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は
　
じ
　
め
　
に

　
こ
れ
ま
で
に
神
武
天
皇
に
関
す
る
研
究
は
多
い
が
、
神
武
伝
説
が
、
日
本

初
代
の
「
天
皇
」
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
は
、
案
外
注

意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
神
武
伝
説
の
成
立
を
、
天
皇
思
想
と
の
関
連
に

お
い
て
と
ら
え
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
神
武
伝
説
を
、

『
記
』
『
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
皇
室
神
話
と
の
関
連
と
い
う
面
か
ら
取
り

上
げ
た
説
も
、
こ
れ
ま
た
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
神
武
伝
説
は
、

そ
の
理
念
に
お
い
て
、
天
孫
降
臨
神
話
と
密
接
不
離
の
関
係
を
持
ち
つ
つ
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
神
話
は
、
日
本
天
皇
の
位
を
、
中
国
思
想
に
お
け
る
天
の
最
高
神
天

皇
大
帝
の
位
に
擬
し
、
そ
の
天
皇
位
の
成
立
や
そ
の
獲
得
の
由
来
を
中
核
に

構
成
さ
れ
た
神
話
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
従
来
は
、
『
記
』
『
紀
』
の
日
本
神
話

に
対
し
て
も
、
そ
う
い
う
見
方
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
『
記
』
『
紀
』
神
話
の

性
格
を
、
天
皇
位
の
由
来
を
説
い
た
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
日
本
初
代
の
「
天
皇
」
の
物
語
た
る
神
武
伝
説
と
、
『
記
』
『
紀
』
の

神
話
と
を
、
そ
う
し
た
見
方
に
お
い
て
結
合
し
、
そ
の
立
場
か
ら
神
武
伝
説

の
成
立
を
検
討
す
る
道
が
開
け
て
く
る
。

　
本
稿
で
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
神
武
伝
説
を
『
記
』

『
紀
』
の
神
話
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
、
ま
た
、
そ
の
神
話
の
背
景
を

な
し
て
い
る
古
代
律
令
国
家
の
国
家
祭
祀
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ

の
成
立
事
情
や
成
立
時
代
等
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

醐
　
神
武
伝
説
の
性
格

　
『
古
事
記
』
の
人
皇
の
世
の
歴
代
に
つ
い
て
、
そ
の
習
頭
部
分
の
叙
述
を

取
り
出
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
二
代
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以
下
に
つ
い
て
見
る
と
、

　
神
沼
河
耳
命
、
葛
城
の
高
岡
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
し
き
。

　
此
の
天
皇
、
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
祝
詞
』
の
旨
み
下
し
文
に

　
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）

　
師
木
津
日
子
玉
手
見
命
、
片
塩
の
浮
穴
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
灘
ら

　
し
め
し
き
。
此
の
天
皇
、
…
…

　
大
倭
日
子
鋸
強
壮
、
軽
の
境
岡
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
し

　
き
。
此
の
天
皇
、
…
…

　
御
真
津
日
子
詞
恵
志
泥
命
、
葛
城
の
築
上
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治

　
ら
し
め
し
き
、
此
の
天
皇
、
…
…

こ
の
よ
う
な
形
式
が
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
ま
で
つ
づ
く
。
第
十
二
代
調
髪
天

皇
以
下
の
三
代
は
、

　
宮
詣
日
子
灘
斯
呂
和
気
天
皇
、
纒
向
の
日
代
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下

　
治
ら
し
め
し
き
。
此
の
天
皇
、
…
…

　
若
帯
日
子
天
皇
、
近
淡
海
の
志
賀
の
漏
穴
言
条
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下

