
の
密
告
に
よ
り
自
尽
し
た
長
屋
王
を
埋
葬
し
た
あ
と
の
そ
の
穢

れ
を
祓
う
臨
時
の
大
祓
で
あ
る
。
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
行
う
定

例
の
大
祓
の
ば
あ
い
、
こ
の
行
事
終
了
後
に
「
訖
、
百
官
男
女
、

聚
二

集
祓
所
一

。
中
臣
宣
二

祓
詞
一

、
卜
部
為
二

解
除
一

」（
神
祇
令
・
18

大
祓
条
）
と
い
う
女
官
を
含
む
百
官
の
聚
集
し
た
祓
所
で
の
中
臣
の

祝
詞
、
卜
部
の
解
除
が
そ
れ
に
伴
う
。
臨
時
の
大
祓
に
は
、
文
武
天

皇
の
即
位
儀
礼
の
大
嘗
会
に
先
立
っ
て
行
っ
た
例
（
文
武
天
皇
二
年

十
一
月
条
。
大
嘗
会
の
十
六
日
前
）
も
あ
り
、
こ
の
際
は
使
者
を
諸

国
に
遣
し
て
も
い
る
。

　

国
や
朝
廷
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
う
し
た
大
祓
ほ
ど
の
規
模
で
は

な
い
に
せ
よ
、
表
現
の
重
な
り
は
、
さ
き
の
祈
年
・
月
次
の
両
祭
、

あ
る
い
は
大
祓
な
ど
に
、
神
賀
詞
の
奏
上
が
通
じ
る
、
な
い
し
準
じ

る
こ
と
を
確
実
に
裏
付
け
る
。
神
賀
詞
の
奏
上
を
そ
れ
だ
け
重
く
朝

廷
が
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
ま
た
如
実
に
示
す
。
現
実

に
は
、
こ
の
神
賀
詞
の
奏
上
以
前
に
、
そ
う
し
た
評
価
を
す
で
に
下

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
評
価
の
結
果
こ
そ
、
中
臣
朝
臣

人
足
の
取
り
つ
ぎ
お
よ
び
朝
廷
を
挙
げ
て
の
「
百
官
斎
」
に
つ
な

が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
評
価
に
影
響
を
与
え
た
人
物
が
い
る
と
す
れ
ば
、
真
っ
先
に

挙
げ
る
べ
き
は
忌
部
子
首
そ
の
人
で
あ
る
。
出
雲
臣
果
安
の
神
賀
詞

奏
上
を
取
り
つ
い
だ
神
祇
大
副
の
中
臣
朝
臣
人
足
に
、
子
首
は
経
歴

の
上
で
も
関
係
が
深
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
子
首
に
人
足
と
の
協
議
を
、

ま
た
延
い
て
は
人
足
に
取
り
つ
ぎ
を
も
た
ら
し
た
と
想
定
す
る
こ
と

に
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
論
述
は
矛
盾
も
齟
齬
も
き
た
さ
な
い

ば
か
り
か
、、
土
台
や
支
柱
と
し
て
実
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
忌
部

子
首
が
神
代
紀
の
成
り
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
、

そ
の
実
態
を
神
賀
詞
に
探
る
と
い
う
当
初
掲
げ
た
ね
ら
い
に
も
、
そ

の
想
定
は
も
ち
ろ
ん
対
応
す
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
実
は
、
こ
れ
ま
で
あ
え
て
自
制
を
加
え
ど
こ
ま

で
も
神
賀
詞
の
い
わ
ば
内
側
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
解
明
を
進
め
て

き
た
姿
勢
を
脱
し
、
転
換
し
、
右
に
導
い
た
想
定
か
ら
外
側
に
展
望

を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
神
賀
詞
の
奏
上
を
迎
え
る
朝

廷
側
の
対
応
に
、
国
司
子
首
が
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
（
後
に
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
条
に
「
国
造
奏
二

