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は
じ
め
に

『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后　

摂
政
元
年
二
月
条
に
見
え
る
「
阿
豆
那
比
（
あ

ず
な
い
（
１
））
の
罪
」
は
、
神
功
皇
后
の
忍
熊
王
征
討
の
下
り
に
出
現
す
る
。
神
功

皇
后
紀
は
、
日
本
古
代
史
研
究
の
中
で
も
伝
説
的
要
素
を
多
く
含
む
と
さ
れ
、

内
容
に
つ
い
て
把
握
は
し
て
お
く
べ
き
で
は
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
の
研
究
の

役
に
は
立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
ま
た
研
究
書
も
存
在
す
る
が
（
３
）、『
神

功
皇
后
伝
説
の
研
究
』
と
タ
イ
ト
ル
を
戴
く
様
に
、
伝
説
と
い
う
捉
え
方
を
さ

れ
て
お
り
、
中
で
も
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
は
そ
の
記
事
の
存
在
を
認
識
さ
れ
て

は
い
る
が
、
ほ
ぼ
無
意
味
な
下
り
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
に

つ
い
て
の
伝
記
で
は
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
内
の
単
な
る

一
挿
話
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
場
所
に
挿
入
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
も

「
書
紀
の
編
纂
に
当
た
つ
て
は
恐
ら
く
、
地
方
に
ま
で
史
料
を
求
め
た
の
で
、

そ
の
た
め
に
各
地
の
伝
説
が
中
央
に
集
中
さ
れ
、
史
官
の
手
に
よ
つ
て
適
当
に

按
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。」
と
し
、「
そ
れ
は
地
方
人
を
し
て
、

自
分
た
ち
も
大
き
な
日
本
の
統
一
の
中
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
む
る
有
効
な

処
置
で
も
あ
っ
た
。」
程
度
の
意
味
と
考
え
て
い
る
（
４
）。

文
化
史
の
観
点
か
ら
は
、
男
色
の
初
見
と
さ
れ
て
き
た
記
事
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、『
国
史
大
辞
典
』
の
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
項
（
５
）に
「『
日
本
書
紀
』
神

功
皇
后
元
年
条
に
み
え
る
古
代
の
罪
名
。『
あ
ず
な
う
』
は
綢
繆
（
ま
と
い
か

ら
む
こ
と
）
す
る
あ
ま
り
に
悶
熱
懊
悩
す
る
義
と
い
う
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、

小
竹
祝
（
し
の
の
は
ふ
り
）
が
病
死
し
た
時
そ
の
友
の
天
野
祝
（
あ
ま
の
の
は

ふ
り
）
が
屍
に
寄
り
添
っ
て
自
殺
し
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
男
色
の
穢
行
と

考
え
る
説
が
あ
る
。
昼
の
暗
き
こ
と
夜
の
ご
と
く
『
常
夜
行
く
』
と
い
っ
た
自

然
の
怪
異
に
よ
っ
て
発
覚
し
た
罪
、
す
な
わ
ち
神
の
怒
り
を
触
発
す
る
罪
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
性
的
タ
ブ
ー
違
反
の
諸
罪
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。」
と
「
性
的
タ
ブ
ー
違
犯
」
と
解
釈
し
て
あ
る
の
を
は

じ
め
と
し
て
、
服
藤
早
苗
氏
も
、「
こ
の
『
あ
ず
な
い
の
罪
』
は
男
色
の
罪
で

あ
り
（
岡
部
東
平
、
日
本
随
筆
全
集
四
『
桜
（
６
）々
筆
語
』）、
男
色
は
共
同
体
的
禁
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忌
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
太
陽
の
再
生
は
豊
饒
を
表
し
て
お
り
、

太
陽
が
昇
ら
な
い
の
は
当
然
生
産
そ
の
も
の
の
不
能
を
表
す
か
ら
、
共
同
体
の

再
生
産
を
脅
か
す
罪
だ
っ
た
。
九
世
紀
ま
で
に
男
色
に
関
す
る
史
料
が
な
い
こ

と
を
勘
案
す
る
と
、
首
肯
し
う
る
説
で
あ
る
」
と
「
あ
ず
な
ひ
の
罪
」
イ
コ
ー

ル
男
色
と
い
う
考
え
方
に
賛
同
し
て
い
る
（
７
）。

ま
た
、
美
術
史
か
ら
は
丹
尾
安
典
氏
も
、「
男
色
に
か
ん
す
る
本
邦
最
古
の

記
載
は
、『
日
本
書
紀
』
の
神
功
皇
后
記
（
８
）に
し
る
さ
れ
た
『
阿
豆
那
比
之
罪
』

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
神
功
皇
后
が
新
羅
を
攻
め
た
翌
年
、
先
帝
仲
哀

天
皇
と
、
別
妃
大
中
姫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
忍
熊
王
が
反
逆
、
こ
れ
を
討
つ
た

め
紀
伊
の
『
小
竹
宮
』
に
進
軍
し
た
お
り
、
昼
な
の
に
夜
の
よ
う
に
暗
く
な
っ

た
。
そ
の
原
因
を
た
ず
ね
る
と
『
阿
豆
那
比
之
罪
』
と
わ
か
っ
た
。
小
竹
祝
と

天
野
祝
と
は
『
善
友
』
で
あ
っ
た
。
小
竹
祝
が
病
を
得
て
死
ん
だ
と
き
、
天
野

祝
は
は
げ
し
く
泣
い
て
、
屍
の
側
に
伏
し
て
『
自
死
』
し
た
の
で
、
二
人
を
合

葬
し
た
。
そ
れ
故
に
生
じ
た
現
象
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
、
墓
を
開
い
て
別

葬
に
し
た
と
こ
ろ
、
昼
と
夜
と
の
区
別
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
『
阿
豆

那
比
之
罪
』
に
つ
い
て
は
、
国
学
者
・
岡
部
東
平
の
考
察
に
よ
っ
て
、
男
色
の

罪
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
（
９
）な
ど
、
こ
の
記
事
を
男
色

の
初
見
と
す
る
研
究
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

な
お
、
友
に
つ
い
て
の
論
文
も
あ
る
が
、
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
そ
の
中
で
こ

の
記
事
を
取
り
上
げ
、「
善
友
で
あ
っ
た
こ
と
が
異
変
の
原
因
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
友
情
の
深
す
ぎ
る
こ
と
を
む
し
ろ
と
が
め
る
説
話
で
あ
る
。
た
し
か

に
後
を
追
っ
て
自
殺
す
る
と
い
う
の
は
度
が
す
ぎ
る
。
友
情
の
物
語
と
い
う
よ

り
同
性
愛
を
禁
忌
と
す
る
説
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
述
べ
る
）
10
（

。

実
際
に
『
日
本
書
紀
』
内
の
記
事
を
見
て
い
く
と
、
神
功
皇
后　

摂
政
元
年

二
月
条
に
記
載
の
あ
る
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
は
、「
二
社
の
祝
者
を
共
に
合
葬

し
た
」
こ
と
を
指
す
と
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。
で
は
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
は

一
体
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
男
色
の
罪

の
初
見
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

ま
ず
１
で
、「
阿
豆
那
比
」
の
語
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
後
２
と
３
で
、

史
料
に
見
え
る
「
二
社
祝
者
、
共
合
葬
歟
」
と
の
文
言
を
分
割
し
、「
二
」「
社
」

「
祝
」「
合
葬
」
の
四
観
点
か
ら
、
順
不
同
に
考
察
す
る
。

１
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
語
義
的
研
究
史

ま
ず
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
き
た
の
か
に

つ
い
て
、
概
観
す
る
。「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
は
、
元
々
『
日
本
書
紀
』
に
記

述
の
あ
る
単
語
で
あ
る
。
以
下
に
史
料
を
引
用
す
る
。

史
料
一　
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
元
年
二
月
条

（
前
略
）
更
遷w

小し

竹の

宮z

適w

是
時q

也
。
晝
暗
如p

夜
。
已
經w

多
日z

時

人
曰
、
常と
こ

夜や
み

行ゆ
く

之
也
。
皇
后
問w

紀
直
祖
豐
耳q

曰
、
是
恠
何
由
矣
。
時
有w

一

老
父q
曰
、
傳
聞
、
如p

是
恠
謂w

阿あ

豆づ

那な

比ひ

之
罪q

也
。
問w

何
謂q

也
。
對
曰
、

二
社
祝
者
、
共
合
葬
歟
。
因
以
令p

推w

問
巷
里a

有w

一
人q

曰
、
小
竹
祝
與w

天
野
祝a

共
爲w
善
う
る
は
し
き
と
も
友z

小
竹
祝
逢や
ま
ひ
し
て

病
而
死み
ま
か
り
ぬ
之
。
天
野
祝
血い
さ
ち
て泣
曰
。
吾
也
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生い
け
り
し
と
き

爲w

交
う
る
は
し
き
と
も

友z

何
死
之
無p

同p

穴
乎
、
則
伏w

屍
側q

而
自
死
。
仍
合
葬

焉
。
蓋
是
之
乎
。
乃
開p

墓
視p

之
實
也
。
故
更
改w

棺
櫬a

各
異p

處
以
埋p

之
。

則
日ひ
の
ひ
か
り暉
炳て
り
て爃
、
日
夜
有p

別
。（
後
略
）

要
約
す
る
と
、
神
功
皇
后
が
忍
熊
王
を
攻
め
て
い
る
と
き
に
、
昼
が
夜
の
よ

う
に
暗
く
、
そ
の
理
由
を
神
功
皇
后
が
紀
直
祖
豊
耳
を
通
し
て
老
父
か
ら
聞
い

た
と
こ
ろ
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
意
味
は
「
二
社
の

祝
を
、
共
に
合
葬
し
た
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
。
巷
で
実
例
を
探
し
た
と
こ
ろ
、

天
野
祝
と
小
竹
祝
の
合
葬
の
例
が
あ
っ
た
た
め
、
別
葬
し
た
と
こ
ろ
、
昼
夜
の

分
別
が
つ
い
た
と
さ
れ
る
。
天
野
祝
と
小
竹
祝
の
関
係
性
に
つ
い
て
記
述
は
あ

る
が
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
が
何
か
を
正
確
に
読
み
解
け
ば
、
合
葬
の
罪
の
よ

う
に
読
め
る
。
史
料
を
正
確
に
抜
き
出
す
な
ら
ば
、「
二
社
祝
者
、
共
合
葬
歟
。」

の
部
分
が
該
当
す
る
。

「
阿
豆
那
比
の
罪
」
は
、
当
初
か
ら
男
色
の
罪
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。

江
戸
時
代
後
期
に
岡
部
東
平
と
い
う
学
者
が
言
い
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
説
は
根
拠
に
欠
け
る
上
、「
男
色
行
為
」
を
「
罪
」
と
捉
え
る
考
え
を

底
辺
に
持
つ
。
以
下
、
そ
の
語
義
に
つ
い
て
、
変
遷
を
辿
る
。

「
阿
豆
那
比
の
罪
」
は
、
養
老
四
（
七
二
〇
）
年
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』

に
見
ら
れ
た
後
、
天
平
三
年
七
月
三
日
（
七
三
一
）
と
記
さ
れ
、
元
慶
年
間
以

降
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
ら
れ
る
）
11
（

。

神
功
皇
后
自
身
が
「
須p

問w

旧
老q

」
と
、
老
父
に
問
え
と
命
じ
た
以
外
は
同

文
で
あ
る
。
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
に
引
用
さ
れ
た
た
め
、
異
同
が
少
な
い
の
だ
ろ