　
治
ら
し
め
し
き
。
此
の
天
皇
、
…
…

　
帯
中
日
子
天
皇
、
黒
門
の
豊
浦
宮
、
及
筑
紫
の
詞
志
比
宮
に
坐
し
ま
し
て
、

　
天
の
下
治
ら
し
め
し
き
。
此
の
天
皇
、
…
…

と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
歴
代
は
、
大
体
の
と
こ
ろ
で
雷

え
ば
、
第
二
代
か
ら
第
十
一
代
ま
で
の
も
の
に
近
い
。
右
に
見
た
よ
う
に
、

第
二
代
以
下
は
、
多
少
の
差
異
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
全
部
が
、
冒
頭
か
ら

「
天
皇
」
の
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
初
代
神
武

の
場
合
だ
け
は
、
叙
述
の
形
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
神
武
に
つ
い
て
見
る
と
、
　
「
天
皇
」
の
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
物
語

の
後
半
以
後
で
あ
る
。
　
『
古
事
記
』
の
神
武
記
事
の
内
容
を
、
東
征
、
皇
后

選
定
、
タ
ギ
シ
ミ
ミ
の
命
の
反
逆
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
み
る
と
、

神
武
が
「
天
皇
」
の
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
東
征
に
よ
っ
て
大
和
を

平
定
し
お
わ
り
、
即
位
も
お
わ
っ
て
、
皇
后
選
定
の
段
階
に
入
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
皇
后
選
定
以
前
の
記
事
、
す
な
わ
ち
東
征
か
ら
即
位
に
至
る

ま
で
の
部
分
に
お
い
て
、
神
武
は
い
か
な
る
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
か
、

そ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
武
記
事
の
一
つ
の
重
要
な
性
格
考

察
の
、
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
神
武
物
語
の
は
じ
め
は
、
　
「
神
倭
伊
波
蒼
黒
野
牛
、

其
の
伊
呂
兄
五
瀬
命
と
二
柱
、
高
千
穂
宮
に
坐
し
て
認
り
て
震
り
た
ま
ひ
け

ら
く
、
云
々
」
の
文
で
は
じ
ま
る
。
こ
こ
で
は
神
武
は
「
神
倭
伊
波
礼
毘
古

命
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
称
は
熊
野
村
の
条
ま
で
用
い
ら
れ
る
。
熊
野
の
地
に

入
っ
た
神
武
と
そ
の
全
軍
は
、
大
熊
と
化
し
た
山
神
の
気
に
あ
て
ら
れ
て
全

減
寸
前
の
状
態
に
陥
る
が
、
こ
の
暗
以
後
、
大
和
平
定
を
終
え
て
即
位
に
至

る
ま
で
、
神
武
は
「
天
神
御
子
」
（
以
下
「
天
っ
神
の
御
子
」
と
記
す
。
）
と

呼
ば
れ
る
。
そ
の
の
ち
物
語
は
、
青
魚
選
定
か
ら
タ
ギ
シ
ミ
ミ
の
命
の
反
逆
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神武伝説の成立（慶畑）

へ
と
移
る
が
、
そ
の
時
に
至
る
と
「
天
つ
神
の
御
子
」
の
称
は
消
え
、
も
っ

ぱ
ら
「
天
皇
」
の
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
　
『
古
事
記
』
の
神
武
記
事
に
つ
い
て
、
神
武
に
対
す
る
称

呼
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
神
武
記
事
の
作
者
は
、
即
位
ま
で
は
、
神

武
を
見
る
の
に
「
天
つ
神
の
御
子
」
を
も
っ
て
し
、
即
位
以
後
は
「
天
盛
こ

を
も
っ
て
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
神
武
記
事
作
者
の
意
識
を
、

は
っ
き
り
と
君
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
　
『
古
事
記
』
に

お
け
る
神
武
物
語
の
、
一
つ
の
重
要
な
性
格
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
、
神
武
物
語
は
、
　
「
天
つ
神
の
御
子
」
が
即
位
に
よ
っ
て
「
天
皇
」
と
な

る
物
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
天
皇
」
と
は
も
ち
ろ
ん
中
国
伝
来
の
成

語
で
、
天
上
の
最
高
神
を
意
味
す
る
。
神
武
は
そ
の
「
天
皇
」
を
も
っ
て
呼

ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
神
武
物
語
の
重
要
な
性
格
の
一
端
が
の
ぞ
い
て