神

賀
詞
一

」
と
い
う
初
度
の
奏
上
終
了
後
に
は
「
還
レ

国
、
潔
斎
一
年
、

訖
、
即
国
司
率
二

国
造
祝
部
并
子
弟
等
一

入
レ

朝
。（
中
略
）
又
後
斎
一

年
、
更
入
レ

朝
。
奏
二

神
賀
詞
一

、
如
二

初
儀
一

。」
と
国
司
に
よ
る
引
率

を
つ
た
え
る
）、
こ
の
こ
と
は
、
子
首
が
出
雲
を
朝
廷
に
つ
な
ぐ
橋
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渡
し
の
役
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
含
意
す
る
。
こ
の

つ
と
め
を
、
国
司
の
身
分
の
子
首
が
み
ず
か
ら
の
意
志
で
、
い
わ
ば

独
断
で
果
た
し
得
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
し
て
神
賀
詞
の
伝
承
に

神
代
紀
の
一
部
を
取
り
込
む
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
階
で
は
日
本
書

紀
の
撰
修
完
了
、
奏
上
（
元
正
天
皇
の
養
老
四
〈
720
〉
年
）
以
前
だ

か
ら
、
国
の
修
定
よ
り
先
に
そ
の
一
部
を
漏
洩
す
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
以
上
、
少
な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
同
意
、
承
認
と
い
っ
た

朝
廷
の
関
与
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
子
首
の
経
歴
は
、

上
述
の
と
お
り
神
賀
詞
の
作
成
に
う
っ
て
つ
け
と
言
う
べ
く
、
そ
れ

が
子
首
の
出
雲
国
の
国
司
選
任
に
つ
な
が
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。
当

然
、
そ
こ
に
朝
廷
の
意
志
が
は
た
ら
く
。

　

こ
の
朝
廷
の
意
志
を
体
し
て
、
具
体
的
に
は
修
史
事
業
に
か
か
わ

り
、
神
代
紀
に
重
要
な
位
置
を
し
め
る
大
己
貴
神
の
国
造
り
、
国
譲

り
を
中
心
と
し
た
出
雲
関
連
伝
承
を
、
後
に
神
賀
詞
に
ま
と
ま
っ
た

か
た
ち
を
と
る
表
向
き
出
雲
に
根
ざ
す
伝
承
に
組
み
込
む
と
い
う
お

よ
そ
の
構
想
を
も
っ
て
、
子
首
が
赴
任
当
初
か
ら
出
雲
国
造
と
も
積

極
的
に
接
触
を
は
か
っ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
こ
の
構
想
の

ね
ら
い
が
、
一
つ
は
神
代
紀
に
そ
の
伝
承
の
現
場
に
根
ざ
す
現
実
性
、

い
わ
ば
歴
史
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
賦
与
す
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一

つ
が
そ
う
し
た
神
代
紀
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
天
皇
お
よ
び
皇
室
に

揺
る
ぎ
な
い
裏
付
け
や
権
威
、
正
統
性
を
賦
与
す
る
こ
と
の
、
大
き

く
括
れ
ば
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ね
ら
い
の
先
に
、
天
皇

の
即
位
儀
礼
を
見
据
え
て
い
る
。

十
七
、
天
皇
即
位
儀
礼
と
神
賀
詞
奏
上
の
意
味

　

そ
も
そ
も
子
首
が
出
雲
国
に
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
和
銅
元

〈
708
〉
年
の
前
年
六
月
に
文
武
天
皇
が
崩
御
し
、
翌
七
月
に
は
元
明

天
皇
が
即
位
す
る
。
持
統
天
皇
が
皇
位
を
譲
っ
た
孫
の
文
武
天
皇
の

早
過
ぎ
る
崩
御
に
そ
の
母
の
元
明
天
皇
の
即
位
と
い
う
異
常
な
皇
位

継
承
が
続
く
こ
の
重
大
事
態
だ
け
で
も
、
皇
室
の
危
機
を
も
の
が

た
っ
て
余
す
と
こ
ろ
な
い
。
こ
の
危
機
に
子
首
の
出
雲
赴
任
を
結
び

つ
け
る
こ
と
に
、
も
と
よ
り
な
ん
ら
根
拠
は
な
い
。
た
だ
、
右
の
よ

う
に
子
首
の
国
司
選
任
に
朝
廷
の
意
志
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
す
れ