う
。ま

た
、
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
私
撰
の
歴
史
書
で
あ
る
『
扶

桑
略
記
』
に
は
要
約
が
記
さ
れ
る
。
紀
直
祖
豊
耳
の
存
在
は
消
え
、
理
由
と
し

て
合
葬
を
挙
げ
る
が
、「
二
社
の
祝
」
で
あ
る
こ
と
や
小
竹
祝
が
病
で
死
ん
だ

こ
と
も
省
略
さ
れ
る
。
時
代
は
下
り
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
水
鏡
』
で
は
、『
扶

桑
略
記
』
を
素
材
と
し
て
い
る
た
め
、
同
内
容
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
記
述

さ
れ
て
い
る
。

以
上
は
史
料
と
し
て
の
出
現
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、『
日

本
書
紀
』
自
体
の
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
「
阿

豆
那
比
」
の
語
義
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
谷
川
士
清

に
よ
っ
て
一
七
六
二
年
に
成
立
し
た『
日
本
書
紀
通
証
）
12
（

』
に
、「
天
智
紀
天
武
紀
、

失
火
訓w

阿
豆
那
加
禮z

据p

此
、
即
阿
豆
那
比
、
盖
穢
火
之
義
歟
。」
と
あ
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
後
の
部
分
に
失
火
を
「
阿あ

豆つ

那な

加が

禮れ

」
と
読
ん
だ
訓
が
あ
る

と
し
て
、「
阿
豆
那
比
」
は
「
穢
火
」（
＝
失
火
）
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
一

七
八
五
年
に
河
村
秀
根
、
河
村
益
根
に
な
さ
れ
た
『
書
紀
集
解
）
13
（

』
で
は
、「
按
、

古
―

語
謂w

火
―

熱q

為w

阿
―

豆z

今
俗
、
猶
―
然
以p

故
而
知
。
日
―
亦
陽
―

熱
。

於p

此
、
謂p

日
為w

阿
―

豆a

那
―

比
無
也
。
猶
如p

曰w

無
―

日
罪z

言
二
―

陽
合
―

蔵
其
―
罪
、
見p

象
天
無p

日
也
」
と
し
て
、「
二
―

陽
合
―

蔵
」
が
罪
で
あ
っ
た

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
男
同
士
の
合
葬
が
罪
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
、
こ
の
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
「
あ
ず
な
い
」
を

（「
相
」
＋
）「
う
ず
な
う
」
と
解
釈
し
た
の
が
、
村
田
春
海
編
の
辞
書
、『
仮
字

拾
要
）
14
（

』
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
う
ず
な
う
」
は
「（
人
な
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ど
神
以
外
が
）
承
諾
す
る
の
意
」
で
あ
る
。「
二
人
の
祝
が
相あ

い

議ぎ

し
て
合
葬
し

た
こ
と
」
が
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
解
釈
し
て
い
る
。「
相
」
は
「
二
人
で
、

互
い
に
」
の
意
味
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
「
あ
い
う
づ
な
う
」
の
言
便
と
と
っ
た
の
が
、
一
八
四

七
年
か
ら
出
版
さ
れ
た
伴
信
友
の
『
比ひ

古こ

婆ば
え

衣
）
15
（

』
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞

典
）
16
（

』
に
よ
れ
ば
、「
あ
い
う
づ
な
う
」
の
「
あ
い
」
は
接
頭
語
で
、
意
味
は
「
神

が
よ
し
と
す
る
。
神
が
承
諾
な
さ
る
。」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、「
か
た

み
に
別
な
る
神
社
の
祝
を
合
あ
わ
せ

葬は
ぶ

る
事
を
、
神
の
厭い
と
ひ
に
く悪み
給
へ
る
故
あ
り
て
然
る

怪
気
の
起
ち
た
り
し
な
る
べ
し
。〔
其
を
阿
豆
那
比
之
罪
と
云
へ
る
は
、
阿
豆

那
比
は
相
宇
豆
那
比
の
言
便
、
罪
は
大
祓
の
詞
な
ど
に
い
ふ
意
に
て
、
此
は
も

は
ら
神
の
厭い

と

ひ
悪に

く

み
給
へ
る
都つ

美み

な
る
べ
し
。〕」
つ
ま
り
、
神
が
承
諾
な
さ
る

事
に
関
す
る
罪
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
別
の
神
社
の
祝
を
合
葬
し
た
こ
と

を
、
神
が
悪に
く

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
昼
が
な
い
怪
奇
が
起
き
た
と
す
る
。

伴
信
友
の
『
比
古
婆
衣
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
（
一
八
四
二
年
）
に
、『
嚶お
う

々お
う

筆ひ
つ

語ご

』 

に
岡
部
東
平
の
「
阿
豆
那
比
考
」
が
書
か
れ
る
）
17
（

。
こ
こ
で
は
『
書し
ょ

紀き

集し
っ

解か
い

』
と

『
日
本
書
紀
通
證
』
を
検
討
し
た
後
、
男
色
の
罪
と
す
る
。
こ
の
「
阿
豆
那
比
考
」

こ
そ
、「
阿
豆
那
比
の
罪
＝
男
色
の
罪
」
で
あ
り
、
男
色
の
初
見
と
し
て
い
る

文
献
で
あ
る
。
岡
部
東
平
は
、
語
義
を
確
認
す
る
も
、
明
確
で
な
い
と
し
、
東

平
が
「
つ
ら
つ
ら
考
ふ
る
」
結
果
、
男
色
と
断
定
す
る
。
理
由
は
後
追
い
自
殺

が
ど
ん
な
善
友
で
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
友
の
病
死
に
際
し
て
、
神
を
捨
て

て
自
殺
す
る
こ
と
は
、
あ
る
ま
じ
き
い
は
れ
で
あ
る
か
ら
と
す
る
。
ま
た
そ
の

後
、
男
色
が
大
い
に
行
わ
れ
る
世
に
な
っ
て
も
暗
く
な
る
こ
と
が
な
い
の
は
、

上
古
の
神
気
さ
か
り
な
時
期
だ
か
ら
、
当
該
記
事
は
特
別
暗
く
、「
常
夜
行
」

状
態
と
な
っ
た
と
す
る
。
以
下
に
引
用
す
る
と
、「
つ
ら
つ
ら
考
ふ
る
に
、
小

竹
祝
と
天
野
祝
と
が
交
友
は
、
後
世
の
い
は
ゆ
る
念
契
に
て
、
男
色
の
最
初
な

り
し
に
こ
そ
、
…
（
中
略
）
…
此
二
人
の
祝
の
事
、
何
を
あ
か
し
に
て
男
色
と

は
す
る
ぞ
と
い
は
ん
に
、
い
か
な
る
善
友
に
も
あ
れ
、
一
人
が
逢
病
ひ
て
世
を

さ
り
た
れ
ば
と
て
、
自
が
奉

つ
か
え
た
て
ま
つ

仕
る
神
事
を
も
捨
て
自
殺
せ
む
こ
と
、
か
け
て

も
あ
る
ま
じ
き
い
は
れ
な
れ
ば
也
、﹇
な
ほ
い
は
ゞ
、
そ
の
死
別
を
か
な
し
む

あ
ま
り
に
、
同
穴
の
言
だ
て
し
て
、
屍
に
よ
り
そ
ひ
て
自
殺
し
た
ら
む
さ
ま
、

全
ク
今
ノ
世
の
男
女
の
情
死
に
同
じ
き
ぞ
か
し
、﹈
男
色
は
神
理
に
た
が
へ
る

穢
行
に
て
、
い
み
し
き
罪
な
る
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
合
葬
と
い
ふ
事
を
さ
へ

な
し
た
ら
む
に
は
、
正
気
を
壅よ

う
あ
つ遏

し
て
、
空
氣
の
み
充
満
し
、
日
ノ
暉
を
も
覆ふ

く

塞さ
い

す
べ
し
、
不
正
の
空
氣
充
満
し
て
、
神
氣
の
正
し
き
を
壅よ
う

遏あ
つ

た
ら
ま
し
か
ば
、

晝
は
た
暗
か
る
べ
き
こ
と
わ
り
、
い
さ
ゝ
か
も
疑
は
し
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
、

﹇
か
く
い
は
ゞ
男
色
の
さ
か
り
に
行
は
る
世
と
な
り
て
は
、
常
夜
ゆ
き
て
の
み

あ
る
べ
き
を
、
さ
る
事
な
き
は
い
か
に
と
疑
ひ
な
じ
る
人
も
あ
る
べ
し
、
さ
れ

ど
そ
は
、
い
は
れ
ぬ
こ
と
也
、
上
古
の
神
氣
さ
か
り
な
り
し
ほ
ど
は
、
顯あ

ら
は
れ露

事

か
と
お
も
へ
ば
冥
幽
事
に
わ
た
り
、
幽
冥
事
は
た
顯あ

ら
は
れ露

て
人
に
見
え
し
ら
が
ふ

な
ど
、
紀
中
そ
の
例
か
ぞ
ふ
る
に
た
へ
ぬ
ま
で
な
り
、
い
は
ん
や
小
竹
も
天
野

も
、
親
し
く
そ
の
神し
ん

籬り

に
つ
か
へ
居
て
、
不
浄
を
は
ぶ
り
や
る
身
な
が
ら
に
、

そ
の
職
業
を
心
と
せ
ず
、
あ
る
ま
じ
き
情
欲
に
身
を
殺
し
て
、
あ
ま
つ
さ
へ
合

葬
し
た
り
し
罪
、
お
ぼ
ろ
げ
の
事
に
あ
ら
ぬ
を
や
、
…
（
中
略
）
…
、
阿
豆
那

比
之
罪
の
汚
穢
に
て
、
小
竹
神
﹇
神
明
は
所
見
な
し
﹈
天
野
神
﹇
神
明
式
に
よ



「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
関
す
る
一
考
察

一
四
九

る
に
、
紀
の
國
の
天
野
村
に
丹
生
都
比
売
神
社
あ
り
そ
れ
か
﹈、
憎
み
忌
ひ
給
ひ
、

天
地
の
正
氣
を
神
社
内
に
ぞ
、
を
さ
め
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
ら
む
、
さ
て
こ
そ

か
の
祝
等
に
、
あ
ひ
く
ち
あ
は
す
る
禍
鬼
の
息
吹
、
窒
氣
と
な
り
て
、
天
日
を

さ
へ
遮
り
た
り
し
か
ば
、
合
葬
の
あ
た
り
お
ほ
か
た
も
常
夜
行
た
り
け
ら
し
、

い
ま
し
は
世
人
の
穢
行
を
も
、
さ
ば
か
り
は
と
が
め
給
は
ぬ
に
よ
り
て
、
か
く

辨わ
き
まふ

る
を
き
ゝ
て
も
、
空
吹
ク
風
と
の
み
お
ほ
に
お
も
ふ
も
お
ほ
か
る
べ
け
れ

ど
、
あ
な
か
し
こ
神
理
を
え
た
ど
ら
ぬ
に
て
、
正
し
き
神
〃
（
々
の
意
か
）
に

忌
は
れ
ま
ゐ
ら
す
る
事
ぞ
か
し
」
と
あ
る
。
但
し
、「（
同
性
へ
の
）
後
追
い
自

殺
が
あ
る
ま
じ
き
」
は
東
平
の
意
見
に
過
ぎ
な
い
。
他
に
も
（
男
の
男
に
対
す

る
）
後
追
い
自
殺
は
『
日
本
書
紀
』
だ
け
で
、
十
数
件
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
箇
所
は
、
神
代
で
は
な
い
た
め
上
古
の
神
気
だ