い
る
。
そ
こ
に
蔵
さ
れ
て
い
る
重
大
な
性
格
を
把
握
せ
ず
に
、
神
武
物
語
成

立
の
核
心
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
神
武
が
な
ぜ
「
天
つ

神
の
御
子
」
と
さ
れ
る
の
か
。
神
武
物
語
は
な
ぜ
「
天
つ
神
の
御
子
」
の
物

語
と
し
て
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
「
天
つ

神
の
御
子
」
が
葦
原
中
国
の
君
主
と
な
る
際
に
、
な
ぜ
「
天
皇
」
と
な
る
の

か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
神
武
伝
説
の

本
質
に
か
か
わ
る
疑
問
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
疑
問
を
物
語
の
溝
造
に
即
し

て
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
神
武
伝
説
成
立
の
謎
に
迫
る
道
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
神
武
物
語
の
構
造
上
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
天
孫

降
臨
神
話
と
の
関
係
で
あ
る
。
神
武
物
語
が
降
臨
神
話
の
完
結
部
に
あ
た
る

と
い
う
関
係
的
構
造
こ
そ
、
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
で
あ
り
、
そ
の
構
造
の
深

部
の
解
明
こ
そ
、
神
武
伝
説
成
立
の
謎
を
鯉
…
く
鍵
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
神
武
が
な
ぜ
「
天
つ
神
の
御
子
」
と
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
最
初
の
疑
問
を
、

神
武
物
語
と
降
臨
神
話
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
る
。
　
「
天
つ
神
の
御
子
」

と
は
皇
祖
天
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
皇
祖
天
神
の
命
に
よ
っ
て
皇

孫
が
葦
原
中
国
に
降
臨
し
、
そ
の
子
孫
が
葦
原
中
国
の
君
主
と
な
る
べ
く
定

め
ら
れ
、
そ
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
神
武
は
初
代
霜
主
と
な
っ
た
。
そ
の
よ

う
に
、
神
武
は
皇
祖
天
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
つ
神
の
御
子
」

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
神
武
物
語
は
な
ぜ
「
天
つ
神
の
御
子
」
の
物
語
と
し
て
作
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
疑
問
も
、
神
武
物
語
が
天
孫
降
臨
神
話
を
受
け
つ
い

で
、
そ
の
完
結
部
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
制
作
上
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、

自
然
に
解
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
天
つ
神
の
御
子
」
が
降
臨
し
て
葦
原
中

国
の
統
治
者
と
な
る
と
い
う
の
が
、
降
臨
神
話
の
構
想
で
あ
り
、
そ
の
構
想

に
し
た
が
っ
て
、
降
臨
の
目
的
を
完
結
す
る
た
め
に
、
　
「
天
っ
神
の
御
子
」

た
る
神
武
が
、
こ
の
国
の
統
治
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
神
武
物
語
が
「
天
つ

神
の
御
子
」
の
物
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
自
明
に

属
す
る
こ
と
を
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
す
ぎ
た
観
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
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自
明
の
理
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
神
武
伝
説
成
立
の
考
察
を
展
開
し
て
い
っ

た
研
究
が
、
管
見
の
範
囲
に
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
天
っ
神
の
御
子
」
が
葦
原
中
国
の
君
主
と
な
る
時
、
な
ぜ
「
天
皇
」
と

な
る
の
か
。
三
番
目
の
こ
の
疑
問
を
解
く
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
を
解
く
鍵
も
、
降
臨
神
話
と
神
武
物
語
と
の
関
係
に
あ
る