ば
、
皇
室
の
危
機
が
そ
の
意
志
に
な
に
が
し
か
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と

は
当
然
あ
り
得
る
。
ま
た
子
首
の
経
歴
や
名
負
い
の
氏
族
と
し
て
の

忌
部
の
朝
廷
（
神
祇
官
）
に
お
け
る
地
位
・
立
場
に
照
ら
し
て
、
子

首
じ
し
ん
が
こ
の
危
機
に
無
関
心
だ
っ
た
と
は
到
底
考
え
が
た
い
。

　

こ
の
後
、
子
首
の
国
司
と
し
て
の
動
静
を
つ
た
え
る
資
料
は
な
い

が
、
赴
任
か
ら
八
年
経
ち
、
出
雲
国
造
の
果
安
が
神
賀
詞
を
奏
上
す

る
霊
亀
二
〈
716
〉
年
の
前
年
九
月
に
、
元
明
天
皇
の
譲
位
と
同
時
に

元
正
天
皇
が
即
位
す
る
。
翌
年
十
一
月
に
は
、
こ
の
即
位
に
伴
う
大

嘗
（
斎
国
は
近
江
と
但
馬
）
も
続
日
本
紀
が
つ
た
え
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し
て
令
の
定
め
る
践
祚
（
即
位
の
儀
。

13
践
祚
条
）
と
大
嘗
（
践
祚
大
嘗
祭
。
14
大
嘗
祭
条
）
と
の
間
に
、
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神
賀
詞
の
奏
上
は
位
置
す
る
。
即
位
の
儀
の
中
臣
氏
に
よ
る
天
神
寿

詞
の
奏
上
、
忌
部
氏
に
よ
る
神
璽
鏡
剣
の
奉
上
が
、
と
も
に
神
代
紀

の
伝
承
に
根
ざ
し
、
そ
れ
を
典
拠
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
大
嘗
祭
の

天
皇
に
よ
る
大
嘗
宮
で
の
神
饌
供
進
・
共
食
も
ま
た
神
代
紀
の
伝
承

を
踏
ま
え
る
こ
と
な
ど
を
、
そ
れ
ら
儀
礼
の
成
り
た
ち
と
神
代
紀
と

の
関
連
を
中
心
に
前
稿
（「
天
皇
即
位
儀
礼
の
始
ま
り
と
神
代
紀
の

成
り
た
ち
│
中
臣
大
嶋
の
〝
し
ご
と
〟
│
」『
京
都
語
文
』
第
27
号
。

令
和
元
年
11
月
）
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
天
皇
の
即
位
に
伴
う
二

大
儀
礼
が
神
代
紀
を
根
拠
に
す
る
と
い
う
そ
の
成
り
た
ち
の
基
本
を
、

神
賀
詞
の
成
り
た
ち
も
ほ
ぼ
共
有
す
る
。
そ
し
て
天
皇
の
即
位
儀
礼

が
践
祚
か
ら
大
嘗
に
移
る
ま
さ
に
そ
の
た
だ
中
、
具
体
的
に
は
神
璽

の
鏡
剣
を
継
承
し
て
皇
位
に
即
い
た
天
皇
が
大
嘗
宮
で
神
饌
供
進
・

共
食
に
よ
り
皇
祖
天
照
大
神
に
つ
な
が
り
、
天
皇
の
実
質
を
獲
得
す

る
そ
の
途
上
の
過
渡
期
に
、
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
意
味
は
絶
大
だ
っ

た
に
相
違
な
い
。
天
皇
の
統
治
す
る
長
久
の
大
御
世
を
斎
う
と
い
う

基
調
は
も
と
よ
り
、
核
心
と
す
る
神
代
紀
の
大
己
貴
神
に
よ
る
国
造

り
、
国
譲
り
に
対
応
す
る
大
穴
持
命
を
め
ぐ
る
伝
承
が
、
天
皇
お
よ

び
皇
室
の
歴
史
の
正
統
を
確
実
に
裏
付
け
、
保
証
し
、
そ
の
権
威
を

い
や
が
上
に
も
高
め
る
は
ず
で
あ
る
。
神
賀
詞
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
要
請
に
確
実
に
沿
う
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
朝
廷
の
意
志
が
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は