け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

明
治
時
代
に
入
る
と
、
や
は
り
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
で
あ
り
、
敷
田
年

治
著
の『
日
本
紀
標
注
）
18
（

』
が
書
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
日
本
書
紀
通
証
』
と
『
書

紀
集
解
』
を
引
い
た
後
、
筆
者
の
解
釈
と
し
て
「
男
色
の
友
な
る
ら
む
」
と
し

て
い
る
。「
年と

し

治は
る

、
此
条
の
文
意
を
、
つ
ら
つ
ら
読
、
味
ふ
に
、
二
人
の
祝
は
、

男
色
の
友
な
る
ら
む
、
然
る
こ
と
は
我
国
に
は
、
上
代
よ
り
な
か
り
し
を
、
殊

に
死
て
同
穴
を
さ
へ
約ち
ぎ
りつ
る
こ
と
の
、
は
か
な
き
所
為
を
、
大
神
の
大
（
い
に
）

悪
み
ま
し
て
、
日
光
を
隠
し
給
ひ
し
に
や
、
か
か
れ
ば
阿
豆
那
比
と
は
、
男
色

の
古
語
な
る
べ
し
」
敷
田
年
治
は
、
男
色
説
は
西
田
直
養
が
己
（
敷
田
）
に
語
っ

て
い
る
と
し
て
い
る
。
西
田
直
養
は
、
前
出
の
岡
部
東
平
と
共
に
『
嚶
々
筆
語
』

を
執
筆
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敷
田
年
治
も
間
接
的
に
岡
部
東
平
の

「
阿
豆
那
比
考
」（『
嚶
々
筆
語
』
に
所
収
）
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
末
期
の
雑
誌
に
も
、
男
色
の
起
源
を
追
究
す
る
記
事
が
載
る
が
、
割
愛
す

る
）
19
（

。明
治
以
降
に
発
行
さ
れ
た
辞
典
）
20
（

に
お
い
て
は
、「
あ
づ
な
ひ
」
を
「
二
人
を

一
所
に
葬
る
こ
と
」
と
し
、
合
葬
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
徐
々
に
辞

典
で
も
合
葬
の
原
因
と
し
て
、
男
色
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
）
21
（

。昭
和
前
期
（
戦
前
）
に
は
新
た
な
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
。
松
岡
静
雄
の
『
新

編
日
本
古
語
辞
典
）
22
（

』
で
は
、「
あ
ず
な
ひ
」
を
「
あ
（
虚
辞
（
接
頭
語
））
＋
つ

な
ひ
（
連
ね
）」
と
分
け
て
解
釈
し
、
遺
体
を
連
ね
て
並
べ
た
こ
と
か
ら
、「
両

男
子
の
同
穴
は
上
古
厳
重
な
る
イ
ミ
（
禁
忌
）
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ

る
。」
と
、合
葬
の
罪
と
し
て
い
る
。ま
た
、賀
茂
百
樹
も
『
日
本
語
源
）
23
（

』
で
「
相

着
行
ひ
の
義
に
あ
ら
じ
か
」
と
新
説
を
述
べ
る
。
合
葬
説
を
発
展
さ
せ
た
も
の

と
言
え
る
。
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
か
け
て
、
戦
時
中
は
男
色
説
を
載

せ
る
辞
典
は
存
在
し
な
い
。

戦
後
に
編
纂
さ
れ
た
辞
典
で
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
項
が
あ
る
も
の
は
、

基
本
的
に
語
義
未
詳
と
な
っ
て
い
る
）
24
（

。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
も
、「
あ
ず
な

い
」
は
語
義
未
詳
と
な
っ
て
い
る
が
、「
同
性
愛
、
男
色
の
こ
と
と
も
、
氏
族

の
違
う
二
人
を
一
緒
に
葬
る
こ
と
と
も
い
う
。」
と
二
説
を
挙
げ
て
い
る
）
25
（

。『
日

本
国
語
大
辞
典
』が
、『
大
日
本
国
語
辞
典
）
26
（

』
の
流
れ
を
く
む
こ
と
を
考
え
る
と
、

合
葬
説
に
男
色
説
が
付
加
さ
れ
る
も
、
一
九
七
〇
年
代
以
後
に
、
後
述
す
る
研

究
成
果
に
よ
っ
て
双
方
共
が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
語
義
未
詳
と
す
る
し
か
な
い



一
五
〇

状
態
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
対
す
る
考
え
方
の
変
遷
を
み
て
き
た
が
、
中

世
ま
で
は
説
話
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
語
り
継
が
れ
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
多
少
の
異
同
や
要
約
は
含
ま
れ
る
が
、
解
釈
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の

よ
う
な
話
が
あ
っ
た
と
伝
え
る
性
格
が
強
い
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
徐
々
に
『
日
本
書
紀
』
に
解
釈
が
加
え
ら
れ
始
め
、

「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
は
何
か
の
解
釈
が
進
め
ら
れ
る
。
語
義
の
解
釈
か
ら
、

「
あ
ず
な
い
」
を
「
あ
つ
＋
な
ひ
（
無
日
）」
又
は
、「
あ
＋
つ
な
ひ
（
合
葬
）」

に
分
け
、
合
葬
や
日
が
出
な
い
（
無
日
）
罪
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
初
め
て
「
男
色
は
罪
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が

出
現
す
る
。男
色
が
罪
で
あ
る
か
ら
、す
ぐ
に
は
示
す
対
象
が
分
か
ら
な
い
「
阿

豆
那
比
の
罪
」
と
い
う
言
葉
は
男
色
の
罪
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
江
戸
後
期
と
い
う
時
代
は
江
戸
時
代
前
半
よ
り
も
男
色
に
対
す
る

見
方
が
厳
し
く
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
風
潮
と
一
致
し
て
い
る
と
言

え
る
。

明
治
時
代
以
降
は
、
江
戸
前
期
ま
で
の
合
葬
説
と
後
期
か
ら
出
た
男
色
説
が

併
存
し
て
い
る
が
、
徐
々
に
男
色
説
が
優
勢
に
な
り
、
辞
典
で
も
合
葬
の
原
因

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
項
で
示
す
よ
う
に
、
考
古
学
か
ら

は
合
葬
説
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
る
が
、
日
本
古
代
史
を
始
め
と
し
て
、
法

制
史
や
美
術
史
の
研
究
者
も
男
色
説
を
採
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
に
共

通
す
る
の
は
、
男
色
は
罪
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
「
阿
豆
那
比
の

罪
」
を
男
色
の
罪
と
し
て
考
え
、
適
切
と
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
男
色

が
罪
で
あ
る
こ
と
」
を
、
不
文
律
と
し
て
、
暗
黙
の
内
に
認
め
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
が
男
色
の
罪
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
根
拠

に
欠
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
考
古
学
の
立
場
で
一
九
七
〇

年
代
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
史
料
通
り
合
葬
を
罪
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

以
下
で
は
考
古
学
か
ら
の
視
点
と
し
て
、
実
際
に
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と
し
て

起
き
た
事
実
と
考
え
ら
れ
る
事
象
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

２
、
地
誌
と
考
古
学
研
究
史

２
―
１　

比
定
地
に
つ
い
て

ま
ず
、
現
在
の
和
歌
山
県
に
あ
る
、
小
竹
と
天
野
の
比
定
地
に
つ
い
て
確
認

し
て
い
き
た
い
。
小
竹
は
、
現
在
の
和
歌
山
県
紀
ノ
川
市
北
志
野
あ
た
り
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
和
歌
山
県
の
地
誌
で
あ
る
『
紀
伊
続
風
土
記
）
27
（

』

巻
三
二
の
那
賀
郡
長
田
荘
北
志
野
村
の
小
竹
祝
の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。「（『
書
紀
』
の
当
該
条
を
）
按
す
る
に
、
書
紀
小
竹
ノ
祝
と

い
ふ
と
き
は
、
古
此
地
に
尊
き
神
の
鎮
座
せ
る
あ
り
て
、
こ
れ
に
奉
仕
せ
る
神

職
を
小
竹
ノ
祝
と
い
ひ
し
な
る
へ
し
。
天
野
ノ
祝
と
い
ふ
は
、
今
伊
都
ノ
郡
天

野
の
神
職
な
り
。
天
野
と
志
野
と
相
距
て
る
事
、
僅
に
三
里
余
。
其
ノ
神
職
の

互
に
親
く
交
り
し
事
、
固
よ
り
あ
る
へ
き
事
な
れ
は
、
書
記
に
載
す
る
所
の
、

小
竹
ノ
宮
と
い
ひ
、
小
竹
ノ
祝
と
い
ふ
は
、
皆
此
地
な
る
事
顕
然
た
り
。
さ
れ

は
天
野
に
は
、
今
も
丹
生
明
神
高
野
明
神
な
ど
の
神
在
し
て
、
そ
の
神
社
も
著
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く
、
祝
の
家
も
粕
続
き
今
に
存
し
て
、
萬
の
事
跡
も
た
し
か
な
る
に
、
小
竹
に

は
尊
き
神
の
鎮
り
坐
る
伝
も
な
く
、
叉
祝
の
家
な
と
ゝ
呼
ひ
来
る
者
も
な
く
、

遺
跡
の
尋
ぬ
へ
き
も
な
く
、
口
碑
の
傳
も
な
き
は
、
如
何
な
る
故
な
ら
む
。
唯

衰
乱
の
世
、
不
幸
に
し
て
、
神
社
も
廃
絶
し
て
祝
の
家
も
亡
ひ
し
な
る
へ
し
。

本
国
神
名
帳
那
賀
郡
に
、
正
三
位
天
言
代
主
神
あ
り
て
、
今
其
所
詳
な
ら
ず
。

或
は
小
竹
祝
の
斎
奉
れ
る
は
、
即
此
神
に
し
て
、
後
世
社
廃
絶
し
て
傳
へ
を
も

失
ひ
し
な
る
へ
し
）
28
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。」

小
竹
に
は
志
野
神
社
が
現
存
し
て
い
る
が
、
志
野
神
社
は
、
江
戸
時
代
に
再

興
さ
れ
た
も
の
が
現
在
に
伝
わ
る
よ
う
で
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
も
、
一
度

廃
絶
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
竹
に
つ
い
て
は
和
歌
山

県
御
坊
市
薗
に
小
竹
八
幡
神
社
が
あ
り
、
こ
こ
を
宮
跡
と
比
定
す
る
説
が
あ
る
。

字
は
小
竹
で
同
じ
で
あ
る
が
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
記
載
は
な
く
、
天
野
に

当
た
る
地
名
が
近
く
に
な
い
。漢
字
に
つ
い
て
も
、「
し
の
」
を
「
芝
努
」
や
「
斯

奴
」
と
い
う
記
載
が
『
日
本
書
紀
』
内
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
志
野
神
社

が
小
竹
祝
の
神
社
の
比
定
地
と
す
る
方
が
順
当
で
あ
ろ
う
。

天
野
は
現
在
の
和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
上
天
野
に
比
定
さ
れ
て

い
る
。
上
天
野
は
平
安
初
期
の
施
行
細
則
を
ま
と
め
た
『
延
喜
式
』
に
も
載
り
、

現
存
す
る
丹
生
都
比
売
神
社
が
鎮
座
す
る
場
所
で
あ
る
。
前
述
し
た
鎌
倉
時
代

末
期
成
立
の
『
釈
日
本
紀
』
で
も
天
野
祝
の
神
社
を
丹
生
都
比
売
神
社
に
比
定

し
て
い
る
。
天
野
は
、
著
名
な
丹
生
都
比
売
神
社
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
巻
四
八
に
数
十
頁
に
わ
た
り
、
祭
神
や
祝
詞
、
縁
起