と
い
う
大
体
の
見
通
し
は
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

天
孫
降
臨
神
話
は
、
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
神
話
で

あ
る
こ
と
が
、
近
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
。
律
令
国
家

の
大
嘗
祭
と
は
、
天
皇
践
酢
の
後
、
そ
の
天
皇
一
代
に
一
度
だ
け
行
な
わ
れ

る
大
祭
祀
で
、
天
皇
は
こ
の
祭
祀
に
お
い
て
皇
祖
神
の
神
霊
と
合
一
し
て
、

「
天
皇
」
た
る
実
質
を
身
に
つ
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
嘗
祭
と
は
そ
う
い

う
宗
教
的
鋼
筆
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
武
が
即
位
に
よ
っ
て
「
天
皇
」

と
な
る
の
も
、
神
武
物
語
が
、
そ
の
大
嘗
祭
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
天
孫

降
臨
神
話
の
完
結
部
に
あ
た
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
大
体
の
推
測
が
な

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
武
物
語
が
降
臨
神
話
の
完
結
部
に
あ
た
る
と
い
う

こ
と
は
、
神
武
物
語
の
な
か
に
、
大
嘗
祭
理
念
を
完
結
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

部
分
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
大
嘗
祭
が
律
令
国
家
に
お
け
る
「
天

皇
」
誕
生
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
嘗
祭
の
理
念
を
完
結
す
る

に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
部
分
は
、
神
武
が
即
位
し
て
「
天
皇
」
と
な
る
部
分
以

外
に
は
な
い
。

　
神
武
が
即
位
し
て
か
ら
後
、
　
「
天
皇
」
と
さ
れ
る
物
語
の
秘
密
は
、
大
嘗

祭
に
お
い
て
新
君
主
と
合
一
す
る
と
さ
れ
る
皇
祖
霊
、
す
な
わ
ち
降
臨
神
話

に
お
け
る
二
柱
の
皇
祖
神
の
う
ち
の
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
神
の
神
格
の
う
ち
に

か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
皇
祖
神
と
い
え
ば
一
般
に
ア
マ
テ
ラ
ス

だ
け
が
連
想
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
日
神
で
あ
っ
て
「
天

皇
」
と
呼
ば
れ
る
神
格
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
介
し
い
君
主
を
「
天

皇
」
た
ら
し
め
る
神
格
と
し
て
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
議
論
が
先
走
り
す
ぎ
た
が
、
神
武
が
即
位
の
後
に
「
天

皇
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
神
武
物
語
が
、
降
臨
神
話
の
一
応
の

完
結
部
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
を
、
や
や
立
ち

入
っ
て
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
一
度
ふ
り
か
え
っ
て
、
や
や
異
な
っ
た
表
現
を
ま
じ

え
な
が
ら
内
容
を
ま
と
め
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
神
武
伝
説
は
「
天
つ

神
の
御
子
」
が
「
天
皇
」
と
な
る
物
語
で
あ
る
こ
と
。
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ

て
皇
祖
神
か
ら
下
さ
れ
た
葦
原
中
国
統
治
の
詔
命
が
、
神
武
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
神
武
物
語
の
側
か
ら
言
え
ば
、

神
武
物
語
は
神
代
と
の
間
に
内
薗
的
な
連
続
性
を
持
ち
、
天
孫
降
臨
の
完
結

部
を
な
す
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
。
神
武
が
「
天
つ
神
の
御
子
」
と
し
て

語
ら
れ
、
「
天
皇
」
と
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
神
武
伝
説
の
持
つ

上
述
の
性
格
に
添
っ
て
、
降
臨
神
話
の
な
か
に
鍵
を
求
め
て
い
け
ば
、
右
の
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よ
う
に
語
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
が
分
か
り
、
あ
る
い
は
そ
の

解
明
の
見
通
し
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
点
を
述
べ
た
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
要
約
す
る
な
ら
、
神
武
伝
説
は
天
孫
降
臨
神
話
の
完
結
部
と
し

て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一
点
に
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
方
向
を
変
え
て
、
別
の
視
点
か
ら
、
神
代
と
神
武
伝
説
と
の
連
続

性
の
問
題
を
、
い
ま
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
行
な
っ
て
い
る
考
察