疑
い
を
容
れ
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
出
雲
国
造
の
出
雲
臣
果
安
が
如

上
の
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
じ
た
い
、
極
め
て
象
徴
的
な
意
味
を

も
ち
、
即
位
の
儀
に
中
臣
氏
が
奏
上
し
た
天
あ
ま
つ

神か
み
の

寿よ

詞ご
と

に
な
ぞ
ら
え

れ
ば
、
そ
の
詞
章
は
さ
な
が
ら
国
く
に
つ

神か
み
の

吉よ

詞ご
と

と
称
し
得
る
は
ず
だ
か

ら
、
国
神
の
服
属
儀
礼
を
彷
彿
・
喚
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
子
首
の
意
を
迎
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
出
雲
国
司
と

し
て
赴
任
し
て
こ
の
か
た
果
安
を
相
手
に
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
の

そ
の
神
賀
詞
に
託
し
た
ね
ら
い
が
、
そ
こ
に
全
く
実
現
す
る
。

　

こ
の
神
賀
詞
の
奏
上
か
ら
二
ヶ
月
後
に
、
船
連
秦
勝
の
出
雲
守
就

任
を
続
日
本
紀
（
霊
亀
二
年
四
月
条
）
が
つ
た
え
て
い
る
。
子
首
の

国
司
退
任
を
、
そ
れ
と
明
示
す
る
記
録
は
な
い
け
れ
ど
も
、
確
か
に

意
味
す
る
。
こ
の
の
ち
二
年
も
経
た
な
い
養
老
二
〈
718
〉
年
正
月
、

子
首
は
従
四
位
上
に
昇
進
し
、
そ
の
翌
三
年
閏
七
月
に
卒
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
わ
ず
か
十
ヶ
月
余
り
後
の
養
老
四
〈
720
〉
年
五
月
、
当
初

か
ら
子
首
も
参
画
し
た
修
史
事
業
の
完
成
を
、
続
日
本
紀
が
「
先
レ

是
、
一
品
舎
人
親
王
奉
レ

勅
、
修
二

日
本
紀
一

。
至
レ

是
、
功
成
奏
上
。

紀
卅
巻
、
系
図
一
巻
。」
と
つ
た
え
る
。

　

一
方
、
神
賀
詞
に
つ
い
て
は
、
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
元
正
天
皇

の
譲
位
と
同
時
に
聖
武
天
皇
が
神
亀
元
〈
724
〉
年
二
月
に
即
位
す
る

が
、
こ
の
即
位
直
前
の
一
月
と
翌
々
年
の
同
三
年
二
月
の
二
度
、
果

安
の
後
を
継
い
だ
出
雲
臣
広
島
が
奏
上
す
る
。
即
位
の
儀
を
二
月

（
四
日
）
に
行
っ
た
こ
と
が
、
直
前
の
一
月
末
（
二
十
七
日
）
に
神

賀
詞
を
急
遽
前
倒
し
て
奏
上
す
る
こ
と
や
、
奏
上
儀
礼
だ
け
の
簡
略
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な
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
大
嘗
祭
は
、
後
に
「
凡
践
祚