や
代
々
の
祝
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
）
29
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。
丹
生
都
比
売
神
社
は
四
神
を
祀
る
が
、

そ
の
第
二
番
目
の
神
に
つ
い
て
の
記
載
に
こ
の
神
功
皇
后
摂
政
元
年
二
月
条
に

つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
小
竹
の
項
に
詳
述
し
た
旨
が
記
さ
れ
る
。『
日
本
書

紀
』
に
、
神
功
皇
后
に
質
問
を
受
け
る
立
場
で
登
場
す
る
紀
直
祖
豊
耳
は
、
そ

の
後
天
野
社
の
祝
と
な
っ
た
よ
う
で
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
巻
四
八
天
野
社
の
内
、

総
神
主
系
図
第
九
、
及
び
、
丹
生
都
比
売
神
社
の
神
主
の
系
図
で
あ
る
『
丹
生

祝
氏
本
系
帳
』
の
神
主
系
図
に
て
も
説
明
さ
れ
る
。
豊
耳
は
ま
た
、『
紀
伊
国

造
系
図
』
に
、
国
造
の
家
系
と
し
て
出
現
し
、
そ
の
子
孫
が
丹
生
都
比
売
神
社

の
神
主
と
国
造
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
い
だ
と
い
う
系
譜
が
残
る
）
30
（

。
以
下
の
略
地
図
は
、

小
竹
と
天
野
と
薗
の
位
置
関
係
を
大
ま
か
に
示
し
た
地
図
で
あ
る
。

図一　小竹と天野の位置関係
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小
竹
と
天
野
の
二
地
点
は
直
線
距
離
で
一
二
〜
一
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
道
を

考
え
れ
ば
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
が
あ
り
、
川
を
挟
ん
で
位
置
す
る
。

舟
で
川
下
り
を
す
れ
ば
一
日
で
移
動
可
能
な
距
離
で
あ
る
。
ま
た
、
双
方
と
も

神
社
の
前
に
小
さ
な
川
が
流
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
紀
ノ
川
に
注

ぐ
。
現
在
の
町
村
名
も
異
な
っ
て
お
り
、
川
を
挟
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
小
竹

と
天
野
は
別
の
共
同
体
）
31
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に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
は
、
地
誌
と
い
う
史
料
の
性
格
上
、

特
に
『
日
本
書
紀
』
内
の
記
載
事
項
を
考
察
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、『
日

本
書
紀
』
の
小
竹
と
天
野
が
紀
伊
国
の
こ
の
地
名
に
比
定
で
き
る
事
は
採
用
で

き
る
だ
ろ
う
。

２
―
２　

合
葬
の
罪
と
す
る
視
点
か
ら
の
研
究

合
葬
に
つ
い
て
は
、『
日
本
紀
標
注
』
で
、『
日
本
書
紀
』
内
の
皇
族
の
事
例

を
挙
げ
て
、
簡
単
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
）
32
（

が
、
合
葬
の
存
在
を
指
摘
す
る
に

過
ぎ
な
い
。『
日
本
紀
標
注
』
は
男
色
説
を
採
る
た
め
、
合
葬
が
他
に
も
『
日

本
書
紀
』
に
見
え
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
合
葬
の
罪
で
は
な
い
と
示
そ
う
と

す
る
意
図
だ
ろ
う
。
な
お
、
合
葬
と
は
一
つ
の
墓
（
陵
）
に
複
数
の
遺
体
を
埋

葬
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
棺
が
単
数
と
複
数
の
双
方
が
あ
り
得
る
。『
日
本
書

紀
』・『
続
日
本
紀
』
に
見
え
る
「
合
葬
」
は
十
二
件
で
あ
る
（
表
一
参
照
）。

こ
の
内
同
棺
と
分
か
る
の
は
、
②
阿
豆
那
比
の
罪
（
当
該
条
）・
③
雄
略
天
皇

即
位
前
紀
・
④
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
の
三
件
の
み
で
あ
る
。「
阿
豆
那
比
の
罪
」

の
記
事
で
は
同
棺
と
あ
る
た
め
、
以
下
は
同
棺
の
合
葬
を
み
て
い
く
）
33
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。『
日
本

書
紀
』
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
黒
星
皇
子
と
坂
合
部
連
贄
宿
禰
が
、
眉
輪

王
と
圓
大
臣
と
共
に
焼
き
殺
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
際
坂
合
部
が
「
抱w

皇
子
屍q

而
見w

燔
死z

其
舍
人
等
、
收w

取
所p

燒
、
遂
難p

擇p

骨
。
盛w

之
一

棺a

合w

葬
新
漢
擬
本
南
丘z

」
と
黒
星
皇
子
を
抱
い
た
ま
ま
死
ん
で
い
る
。

二
人
の
骨
が
分
別
し
が
た
か
っ
た
の
で
、
一
棺
に
葬
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
『
日

本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
の
市
邊
押
磐
皇
子
は
、
雄
略
天
皇
に
射
殺
さ
れ

た
。
そ
の
時
帳
内
の
佐
伯
部
売
輪
（
仲
子
）
は
、「
抱p

屍
駭
惋
、
不p

解w

所
由z

反
側
呼
號
往w

還
頭
脚z

天
皇
尚
誅
之
）
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」
と
お
ろ
お
ろ
し
て
い
る
所
を
共
に
誅

さ
れ
、
そ
の
遺
体
が
従
者
と
分
別
さ
れ
ず
葬
ら
れ
た
。
後
の
顕
宗
天
皇
元
年
二

月
壬
寅
条
に
は
、
一
つ
の
穴
に
埋
め
ら
れ
た
遺
体
の
別
葬
を
試
み
る
も
、
骨
が

混
ざ
り
、
頭
蓋
骨
以
外
を
区
分
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
双
陵
を

造
起
し
た
下
り
が
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
骨
を
分
別
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ

た
が
、
そ
の
後
、
夜
が
続
く
よ
う
な
異
変
は
起
き
て
い
な
い
。

一
九
七
〇
年
代
に
考
古
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
つ

い
て
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、

小
林
行
雄
氏
の
「
阿
豆
那
比
考
）
35
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」
で
は
、「
阿
豆
那
比
」
の
語
義
を
確
認
後
、

本
文
通
り
、
合
葬
の
罪
で
は
な
い
か
と
い
う
方
向
で
論
じ
る
。
し
か
し
、
考
古

学
的
に
こ
の
時
期
（
古
墳
時
代
後
期
）
に
合
葬
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
老
父
」
の
言
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
昔
の
風
習
を
し
の
ぶ
老
父
が
発
言
し

た
か
ら
、
合
葬
が
罪
な
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

但
し
、「
老
父
」
の
言
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
箇
所
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

知
恵
者
に
尋
ね
た
程
度
の
意
味
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
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表
一　
『
日
本
書
紀
』・『
続
日
本
紀
』
に
出
現
す
る
合
葬

年
月
日

死
者

合
葬
者

関
係
性

語
句

合
葬
形
態

内
容
・
備
考

①

垂
仁
天
皇
二
十
八
年

十
月
庚
午
条
（
五
日
）

十
一
月
丁
酉
条
（
二
日
）

天
皇
母
弟

倭
彦
命

近
習
者

主
従

悉
生
而
埋
立

於
陵
域

同
陵
別
葬

倭
彦
命
の
死
に
当
た
っ
て
生
埋
め

に
さ
れ
た
近
習
の
者
を
可
哀
想
に

思
っ
て
、
禁
止
さ
せ
た

埴
輪
・
土
師
氏
の
起
源
譚
と
つ
な

が
る

②

神
功
皇
后
摂
政
元
年
二
月
条

小
野
祝

天
野
祝

善
友

合
葬

同
棺

阿
豆
那
比
の
罪

③

雄
略
天
皇
即
位
前
紀

黒
星
皇
子

坂
合
部
連
贄
宿
禰

主
従

合
葬

同
棺

圓
大
臣
・
眉
輪
王
と
共
に
焼
き
殺

さ
れ
た
際
に
、
坂
合
部
が
皇
子
を

抱
い
て
焼
死
（
雄
略
即
位
前
紀
・

安
康
天
皇
三
年
八
月
の
事
件
）

④

顕
宗
天
皇
元
年
二
月
壬
寅
条
（
五
日
）

市
邊
押
磐
皇
子

帳
内
佐
伯
部
仲
子

主
従

埋
同
穴

↓
造
起
雙
陵

同
穴
↓
双
陵

顕
宗
の
父
市
邊
押
磐
皇
子
が
雄
略

に
殺
さ
れ
、
同
穴
に
埋
め
ら
れ
た

（
雄
略
即
位
前
紀
・
安
康
天
皇
三
年

八
月
の
事
件
）。

後
年
、
別
葬
を
試
み
る
も
、
頭
蓋

骨
以
外
で
き
ず
、
双
陵
を
造
起

⑤

安
閑
天
皇
二
年
十
二
月
是
月
条

安
閑
天
皇

皇
后
春
日
山
田
皇
女

天
皇
妹
の
神
前
皇
女

妻
・
妹

合
葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬

⑥
宣
化
天
皇
四
年
十
一
月
丙
寅
条
（
十
七
日
）

宣
化
天
皇

皇
后
橘
皇
女
・
孺
子

妻
・
子

合
葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬
。
皇
后

の
薨
去
記
事
な
し

⑦

崇
峻
四
年
四
月
甲
子
条
（
十
三
日
）

敏
達
天
皇

妣
皇
后
石
姫

（
欽
明
皇
后
、
敏
達
母
）

母

葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬

⑧
推
古
天
皇
二
十
年
二
月
庚
午
条
（
二
十
日
）

欽
明
天
皇

欽
明
皇
太
夫
人
堅
塩
媛

（
用
明
・
推
古
母
）

妻

改
葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬

⑨
推
古
天
皇
三
十
六
年
九
月
戊
子
・
壬
辰
条

（
二
十
・
二
十
四
日
）

竹
田
皇
子

推
古
天
皇

母

葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬

⑩

斉
明
天
皇
四
年
五
月
条

建
皇
子

斉
明
天
皇

（
建
皇
子
祖
母
）

祖
母

合
葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）
孫
の
建
王
死
去
に
際
し
て
、
建
王

と
の
合
葬
を
命
じ
る

⑪

天
智
六
年
二
月
戊
午
条
（
二
十
七
日
）

間
人
皇
女

斉
明
天
皇

大
田
皇
女
（
前
墓
）

母
・
祖
母

合
葬

不
明
（
同
陵
別
棺
か
）

・
別
墓

上
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬
。
太
田

皇
女
は
前
の
墓
に
葬

⑫
大
宝
三
年
十
二
月
壬
午
条
（
二
十
六
日
）

天
武
天
皇

持
統
天
皇

夫
婦
且

叔
父
姪

合
葬

同
陵
別
棺
（
別
容
器
）
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
合
葬
。
⑬
の

み
『
続
日
本
紀
』
に
出
現
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史
料
に
お
い
て
、
表
現
を
変
え
て
非
常
に
多
く
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
た

め
、「
老
父
」
に
着
目
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

次
に
、
齋
藤
忠
氏
は
、「
合
葬
の
問
題
に
と
も
な
う
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に