は
、
い
ず
れ
も
、
神
武
伝
説
の
基
本
的
性
格
の
大
体
を
ま
ず
把
握
し
て
、
伝

説
成
立
の
考
察
の
基
本
的
方
向
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
で
は
、
神
武
が
ど
の
よ
う
に
し
て
天
皇
位
に
至
っ
た
と
語
ら
れ
て
い

る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　
神
武
物
語
に
お
い
て
、
印
象
的
か
つ
特
徴
的
な
点
は
、
神
武
が
困
難
や
障

害
を
乗
り
こ
え
、
試
練
に
た
え
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
困

難
や
障
害
を
乗
り
こ
え
る
際
に
、
必
ず
神
々
の
援
助
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
天
上
界
の
最
高
神
と
せ
ら
れ
る
「
天
皇
」

の
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
に
至
る
。
神
武
物
語
中
の
神
助
の
最
も
著
し
い
も

の
は
、
熊
野
の
地
で
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
大
熊
と
化
し
た
山
神
の
慧
気
に
全

軍
が
倒
れ
た
時
、
天
上
の
皇
祖
神
の
降
し
た
霊
剣
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て

救
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
皇
祖
神
の
遣
わ
し
た
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
に
導
か
れ
、
魔
境

熊
野
の
山
中
を
突
破
し
、
大
和
で
の
勝
利
を
得
る
。
　
『
書
紀
』
の
物
語
に
お

い
て
は
さ
ら
に
多
く
の
神
助
が
語
り
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
神
武
物
語
に
見
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
物
語
の
型
、
試
練
に
遭
い
、
神
助
を

得
、
宝
器
を
入
手
し
て
霊
能
を
身
に
つ
け
、
つ
い
に
超
絶
し
た
地
位
に
登
る

と
い
う
型
は
、
神
代
の
神
々
の
事
蹟
を
語
る
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
型

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
渓
声
た
ち
の
迫
害
に
遭
い
、
根
の
国
に
の
が
れ
、
そ

こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
に
よ
る
試
練
を
受
け
、
そ
れ
を
妻
ス
セ
リ
ヒ
メ
の
助
力

に
よ
っ
て
克
服
し
、
生
大
力
・
生
弓
矢
・
天
の
詔
琴
等
の
宝
器
を
得
て
地
上

の
国
に
か
え
り
、
つ
い
に
大
国
主
の
地
位
に
の
ぼ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
命
の
神

話
。
ま
た
、
失
っ
た
釣
針
の
た
め
兄
神
に
責
め
ら
れ
、
シ
ホ
ツ
チ
の
神
の
助

け
を
受
け
て
海
神
の
国
に
赴
き
、
海
神
か
ら
贈
ら
れ
た
霊
珠
に
よ
っ
て
潮
の

干
満
を
起
こ
し
、
兄
神
を
屈
服
さ
せ
て
神
統
の
継
承
者
と
な
っ
た
ホ
ヲ
リ
の

命
の
神
話
学
は
そ
れ
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
物
語
は
、
西
郷
信
綱
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
王
と
な
る
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
も
の
で
あ

①る
。
迫
害
や
試
練
や
神
助
等
の
過
程
は
、
ホ
オ
ナ
ム
チ
が
そ
の
地
位
に
至
る

に
必
要
な
過
程
と
し
て
語
ら
れ
た
。
ホ
ヲ
リ
の
命
や
神
武
の
場
合
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
位
に
至
る
に
必
要
な
過
程
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ホ
ヲ
リ
の
命
や
神
武
だ
け
で
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
の

命
の
迫
害
に
よ
る
岩
戸
こ
も
り
が
あ
り
、
ホ
ノ
ニ
田
草
の
命
に
は
天
空
よ
り

す
る
降
臨
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
た
め
に
は
、
神
々
に
よ
る
岩

戸
前
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
、
ホ
ノ
胴
＝
一
ギ
の
降
臨
の
た
め
に
は
、
天
上
の
神
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々
に
よ
る
葦
原
中
国
の
神
々
の
平
定
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
試
練
を