之
初
、
有
二

大
嘗
祭
一

。
七
月
以
前
即
位
者
、
当
年
行
レ

事
、
八
月
以

後
、
明
年
行
レ

事
」（
弘
仁
太
政
官
式
、
大
嘗
祭
条
）
と
定
め
る
定
月

規
定
（
こ
の
時
点
で
の
明
文
化
は
不
明
）
ど
お
り
即
位
当
年
の
十
一

月
に
行
っ
て
い
る
。
翌
々
年
二
月
の
再
度
と
な
る
神
賀
詞
奏
上
は
、

斎
の
竟お
わ

っ
た
あ
と
祝
二
人
と
二
百
名
近
い
祝
部
ら
を
ひ
き
つ
れ
て
神

宝
の
献
上
を
伴
い
、
こ
れ
に
朝
廷
側
が
進
位
、
賜
禄
を
行
う
な
ど
、

あ
の
子
首
の
背
後
か
ら
の
周
旋
、
尽
力
の
も
と
果
安
が
神
賀
詞
を
奏

上
し
た
初
回
の
先
例
に
明
ら
か
に
倣
う
。
こ
れ
以
降
、
こ
の
広
島
の

神
賀
詞
奏
上
が
先
規
と
な
り
、
歴
代
の
出
雲
国
造
が
こ
れ
を
踏
襲
す

る
こ
と
に
な
る
。

※
忌
部
子
首
関
連
略
歴

１
、
天
武
天
皇
元
年
七
月

　
　
　

�

（
壬
申
の
乱
）、
将
軍
大
伴
吹ふ

負け
い

が
忌
部
首お

び
と

子こ

人び
と

を
古
京
防
衛
に
派

遣

２
、
同
九
年
正
月

　
　
　

�

（
正
月
七
日
の
節
会
）、
忌
部
首

お
び
と

首こ
び
とに

連
姓
を
賜
う
。
天
武
朝
の
賜
姓

の
初
見
。
弟
の
色し
こ

弗ぶ
ち

と
共
に
悦
拝
。

３
、
同
十
年
三
月

　
　
　

�

（
帝
紀
及
び
上
古
諸
事
の
記
定
）、
川
嶋
皇
子
以
下
十
二
人
と
共
に
詔

を
受
く
。
こ
の
時
、
忌
部
連
首こ
び
とは
小
錦
中
、
大
山
上
の
中
臣
連
大
嶋

よ
り
上
位
。

４
、
同
十
三
年
十
二
月

　
　
　

（
八や

色く
さ

の
姓か

ば
ね制
定
）、
賜
姓
に
よ
り
宿
禰
。

５
、
持
統
天
皇
四
年
正
月

　
　
　

�

（
即
位
儀
礼
）、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
、
天
神
寿
詞
を
読
む
。
畢
り

て
、
忌
部
宿
禰
色し
こ

夫ぶ

知ち

、
神
璽
の
剣
鏡
を
皇
后
に
奉た

て
ま
つ上

る
。
皇
后
、

天
皇
の
位
に
即
く
。�

（
以
上
、『
日
本
書
紀
』）

６
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
六
月

　
　
　

�

（
弟
卒
去
）、
正
五
位
上
忌
部
宿
禰
色し

こ

布ぶ

知ち

卒
す
。
壬
申
年
の
功
に
よ

り
従
四
位
上
の
追
贈
。

７
、
同
二
年
三
月

　
　
　

（
進
階
）、
従
五
位
下
忌
部
宿
禰
子
首
。

８
、
同
慶
雲
元
年
十
一
月

　
　
　

�

（
伊
勢
奉
幣
使
）、
従
五
位
上
忌
部
宿
禰
子
首
を
伊
勢
大
神
宮
に
遣
し
、

幣
帛
等
の
供
進
。

９
、
元
明
天
皇
和
銅
元
年
三
月

　
　
　

（
任
官
）、
正
五
位
下
忌
部
宿
禰
子
首
を
出
雲
守
と
為
す
。

10
、
同
四
年
四
月
（
ａ
）、
同
七
年
正
月
（
ｂ
）、
元
正
天
皇
養
老
二
年
正
月

（
ｃ
）。

　
　
　

�

（
授
位
）、（
ａ
）
正
五
位
上
。（
ｂ
）
従
四
位
下
。（
ｃ
）
従
四
位
上
。

11
、
元
正
天
皇
養
老
三
年
閏
七
月

　
　
　

（
卒
去
）、
散
位
従
四
位
上
忌
部
宿
禰
子
人
卒
す
。　
　

�
�

（
以
上
、『
続
日
本
紀
』）