つ
い
て
）
36
（

」
で
、
小
林
氏
と
同
じ
く
語
義
を
確
認
後
、
松
岡
氏
の
「
あ
＋
つ
な
ひ
」、

二
陽
合
葬
が
罪
で
あ
る
と
い
う
説
を
と
り
、
合
葬
の
罪
と
し
て
い
る
。
し
か
し

続
け
て
、
合
葬
の
罪
を
指
す
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
、
そ
の
結

果
と
し
て
、「
日
本
古
代
合
葬
を
考
察
す
る
重
要
な
資
料
で
は
な
い
」
と
し
、

「
神
事
に
仕
え
る
者
の
合
葬
と
い
う
特
殊
な
場
合
に
発
生
し
た
特
殊
な
一
事
例

と
見
る
べ
き
」
で
、「
神
事
に
と
も
な
う
偶
発
的
な
特
異
な
一
伝
承
で
あ
っ
た

も
の
」
と
解
釈
す
る
。
複
数
男
子
の
合
葬
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
男
子

の
合
葬
を
罪
と
す
る
の
は
う
が
ち
す
ぎ
た
見
方
と
否
定
す
る
。
ま
た
、
小
林
氏

の
「
老
父
」
説
を
否
定
し
、
神
事
に
関
わ
る
者
（
＝
祝
）
の
特
殊
な
一
事
例
と

捉
え
る
し
か
な
い
と
し
て
い
る
。

齋
藤
氏
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
合
葬
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
田
中

良
之
氏
に
よ
っ
て
、
当
該
時
期
の
合
葬
例
の
変
化
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
る
）
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。
田
中
氏
に
よ
る
と
、
古
墳
時
代
に
合
葬
さ
れ
る
の
は
、
血
縁
者
ば

か
り
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
に
は
三
段
階
の
変
化
が
存
在
す
る
。
百
〜
二
百
年

で
傾
向
が
変
化
し
、
⑴
前
半
期
（
三
〜
五
世
紀
代
）
⑵
五
世
紀
後
半
期
⑶
六
世

紀
前
半
〜
中
頃
の
三
段
階
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
⑴
兄
弟
姉
妹
の
合
葬
（
配
偶
者

は
い
ず
れ
も
合
葬
さ
れ
な
い
）
↓
⑵
家
長
と
家
長
の
子
供
の
合
葬
（
家
長
の
妻

は
な
し
）
↓
⑶
家
長
の
妻
の
合
葬
（
血
縁
者
で
は
な
い
が
、
家
長
の
母
と
し
て
）

の
三
段
階
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

神
功
皇
后
紀
は
、
四
世
紀
頃
の
逸
話
と
考
え
ら
れ
る
の
で
）
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、
⑴
の
血
縁
関
係

に
あ
る
も
の
の
内
で
も
、
特
に
兄
弟
し
か
合
葬
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
に
あ
た
る

と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
場
所
は
九
州
と
近
畿
（
和
歌
山
）
で
異
な
る
が
、
血

縁
関
係
が
な
い
も
の
は
、
例
え
夫
婦
で
あ
っ
て
も
合
葬
さ
れ
な
い
時
代
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
）
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。

小
竹
祝
と
天
野
祝
の
二
人
の
祝
が
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

異
な
る
社
の
神
に
仕
え
る
者
で
あ
る
か
ら
、
違
う
共
同
体
（
親
族
集
団
）
の
人

物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
違
う
共
同
体
の
者
が
共
に
葬
ら
れ

た
か
ら
罪
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
在
分
か
る
範
囲
で
は
こ
れ
が
四
世
紀

時
点
で
起
き
た
こ
と
に
最
も
事
実
と
近
い
と
言
え
る
。

但
し
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
時
は
こ
の
他
共
同
体
の
合
葬
の
禁
忌
の
感
覚

は
既
に
薄
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
百
年
以
上
の
後
の
編
纂
で
あ
り
、
埋

葬
の
習
慣
が
変
化
し
た
と
判
明
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
表
一
に
も
、
⑤
⑥
⑧

⑫
と
妻
を
合
葬
し
た
例
が
見
え
る
。
こ
の
四
例
は
⑶
の
時
期
に
あ
た
る
）
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。
他
共

同
体
の
排
除
の
感
覚
は
続
い
て
い
た
と
見
え
、『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月

甲
辰
条
の
詔
に
は
、「
臥w

死
路
頭z

（
中
略
）
強
使w

祓
除z

（
中
略
）
今
悉

除
断
、
勿p

使w

復
為q

」
と
あ
り
、
行
き
倒
れ
が
出
る
と
、
同
行
者
に
祓
え
を

強
制
し
て
い
る
習
俗
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
風
俗
は
止
め
よ
と
の
命
令
が
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
習
俗
と
し
て
他
共
同
体
の
人
間
の
排
除
が

伝
統
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
同
時
に
後
追
い
自
殺

も
禁
じ
て
い
る
た
め
、
殉
死
の
風
習
も
根
強
く
残
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
『
日
本
書
紀
』
が
こ
の
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
を
わ



「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
関
す
る
一
考
察

一
五
五

ざ
わ
ざ
、「
二
処
の
人
」
で
は
な
く
、「
二
社
祝
者
」
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
祝
で
あ
る
こ
と
に
罪
と
さ
れ
る
理
由
、
も
し
く
は
『
日
本
書
紀
』
に
採

用
す
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
が
考
え
て
い
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
た
め
、『
日
本
書
紀
』
に
記
述
さ
れ
た
罪
の
内
容

を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
齋
藤
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
祝
に
つ
い
て
の
更
な

る
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
次
項
で
は
祝
に
つ
い
て
概

観
し
、『
日
本
書
紀
』
が
何
を
も
っ
て
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
記
述
を
神
功
皇

后
紀
に
加
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

３
、
日
本
古
代
の
祝
に
つ
い
て

『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
は
八
世
紀
で
あ
り
、
他
共
同
体
の
人
物
の
合
葬
が
禁

忌
で
あ
っ
た
時
代
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
感
覚
は
薄
れ
て
い
る
と
み
て
良
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
一
連
の
記
事
を
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
と

呼
び
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
箇
所
に
採
録
し
た
こ
と
は
理
由
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
二
人
が
祝
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
編
纂
時
に
何

ら
か
合
理
的
な
理
屈
で
罪
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
以
下
で

詳
述
し
て
い
く
。

日
本
古
代
の
祝
に
つ
い
て
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
以
下
の
三
点
で
あ

る
。
ま
ず
、
Ⅰ
祝
は
、
ハ
フ
リ
ま
た
は
イ
ハ
ヒ
と
読
み
、
ハ
ブ
リ
と
通
じ
る
こ

と
か
ら
「
葬
り
」、
イ
ハ
ヒ
と
通
じ
る
事
か
ら
「
斎
ひ
」
と
い
う
役
割
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
Ⅱ
こ
の
た
め
、
祝
は
地
域
社
会
で
も
優
位
な
立
場
に

立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
部
の
祝
は
地
方
小
酋
長
と
し
て
の
性
格
を
持
っ

て
い
た
こ
と
、
Ⅲ
祝
は
律
令
制
下
に
組
み
込
ま
れ
た
祝
部
の
前
身
で
あ
り
、
組

み
込
ま
れ
た
時
期
は
天
武
天
皇
か
ら
持
統
天
皇
の
時
期
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
Ⅰ
↓
Ⅱ
↓
Ⅲ
の
順
で
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の

記
事
と
関
連
さ
せ
て
、
考
察
し
て
い
く
。

Ⅰ
に
つ
い
て
は
、
宗
教
学
や
上
代
文
学
に
お
い
て
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
内

で
は
、
呉
哲
男
氏
の
研
究
が
古
代
の
祝
の
状
況
に
つ
い
て
示
唆
的
で
あ
る
）
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。
呉

氏
は
、「
祝
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
と
し
て
、
ⅰ
葬
（
ハ
フ
リ
）
と
ⅱ
祝
人
（
イ

ハ
ヒ
ビ
ト
）
を
検
討
し
、
祝
に
は
多
様
な
意
味
が
あ
っ
た
と
す
る
。
ⅰ
に
つ
い

て
は
、
ハ
フ
リ
と
ハ
ブ
リ
の
音
の
近
さ
か
ら
、
死
者
の
穢
や
災
禍
を
祓
う
意
味

合
い
と
さ
れ
て
き
た
諸
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
祭
礼
と
葬
礼
を
全
く
別
の
人
間

が
行
う
の
は
民
族
学
の
通
説
に
反
す
る
と
し
て
、
葬
と
も
関
連
を
持
っ
て
い
た

と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
条
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
。
も
し
実
際
に
死

体
処
理
に
ま
で
は
携
わ
ら
ず
と
も
、
葬
儀
自
体
に
は
専
門
的
に
携
わ
る
立
場
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
下
り
で
、
天
野
祝
が
合
葬
を
指
示
し
、

そ
の
通
り
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
が
、
当
時
の
そ
の
地
域
に
お
い
て
ご
く
自
然
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
。
但
し
、
実
際
に
祝
が

葬
儀
に
関
わ
っ
た
と
い
う
史
料
は
存
在
し
な
い
た
め
、
西
宮
秀
紀
氏
は
ハ
フ
リ

と
ハ
ブ
リ
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
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。

ⅱ
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
に
出
現
す
る
祝
が
「
イ
ハ
フ
」
際
に
「
忌
ふ
」

と
「
斎
ふ
」
の
双
方
の
文
字
が
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
祝
の
職
掌
の
多
様
性
に

言
及
す
る
。
具
体
的
に
は
、『
万
葉
集
』
に
巻
四　

七
一
二
に
「
味う
ま
さ
け
を

酒
呼　

三み



一
五
六

輪わ

之の

祝は
ふ
り
が我　

忌い
は
ふ
す
ぎ杉　

手て
ふ
れ
し
つ
み
か

觸
之
罪
歟　

君き
み
に
あ
い
が
た
き

二
遭
難
寸
（
三
輪
の
祝
が
忌い

は

ふ
杉
）」、

巻
七　

一
四
〇
三
に
「
三み

ぬ
さ
と
り

幣
帛
取　

神か
み
の
は
ふ
り
が

之
祝
我　

鎮い
は
ふ
す
ぎ
は
ら

斎
杉
原　

燎た
き
ぎ
こ
り

木
伐　

殆ほ
と
ほ
と
し
く
に

之
國　

手て
を
の斧
所p

取と
ら
え
ぬ奴
（
神
の
祝
が
斎い
は

ふ
杉
原
）」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
呉
氏

は
挙
げ
な
い
が
、『
万
葉
集
』
巻
一
九　

四
二
四
三
に
も
「
住す

み
の
え
に

吉
尓　

伊い

都つ

久く
は
ふ
り
が

祝
之　

神か
む
ご
と
と

言
等　

行ゆ
く
と
も
く
と
も

得
毛
来
等
毛　

舶ふ
ね
は
は
や
け
む

波
早
家
无
」
と
の
歌
が
あ
る
。
以
上

か
ら
、
祝
は
イ
ハ
フ
（
忌
ふ
・
斎
ふ
）
や
イ
ツ
ク
（
伊
都
久
＝
斎
く
）
行
為
を

行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

更
に
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
二
十
三
年
六
月
是
月
条
に
、
讒
言
に
よ
っ
て

拷
問
死
し
た
、
馬
飼
首
歌
依
の
子
供
の
守
石
と
名
瀬
氷
を
、
廷
尉
が
火
に
投
げ

入
れ
よ
う
と
し
た
際
に
、「
呪
曰
、
非w
吾
手
投z

以w

祝
手q

投
。」
と
言
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
は
刑
罰
が
未
だ
一
つ
の
宗
教
儀
礼
で
あ
っ
た
時
代
の