克
服
し
、
神
々
の
助
け
を
得
て
神
統
中
に
列
し
て
い
る
。
神
里
中
に
そ
の
地

位
を
占
め
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
は
必
要
な
過
程
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
ご

と
く
で
あ
る
。

　
神
武
物
語
が
そ
れ
ら
の
説
話
と
同
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
武
物
語

の
作
者
が
、
降
臨
神
話
の
完
結
部
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
物
語
を
同
型
の
も

の
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
説
話
型
に
見
ら
れ
る
そ
う
し

た
発
想
も
、
さ
き
に
見
て
お
い
た
思
想
的
内
容
と
と
も
に
、
神
代
の
延
長
上

の
も
の
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
説
話
型
は
、
神
代
の
作
者
た
ち
が
、

超
絶
し
た
地
位
に
の
ぼ
る
神
々
を
語
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
型
に

し
た
が
っ
て
、
神
武
が
試
練
に
遭
い
神
助
を
か
さ
ね
て
、
天
皇
位
に
の
ぼ
る

い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
た
。
神
武
の
物
語
が
、
即
位
に
至
る
ま
で
に
、
特
別
に

長
い
部
分
を
必
要
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
天
皇
位
に
登
る
に
必
要

な
説
話
上
の
過
程
を
経
て
、
神
武
が
即
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
降
臨
神
話

は
ひ
と
ま
ず
完
結
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
き
に
一
応
の
ま
と
め
を
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
神
武
伝
説
を
も
っ
て
降

臨
神
話
の
完
結
部
と
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
神
武
伝
説
の
成
立

を
伝
説
の
内
側
か
ら
考
え
て
い
く
方
法
を
と
る
限
り
、
上
述
の
そ
の
性
質
を

踏
ま
え
ず
に
な
さ
れ
た
論
は
、
伝
説
の
本
質
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
と
な
る
ほ

か
な
い
。

　
そ
こ
で
さ
き
に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
を
も
っ
て
、
諸
説
検
討
の
基
準
と
し
た

い
と
思
う
が
、
そ
の
神
武
物
語
は
天
孫
降
臨
神
話
の
完
結
部
に
あ
た
る
と
い

う
こ
と
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
当
然
含
ま
れ
て
い
る
。
④
神
武

は
、
高
天
原
の
皇
祖
神
の
詔
命
に
基
づ
い
て
、
こ
の
国
の
統
治
者
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。
⑭
そ
の
高
天
原
は
、
　
『
古
事
記
』
の
開
關
説
や
古
代
の

「
祝
詞
」
の
詞
章
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
上
の
神
々
の
居
所
で
あ
っ
て
、

葦
原
中
国
統
治
の
詔
命
は
、
そ
の
高
天
原
の
最
高
神
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。
0
9
神
武
は
「
天
つ
神
の
御
子
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
天
上
の
皇
祖
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
。
の
降
臨

神
話
は
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
を
反
映
し
た
神
話
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
そ

の
完
結
部
に
あ
た
る
神
武
伝
説
も
、
大
嘗
祭
の
理
念
を
完
結
さ
せ
る
性
格
を

も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
㈹
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
は
、
天
武

朝
の
成
立
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
神
武
物
語
も
、
天
武
朝
こ
ろ
の
成
立
に

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
含
み
を
も
っ
て
、
次
に
諸
説
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

　
論
文
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
最
初
に
そ
の
テ
…
マ
に
関
す
る
学
説

史
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
入
っ
て
い
く
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
神
武
伝
説

の
ご
と
く
、
過
去
に
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
を
も
つ
も
の
に
あ
っ
て
は
、
過
去

の
業
績
を
検
討
す
る
た
め
の
一
定
基
準
を
、
は
じ
め
に
設
定
し
て
お
く
の
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
整
理
に
手
間
ど
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
　
一
般
の
場
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合
と
は
順
序
を
逆
に
し
て
、
諸
説
検
討
の
た
め
の
基
準
を
ま
ず
設
定
し
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
検
討
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
基
準
と