名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
古
代
で
は
罪
人
は
不
浄
の
タ
ブ
ー

を
有
し
て
お
り
、
ま
た
処
刑
は
穢
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
の
で
、
刑
の
執
行
に
あ

た
っ
て
は
祝
の
手
を
借
り
て
こ
の
タ
ブ
ー
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
記
事
か
ら
、
祝
は
「
古
代
に
お
い
て
タ
ブ
ー

に
接
す
る
方
法
を
専
門
的
に
知
っ
て
い
た
特
殊
な
人
間
」
と
す
る
。

Ⅱ
の
祝
の
地
方
小
酋
長
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
、

先
述
の
呉
氏
は
、
祭
祀
を
行
う
者
は
地
方
の
小
酋
長
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
土
蜘
蛛
と
魁
帥
（
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ
ミ
）
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
地

方
を
治
め
る
首
長
で
あ
っ
た
と
同
時
に
祭
祀
を
掌
っ
て
も
お
り
、
そ
の
違
い
は

天
皇
に
恭
順
し
た
か
、
叛
乱
し
た
か
に
よ
る
と
す
る
。
同
じ
よ
う
に
祭
祀
を
掌

る
祝
も
、
地
方
小
酋
長
的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
こ
れ
を

発
展
さ
せ
て
、「
古
代
天
皇
制
の
成
立
が
、
思
想
的
に
は
祝
の
信
仰
を
そ
の
拠

り
所
と
し
て
い
る
」、
ま
た
、「
天
皇
と
言
え
ど
も
本
来
は
祝
の
中
の
最
大
の
も

の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
。
杉
崎
美
智
子
氏
は
、『
律
令
』・『
令
集
解
』

な
ど
の
規
定
か
ら
律
令
制
下
の
祝
が
神
事
に
携
わ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
後
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
中
の
逸
話
か
ら
、
律
令
制
以
前
の
祝
は
、
地
域

の
首
長
で
あ
っ
た
存
在
と
す
る
）
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。
ま
た
杉
崎
氏
は
、
元
々
地
域
の
小
酋
長
で

あ
っ
た
祝
が
律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
想
定
す
る
。

実
際
『
日
本
書
紀
』
に
も
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
）
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の
己
未
年
二

月
辛
亥
条
に
「
又
和
珥
坂
下
、
有w

居
勢
祝
者z

（
分
註
略
）
臍
見
長
柄
丘
岬
、

有w

猪
祝
者z

此
三
處
土
蜘
蛛
、
並
恃w

其
勇
力a

不p

肯w

來
庭z

天
皇
乃
分w

遣
偏
師a

皆
誅p

之
。」
と
、
居
勢
祝
ら
が
自
ら
の
力
を
頼
ん
で
神
武
に
従
わ
ず
、

結
果
誅
さ
れ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
祝
が
土
蜘
蛛
と
呼
び
換
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
後
述
の
西
宮
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
地
名
＋
ハ
フ
リ
」
の
者
が
天

皇
に
対
抗
し
た
記
述
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
神
武
天
皇
の
即
位
前
紀
に
記
述

が
あ
る
た
め
、
即
位
前
は
神
武
に
対
抗
す
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
た
存
在
の

祝
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
呉
氏
の
い
う
「
天
皇
と
言
え
ど
も
本
来
は
祝

の
中
の
最
大
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
こ
と
を
示
す
史
料
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
何
ら
か
の
理
由
で
天
皇
に
反
乱
を
起
こ
す
理
由
を
持
ち
う
る
存
在
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。

Ⅲ
に
つ
い
て
、
日
本
古
代
史
に
お
け
る
祝
の
研
究
は
少
な
く
、
主
に
律
令
国

家
に
組
み
込
ま
れ
た
後
の
祝
部
の
研
究
が
主
と
な
っ
て
い
る
）
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。
西
宮
秀
紀
氏
は
、

天
武
期
・
持
統
期
に
お
い
て
、
祝
が
律
令
国
家
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
過
程
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を
考
察
す
る
。
こ
の
た
め
、
天
武
紀
以
前
の
祝
に
つ
い
て
は
、「
も
と
も
と
地

方
の
首
長
的
な
者
で
、
神
祭
り
を
掌
っ
て
い
た
者
が
「
地
名
＋
ハ
フ
リ
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
神
懸
か
り
し
託
宣
な
ど
を
行
な
っ
て
い
た

者
が
ハ
フ
リ
と
呼
ば
れ
、
遅
く
と
も
六
、
七
世
紀
に
は
、
地
方
の
ヤ
シ
ロ
に
斎

い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。
西
宮
氏
は
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
記

事
に
も
検
討
を
加
え
る
が
、「
こ
の
『
地
名
＋
祝
』
と
い
う
形
で
あ
り
、
社
に

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
の
社
で
祭
り
を
掌
っ
て
い
た
者
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。『
阿
豆
那
比
』
の
語
義
、
語
源
は
未
詳
で
あ
る
が
、
祝
の

職
掌
と
直
接
の
関
係
は
な
い
で
あ
ろ
う
。『
祝
者
』
は
祝
の
者
と
い
っ
た
意
味

合
い
で
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
。

実
際
に
『
日
本
書
紀
』
を
見
て
い
く
と
、
神
武
天
皇
以
降
天
武
天
皇
即
位
前

紀
ま
で
は
、
主
に
神
に
仕
え
、
神
託
を
伝
え
る
役
目
と
し
て
登
場
す
る
。
例
え

ば
、『
日
本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
八
年
正
月
壬
午
条
に
「
到w
水
門a

御
船
不p

得

p

進
。
則
問w

熊
鰐q

曰
、
朕
聞
、
汝
能
鰐
者
、
有w

明
心q

以
參
來
。
何
船
不p

進
。

熊
鰐
奏
之
曰
、
御
船
所w

以
不qp

得p

進
者
、
非w

臣
罪z

是
浦
口
有w
男
女
二

神z

男
神
曰w

大
倉
主z

女
神
曰w

菟
夫
羅
媛z

必
是
神
之
心
歟
。
天
皇
則
祷
祈

之
。
以w

挾か
ぢ
と
り抄

者
倭
國
菟
田
人
伊
賀
彦q

爲p

祝
令p

祭
。
則
船
得p

進
。」
と
あ
る
。

神
功
皇
后
の
船
が
進
ま
な
く
な
っ
た
た
め
、
熊
鰐
に
聞
い
て
、
倭
國
菟
田
人
伊

賀
彦
を
大
倉
王
と
菟
夫
羅
媛
の
男
女
二
神
に
祝
と
し
て
仕
え
さ
せ
、
船
が
進
ん

だ
逸
話
で
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
六
年
二
月
条
に
「（
前
略
）

祝
者
廼
託w

神
語q

報
曰
、
屈w

請
建p

邦
之
神a

徃
救w

將p

亡
之
主a

必
當
國
家

謐
靖
、
人
物
乂
安
。
由p

是
、
請p

神
徃
救
。
所
以
、
社
稷
安
寧
。（
後
略
）」
と

あ
り
、
百
済
の
聖
明
王
が
殺
さ
れ
た
際
、
救
う
べ
き
か
を
神
託
で
決
定
し
た
際

に
、
祝
は
神
を
請
来
し
て
救
え
ば
国
が
栄
え
る
と
し
、
実
際
に
援
軍
を
出
し
て

救
っ
た
内
容
の
記
事
で
あ
る
。

天
武
即
位
以
降
は
、
年
代
的
に
続
く
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
で
も
、
賜
物
や

賜
録
、
田
租
の
免
除
な
ど
の
記
事
の
み
で
出
現
し
、
祝
が
神
託
を
伝
え
た
記
事

は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
、
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
時
期
に
、
祝
は
、

段
階
的
に
律
令
官
制
に
組
み
込
ま
れ
、
祝
部
と
な
っ
た
と
い
う
考
え
方
に
誤
り

は
な
い
だ
ろ
う
）
46
（

。

Ⅰ
の
②
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祝
が
「
タ
ブ
ー
に
接
す
る
方
法
を
専
門

的
に
知
っ
て
い
た
特
殊
な
人
間
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
が

困
る
よ
う
な
「
常
夜
行
」
状
態
に
な
っ
た
こ
と
は
、
天
野
祝
が
タ
ブ
ー
を
破
っ

た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、「
天
皇
と
言
え
ど
も
本
来
は
祝
の
中
の
最
大
の
も
の

に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
な
ら
ば
、
こ
の
下
り
は
神
功
皇
后
が
天
野
祝
に
よ
っ
て
破

ら
れ
た
タ
ブ
ー
を
解
消
し
た
、
神
功
皇
后
を
称
え
る
逸
話
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
葬
儀
や
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
詳
し
く
、
神
の
言
葉
を
伝
え
る
役
目
で

あ
っ
た
祝
が
言
っ
た
埋
葬
関
連
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
地
域
の
人
々
は

天
野
祝
の
言
っ
た
よ
う
に
、
小
竹
祝
と
合
葬
し
た
。
し
か
し
、
他
共
同
体
の
者

同
士
の
合
葬
は
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
た
め
、
タ
ブ
ー
が
破

ら
れ
、「
常
夜
行
」
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
地
域
の
神
の
言
葉
を
伝
え
る

は
ず
の
祝
が
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
神
功
皇
后
が
紀
直
祖
豊
耳

か
ら
話
を
聞
き
、
別
葬
し
た
と
こ
ろ
、
タ
ブ
ー
が
解
消
さ
れ
、
昼
が
戻
っ
た
。
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こ
れ
に
よ
り
、
神
功
皇
后
は
よ
り
正
当
な
祝
で
あ
る
こ
と
を
地
域
の
人
々
に
示

し
た
こ
と
に
な
り
、
進
軍
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

Ⅱ
に
関
連
し
て
、
祝
の
地
方
酋
長
性
に
注
目
す
れ
ば
、
二
人
の
祝
が
神
功
皇

后
に
反
乱
を
起
こ
す
動
機
は
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
神
功
皇
后
の
即
位
前
紀

に
あ
る
阿
豆
那
比
の
罪
に
関
す
る
記
述
は
、
祝
に
よ
っ
て
、「
晝
暗
如p

夜
。
已

經w

多
日z

時
人
曰
、
常
夜
行
之
也
。」
と
い
う
状
況
が
起
き
た
。
昼
が
夜
の
よ

う
に
暗
い
こ
と
は
進
軍
を
阻
む
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
天
野
祝
が

忍
熊
王
に
組
み
す
る
立
場
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
呪
術
的
に
で
は
あ
る
が
、
神
功

皇
后
に
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
前
項
で
は
神
功
皇
后
紀
に
比
定
さ
れ
る

年
代
が
、
他
共
同
体
の
者
同
士
の
合
葬
が
禁
忌
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
こ
の
禁
忌
を
天
野
祝
が
知
っ
て
い
た
上
で
、
あ
え
て
そ
の
禁
忌
を

破
っ
て
、
小
野
祝
と
の
関
係
を
「
善
友
」
と
し
た
上
で
自
死
し
、
合
葬
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
昼
が
夜
の
よ
う
に
暗
く
な
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
祝
が
天
皇
に
敵

対
す
る
事
も
あ
る
立
場
で
も
あ
り
え
た
な
ら
ば
、
不
思
議
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。『
紀
伊
国
造
系
図
』
に
見
ら
れ
る
豊
耳
の
名
が
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の

神
主
系
図
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
記
述
の
後
、
神
功
皇
后
に
こ
の
事
態
を

伝
え
た
紀
朝
臣
祖
豊
耳
が
天
野
祝
を
つ
い
だ
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
功
皇

后
の
征
討
の
過
程
で
天
野
に
お
け
る
神
官
勢
力
が
変
化
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
る
と
、
こ
の
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
下
り
は
忍
熊
王
に
組
み
し
た
（
呪
術

的
な
）
反
乱
勢
力
を
神
功
皇
后
が
征
討
し
た
話
の
一
つ
と
な
る
。
二
人
の
祝
の

遺
体
を
別
に
葬
る
こ
と
で
、
昼
は
明
る
く
な
り
、
事
件
は
解
決
す
る
。
翌
三
月

に
は
忍
熊
王
自
身
が
入
水
自
殺
し
て
征
討
は
完
了
す
る
。

但
し
、
先
述
の
直
木
孝
次
郎
氏
の
解
釈
）
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を
元
に
、
二
人
の
関
係
が
「
伴
」
で

な
く
「
友
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
人
が
主
従
や
一
族
と
い
う

「
伴
」
で
は
な
く
、
独
立
し
て
関
係
を
築
く
「
友
」
で
あ
っ
た
と
記
述
さ
れ
る

こ
と
は
、
ま
と
ま
り
と
し
て
は
、
弱
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
現
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
反
乱
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
進
軍
の

停
滞
を
も
た
ら
す
政
治
的
混
乱
が
起
き
て
い
た
こ
と
を
比
喩
的
に
表
し
た
記
事

が
、
こ
の
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
下
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に　
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
示
す
も
の

以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
阿
豆
那
比
の
罪
」
が
示
す
も
の
と
し
て
、
も
っ
と

も
合
理
的
な
も
の
は
、
田
中
良
之
氏
の
研
究
を
元
に
考
え
る
と
、「
他
共
同
体

で
血
縁
関
係
に
な
い
人
物
同
士
の
同
棺
合
葬
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
禁
忌
の
感
覚
は
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
既
に
薄
れ
て
い
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
採
録
さ
れ
た
の
は
、「
祝
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、伴
信
友
の
語
義
を
採
れ
ば
、「
神
が
承
諾
な
さ
る
（
事
に
関
す
る
）
罪
」

と
な
り
、
神
が
「
二
社
祝
者
、
共
合
葬
歟
」
を
タ
ブ
ー
と
し
て
承
諾
し
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
タ
ブ
ー
を
掌
る
者
で
あ
っ
た
祝
が
、
破
っ
た
タ
ブ
ー
を
、

神
功
皇
后
が
紀
直
祖
豊
耳
を
使
役
し
て
解
消
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
神
功
皇
后

の
巫
女
性
が
強
調
さ
れ
る
一
説
話
と
な
り
、
神
功
皇
后
を
顕
彰
す
る
役
割
を
果
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た
す
記
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

古
代
に
お
け
る
タ
ブ
ー
と
し
て
、
時
期
的
に
も
兄
弟
姉
妹
以
外
の
合
葬
が
行

わ
れ
な
い
時
期
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

男
色
が
罪
と
さ
れ
た
と
す
る
の
は
誤
り
と
言
え
る
。
勿
論
、
二
人
の
祝
の
間
に

は
親
密
な
人
間
関
係
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
考
え
た
場
合
、
初
見
は

も
っ
と
遡
る
）
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。
本
稿
で
は
日
本
古
代
の
親
密
な
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
考
え
る
。

注

（
１
）　
「
阿
豆
那
比
」
の
読
み
方
に
は
「
あ
ず
な
い
」「
あ
づ
な
い
」「
あ
ず
な
ひ
」「
あ
づ
な

ひ
」
な
ど
幾
通
り
か
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
や
筆
者
が
ふ
り
が
な

を
つ
け
る
場
合
は
そ
れ
に
従
う
。

（
２
）　

大
津
透
『
神
話
か
ら
歴
史
へ
』
天
皇
の
歴
史
一　

第
二
章
の
一
（
講
談
社
二
〇
一
〇
）

（
３
）　

塚
口
義
信
「
大
帯
日
売
考
―
神
功
皇
后
伝
説
の
史
的
分
析
―
」（『
神
功
皇
后
伝
説
の

研
究
』（
創
元
社
、
一
九
八
〇
）。
初
出
は
、
三
品
彰
秀
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
五
冊

（
塙
書
房
、
一
九
七
一
）。

（
４
）　

肥
後
和
男　

ア
テ
ネ
新
書
八
〇
『
神
功
皇
后
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
七
）
内
「
カ
ゴ

サ
カ
・
オ
シ
ク
マ
二
王
の
話
」

（
５
）　
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
巻
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
項
（
石
尾
芳
久
（
法
制
史
）
執
筆

部
分
）（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
）

（
６
）　
「
嚶
」
が
正
し
い
。

（
７
）　

服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
女
と
男
』
中
公
新
書
一
二
四
〇　

第
三
章
の
三
（
中
央
公
論

社
、
一
九
九
五
）

（
８
）　
「
紀
」
が
正
し
い
。

（
９
）　

丹
尾
安
典
『
男
色
の
景
色
―
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
―
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
）
第

三
章
「
一
条
の
水
脈
」

（
10
）　

直
木
孝
次
郎
「
友
と
伴
―
古
代
の
友
情
に
つ
い
て
―
」（
続
日
本
紀
研
究
会
『
続
日
本

紀
の
時
代
』（
塙
書
房　

一
九
九
四
））

（
11
）　

田
中
卓
氏
に
よ
っ
て
、
現
存
の
史
料
は
延
暦
八
年
に
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
田
中
卓　

田
中
卓
著
作
集
七
『
住
吉
大
社
神
代
記
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一

九
八
五
）
よ
り
）。
そ
の
後
、
坂
本
太
郎
氏
に
よ
っ
て
、「
平
安
時
代
、
お
そ
ら
く
は
元

慶
年
間
以
降
の
造
作
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
坂
本
太
郎
『
風
土
記
と
万
葉
集
』
坂

本
太
郎
著
作
集
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
）。
初
出
は
『
国
史
学
』
八
九
、

一
九
七
二
）。

（
12
）　

小
島
憲
之
解
題
『
日
本
書
紀
通
証
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
）
を
参
照
。

（
13
）　

阿
部
秋
生
解
題
『
書
紀
集
解
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
）
を
参
照
。

（
14
）　

村
田
春
海
編
。
一
八
〇
四
年
版
に
は
「
あ
ず
な
ひ
」
の
項
あ
り
。
勉
誠
社
文
庫
五
三

『
仮
字
大
意
抄
・
仮
字
拾
要
』（
勉
誠
社
、
一
九
七
八
）
を
参
照
。

（
15
）　

伴
信
友
『
比
古
婆
衣
』
上
（
林
陸
朗
編
『
比
古
婆
衣
』（
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
二
）。

伴
信
友
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
〜
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
生
き
た
人
物
な

の
で
、『
比
古
婆
衣
』
は
生
前
に
執
筆
さ
れ
、
死
後
一
八
四
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
次
に
あ
る
岡
部
東
平
の
「
阿
豆
那
比
考
」
は
一
八
四
二
刊
行
で
あ
る

た
め
、
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ
た
か
は
判
別
し
難
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
執
筆
さ
れ
た

と
い
う
理
解
で
十
分
で
あ
る
こ
と
と
、
論
の
流
れ
か
ら
、『
比
古
婆
衣
』
を
先
に
挙
げ
た
。

（
16
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
）
第
一
巻
「
あ
い
う
ず
な
う
」

の
項

（
17
）　

岡
部
東
平
「
阿
豆
那
比
考
」（『
嚶
々
筆
語
』
巻
一
『
日
本
随
筆
全
集
』
第
四
巻
（
国

民
図
書
、
一
九
二
七
）

（
18
）　

敷
田
年
治
『
日
本
紀
標
注
』
巻
九
（
古
典
籍　

一
八
九
一
）

（
19
）　

河
岡
潮
風
「
學
生
の
暗
面
に
蟠
れ
る
男
色
の
一
大
惡
風
を
痛
罵
す
」（『
冒
険
世
界
』

第
二
巻
第
九
号
、
博
文
社
、
一
九
〇
九
年　

歴
史
民
俗
学
叢
書
〔
第
二
期
〕
第
三
巻　

礫
川
全
次
編
『
男
色
の
民
俗
学
』（
批
評
社
、
二
〇
〇
三
））
や
、
田
中
香
涯
「
男
色
に

關
す
る
史
的
及
び
文
學
的
考
證
」（『
医
学
以
外
の
医
学
』、
吐
鳳
堂
書
店
、
一
九
二
四



一
六
〇

年　

史
民
俗
学
叢
書
〔
第
二
期
〕
第
三
巻　

礫
川
全
次
編
『
男
色
の
民
俗
学
』（
批
評
社
、

二
〇
〇
三
））
な
ど
に
紹
介
さ
れ
る
。
中
で
井
上
頼
圀
・
小
杉
椙
邨
増
補　

増
補
語
林

『
倭
訓
栞
』
上
（
皇
典
講
究
所
印
刷
部
、
一
八
九
八
）
が
引
か
れ
る
。

（
20
）　

上
田
万
年
・
松
井
簡
治
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
富
山
房
・
金
港
堂
書
籍
、
一
九
一
五
）

第
一
巻
、
及
び
、
落
合
直
文
・
芳
賀
矢
一
『
改
修
言
泉
』（
大
倉
書
店
、
一
九
二
九
）

第
一
巻

（
21
）　

故
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
三
二
）
第
一
巻
、
及
び
、
下
中
彌
三
郎
『
大

辞
典
』（
平
凡
社
、
一
九
三
四
）
第
一
巻

（
22
）　

松
岡
静
雄
『
新
編
日
本
古
語
辞
典
』（
刀
江
書
院
、
一
九
三
七
）。
松
岡
静
雄
『
日
本

古
語
大
辞
典
』（
刀
江
書
院
、
一
九
二
九
）
も
参
照
。

（
23
）　

賀
茂
百
樹
『
日
本
語
源
』（
興
風
館
、
一
九
四
三
）

（
24
）　

上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
（
三
省
堂
、
一
九
六

七
）
及
び
、
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）

第
一
巻
、
及
び
、
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、

一
九
八
三
）

（
25
）　

松
井
栄
一
ほ
か
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
）
第
一
巻

「
あ
ず
な
い
」
の
項
。
松
井
栄
一
ほ
か
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
七
二
）

第
一
頁
も
参
照
。

（
26
）　

上
田
万
年
・
松
井
簡
治
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
富
山
房
・
金
港
堂
書
籍
、
一
九
一
五
）

（
27
）　

仁
井
田
好
古
・
仁
井
田
長
群
・
本
居
内
遠
・
加
納
諸
平
・
畔
田
翠
山
ほ
か
編
、『
紀
伊

続
風
土
記
』　

巻
三
二　

那
賀
郡
長
田
荘
北
志
野
村
の
項
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
）

を
参
照
。
編
纂
は
一
八
〇
六
〜
一
八
三
九
年
。

（
28
）　

読
点
と
句
点
は
原
文
に
な
い
が
、
筆
者
が
補
っ
た
。

（
29
）　

但
し
、
直
接
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
の
記
事
に
触
れ
て
い
る
部
分
は
本
文
で
挙
げ
た
部

分
の
み
で
あ
る
。

（
30
）　
『
紀
伊
国
造
系
図
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
信
『
日
本
古
代
氏
族
研
究
の
基
礎
的
研
究
』

（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
）
に
詳
し
い
。

（
31
）　

共
同
体
に
は
、「
地
縁
」
と
「
親
族
集
団
」
の
双
方
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
、
本
史
料

か
ら
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
保
留
と
す
る
。

（
32
）　

天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
、
押
磐
皇
子
と
佐
伯
部
売
輪
（
仲
子
）、
春
日
山
田
皇
女
と
神

前
皇
女
を
挙
げ
る
。
合
葬
は
支
那
の
周
公
よ
り
始
ま
り
孔
子
な
ど
に
も
載
る
と
解
説
す

る
。

（
33
）　

な
お
、
同
じ
墓
域
で
も
他
共
同
体
の
者
同
士
の
合
葬
は
タ
ブ
ー
を
破
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
理
解
も
あ
る
。

（
34
）　

こ
の
史
料
は
、『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
内
に
安
康
天
皇
三
年
八
月
の
事
件

と
し
て
記
述
さ
れ
る
。

（
35
）　

小
林
行
雄
「
阿
豆
那
比
考
」（
小
林
行
雄
『
古
墳
文
化
論
考
』
平
凡
社
、
一
九
七
五
）

（
36
）　

齋
藤
忠
「
合
葬
の
問
題
に
と
も
な
う
「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
つ
い
て
」（
齋
藤
忠
『
東

ア
ジ
ア
葬
・
墓
制
の
研
究
』
第
一
書
房　

一
九
八
七
）

（
37
）　

田
中
良
之
『
古
墳
時
代
親
族
構
造
の
研
究
』（
柏
書
房
、
一
九
九
五
）・『
骨
が
語
る
古

代
の
家
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
）・「
古
墳
時
代
の
家
族
・
親
族
・
集
団
」（『
古

墳
時
代
の
日
本
列
島
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
）・「
人
骨
か
ら
み
た
古
墳
時
代
親
族
関

係
」（『
考
古
学
に
よ
る
日
本
歴
史
十
五
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
）・「
出
土
人
骨
か
ら
親

族
構
造
を
推
定
す
る
」（『
新
し
い
研
究
法
は
考
古
学
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
（
第
二

版
）』
ク
バ
プ
ロ
、
一
九
九
五
）・「
出
土
人
骨
を
用
い
た
親
族
構
造
研
究
」（『
古
代
の

日
本
十
（
研
究
資
料
編
）』
一
九
九
三
）。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
九
州
の
事
例
が
多

い
が
、
田
中
氏
は
墓
の
形
式
が
他
の
地
域
で
も
同
じ
で
あ
る
た
め
、
問
題
な
い
と
し
て

い
る
。

（
38
）　

神
功
皇
后
紀
は
『
日
本
書
紀
』
の
原
本
と
さ
れ
る
帝
紀
・
旧
辞
の
旧
辞
に
七
世
紀
に

な
っ
て
編
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
伝
説
の
原
型
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た

と
さ
れ
る
（
塚
口
氏
前
掲
論
文
）。
そ
の
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
仁
藤
敦
史
氏
も
、

応
神
朝
を
四
世
紀
後
半
と
し
て
良
い
と
す
る
。
仁
藤
敦
史
「
帝
紀
・
旧
辞
と
王
統
譜
の

成
立
」（
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
編
『
史
料
と
し
て
の
「
日
本
書
紀
」
―
津
田
左
右

吉
を
読
み
な
お
す
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
））
応
神
天
皇
は
神
功
皇
后
の
息
子
で
あ

る
た
め
、
四
世
紀
前
半
辺
り
の
伝
説
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
伝
説
の
内
容
は
「
実
際
上

の
事
実
」
で
は
な
い
が
、「
思
想
上
の
事
実
、
も
し
く
は
心
理
上
の
事
実
」
と
捉
え
ら



「
阿
豆
那
比
の
罪
」
に
関
す
る
一
考
察

一
六
一

れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
百
年
単
位
で
変
化
す
る
合
葬
と
い
う
風
俗
に
つ
い
て
、
神

功
皇
后
紀
が
ど
の
時
期
に
当
た
る
か
を
考
え
た
い
だ
け
な
の
で
、
四
世
紀
前
後
の
伝
説

と
比
定
し
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
『
日
本
書
紀
』
の
記
年
に
よ
っ
て
、

年
代
を
遡
る
と
、
阿
豆
那
比
の
記
事
は
、
西
暦
二
〇
一
年
に
起
き
た
こ
と
に
な
る
が
、

本
居
宣
長
・
那
珂
通
世
が
一
二
〇
年
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
し
、
井
上
光
貞
も

そ
の
理
由
と
し
て
、
卑
弥
呼
に
神
功
を
比
定
す
る
た
め
と
し
て
い
る
（
井
上
光
貞
『
日

本
の
歴
史
一　

神
話
か
ら
歴
史
へ
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
））。
単
純
に
一
二
〇

年
を
足
す
と
三
二
一
年
と
な
り
、
四
世
紀
と
な
る
。

（
39
）　

同
共
同
体
の
兄
弟
姉
妹
で
夫
婦
と
な
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
が
、
同
母
兄

弟
の
結
婚
は
タ
ブ
ー
を
破
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
異
母
兄
弟
か
つ
同
共
同
体
内
で
の
婚

姻
を
想
定
し
た
場
合
は
例
外
と
な
り
う
る
。

（
40
）　

但
し
、
夫
婦
合
葬
が
タ
ブ
ー
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
り
、
一
般
的
に

六
〜
九
世
紀
に
夫
婦
合
葬
が
多
い
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
関
口
裕
子
「
日
本

古
代
に
お
け
る
夫
婦
合
葬
の
一
般
的
不
在
―
六
世
紀
前
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
を
中
心
に

―
」（『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
二
〇
〇
一
））。

（
41
）　

呉
哲
男
「
祝
の
系
譜
」（『
古
代
言
語
探
究
』（
五
柳
書
院
、
一
九
九
二
）。
他
、
中
塩

清
臣
「
巫
祝
文
学
の
基
層
」（『
國
學
院
雑
誌
』
六
三
―

九　

一
九
六
二
・
九
）、
鵜
殿
正

元
「
日
本
古
典
文
学
の
巫
祝
性
」（『
上
代
文
学
』
二
五　

一
九
六
九
・
十
）
な
ど
も
あ

る
が
、
日
本
古
代
の
祝
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
42
）　

西
宮
秀
紀
「
祝
・
祝
部
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
律
令
国
家
と
神
祇
祭
祀
制
度
の

研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
）。
初
出
は
西
宮
秀
紀
「
神
祇
官
成
立
の
一
側
面
―
祝
・

祝
部
を
中
心
に
―
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
七
、
一
九
七
八
））。

（
43
）　

杉
崎
美
智
子
「
祝
に
関
す
る
一
試
論
―
日
本
古
代
国
家
の
成
立
史
に
ふ
れ
て
―
」（『
史

艸
』
一
九
、
一
九
七
八
）
に
よ
る
。
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
神
と
人
の
領
域
を
区
切

る
代
わ
り
に
祝
と
な
っ
て
神
を
祀
っ
た
真
多
智
と
い
う
人
物
の
逸
話
と
、
堤
防
を
造
る

際
に
邪
魔
を
し
た
蛇
の
神
を
退
去
し
な
い
な
ら
生
物
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
っ
て
、
退

散
さ
せ
た
壬
生
連
麿
の
逸
話
で
あ
る
。

（
44
）　

こ
の
箇
所
も
、『
日
本
書
紀
』
の
成
立
過
程
か
ら
、「
実
際
上
の
事
実
」
で
は
な
い
と

考
え
る
べ
き
だ
が
、
祝
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
「
思

想
上
の
事
実
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
た
め
、
参
照
す
る
。

（
45
）　

西
宮
秀
紀
「
祝
・
祝
部
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
律
令
国
家
と
神
祇
祭
祀
制
度
の

研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
）。
初
出
は
西
宮
秀
紀
「
神
祇
官
成
立
の
一
側
面
―
祝
・

祝
部
を
中
心
に
―
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
七
、
一
九
七
八
））。
西
宮
氏
以
前
の
文

献
は
、
西
宮
氏
の
論
文
内
の
註
に
詳
し
い
。
西
山
徳
「
律
令
時
代
に
お
け
る
禰
宜
祝
の

地
位
」（『
宗
教
研
究
』
一
三
三
、
一
九
五
二
）、
林
陸
朗
「
上
代
神
職
制
度
の
一
考
察
」

（『
神
道
学
』
二
九
、
一
九
六
一
）、
梅
田
義
彦
『
神
祇
制
度
史
の
基
礎
的
研
究
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
四
）、
岩
崎
小
彌
太
「
祝
部
」（『
神
道
学
』
六
四
、
一
九
七
〇
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
43
）　

ま
た
『
万
葉
集
』
に
は
祝
が
三
件
、
祝
部
が
二
件
、
神
主
部
と
書
い
て
、「
ハ
フ
リ
ヘ
」

と
読
ま
せ
る
歌
が
一
件
存
在
す
る
。
こ
の
内
、
祝
に
つ
い
て
は
、
巻
四　

七
一
二
に
「
味う

ま

酒さ
け

呼を　

三み

輪わ

之の

祝は
ふ
り

我が　

忌
い
は
ふ

杉す
ぎ　

手て
ふ
れ
し
つ
み
か

觸
之
罪
歟　

君き
み

二に

遭あ
い

難が
た

寸き

」、
巻
七　

一
四
〇
三
に

「
三み

幣ぬ

帛さ

取と
り　

神か
み

之の

祝は
ふ
り

我が　

鎮い
は
ふ
す
ぎ
は
ら

斎
杉
原　

燎た
き
ぎ
こ
り

木
伐　

殆ほ
と
ほ
と
し
く
に

之
國　

手て

斧を
の

所p

取と
ら

奴え
ぬ

」、
巻
一

九　

四
二
四
三
に
「
住す

み
の
え
に

吉
尓　

伊い

都つ

久く

祝は
ふ
り

之が　

神か
む

言ご
と

等と　

行ゆ
く
と
も
く
と
も

得
毛
来
等
毛　

舶ふ
ね

波は

早は
や

家け

无む

」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
祝
部
と
あ
る
歌
は
、『
万
葉
集
』
巻
十　

二
三
〇
九
に
「
祝は
ふ
り部

等ら

之が　

斎い
は
ふ
や
し
ろ
の

経
社
之　

黄も
み
じ
ば
も

葉
毛　

標し
め

縄な
わ

超こ
え

而て　

落ち
る
と
い
ふ
も
の
を

云
物
乎
」、
巻
十
二　

二
九
八
一
に

「
祝は

ふ
り部

等ら

之が　

斎い
は
ふ
み
も
ろ
の

三
諸
乃　

犬ま
そ
か
が
み

馬
鏡　

懸
か
け
て
し
の
ひ
つ

而
偲　

相あ
ふ

人ひ
と

毎ご
と
に」

の
二
つ
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

は
巻
が
降
る
ご
と
に
時
代
も
下
る
。
四
二
四
三
が
存
在
す
る
た
め
、
完
全
に
祝
が
祝
部

に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
祝
が
徐
々
に
祝
部
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
の
一
端
を

伺
う
こ
と
は
で
き
る
。

（
47
）　

直
木
氏
前
掲
論
文
。
注
（
10
）

（
48
）　
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
二
月
丙
申
条
に
あ
る
、
神
武
が
物
部
の

遠
祖
、
饒に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と

速
日
命
を
寵
し
た
記
事
で
あ
る
「
天
皇
素
聞w

饒
速
日
命
、
是
自p

天
降
者z

而
今
果
立w

忠
效z

則
誉
而
寵
之
。」
と
い
え
る
。