す
る
と
こ
ろ
は
、
神
武
物
語
が
天
孫
降
臨
神
話
の
完
結
部
を
な
す
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。
諸
説
が
根
本
の
と
こ
ろ
で
、
神
武
物
語
の
こ
の
基
本
的
な
性
格

を
把
握
し
て
説
を
立
て
て
い
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
そ
の
前
に
一
つ
補
足
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
神
武
物
語
の
性
格
を

考
え
よ
う
と
す
る
時
、
物
語
の
原
形
に
近
い
の
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書

紀
』
の
い
ず
れ
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
。
先
学
の
説
を
見
て
み
る
と
、
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
左
右
吉
事
は
大
体
に
お
い
て
『
古
事
記
』
の
方
に
古
い
形
が
残
る
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

梅
澤
伊
勢
三
氏
は
逆
に
『
書
紀
』
の
方
を
古
い
と
し
て
い
る
。
神
武
の
場
合

の
『
記
』
『
紀
』
の
前
後
関
係
は
、
別
の
機
会
に
考
え
た
い
と
思
う
が
、
　
こ

こ
で
は
私
見
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
の
方
を
古
い
と
し
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
に

よ
っ
て
考
察
を
進
め
て
来
た
。

　
①
　
西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
の
世
界
』
、
九
四
頁
。

　
②
　
津
田
左
右
吉
氏
『
日
本
古
典
の
研
究
』
ω
、
二
六
コ
貝
－
二
六
五
頁
。

　
⑧
梅
澤
伊
勢
三
氏
『
続
記
紀
批
判
』
、
　
八
五
頁
…
二
二
三
頁
。

二
　
諸
説
の
検
討

　
前
項
で
、
神
武
物
語
は
降
臨
神
話
の
一
応
の
完
結
部
に
あ
た
る
と
い
う
、

神
武
物
語
の
基
本
的
性
格
を
見
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
基
本
的
性
格
を
は
っ

き
り
と
踏
ま
え
た
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
う

し
た
点
の
検
討
を
行
な
い
、
神
武
物
語
の
成
立
に
関
し
て
、
本
稿
で
開
拓
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
を
探
し
出
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
と
り
出
さ
れ
た
未
開
の
分
野
を
、
後
の
項
に
お
い
て
逐
次
開

発
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
神
武
物
語
成
立
の
研
究
は
、
そ
の
物
藷
の
本
質
に
即
し
て
行
な
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
神
武
物
語
の
性
格
を
ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う

点
か
ら
諸
説
を
分
け
る
と
、
古
代
に
お
け
る
九
州
勢
力
の
東
漸
を
述
べ
た
も

の
と
す
る
史
実
説
と
、
物
語
そ
の
も
の
が
虚
構
で
あ
る
と
す
る
説
と
に
分
け

ら
れ
よ
う
。
虚
構
説
は
ま
た
便
宜
上
、
神
武
物
語
は
崇
神
天
皇
伝
承
か
ら
分

離
し
た
も
の
と
す
る
説
と
、
そ
の
他
の
説
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。

　
史
実
説
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
、
邪
馬
台
国
あ
る
い
は
邪
馬
台

国
を
構
成
し
て
い
た
勢
力
が
東
漸
し
た
の
が
、
神
武
物
語
で
あ
る
こ
と
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

じ
て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
そ
の
主
な
論
者
と
し
て
は
、
牧
健
二
・
植
村
清

②
　
　
　
　
　
③

二
・
安
本
美
典
等
の
諸
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
邪
馬
台
国
東
漸
説
以
外
で
は
滝

川
政
次
郎
氏
が
あ
る
。
滝
用
氏
は
、
漢
の
武
帝
の
圧
力
が
東
方
へ
波
及
し
た

際
、
そ
の
余
波
を
受
け
て
九
州
か
ら
東
へ
移
り
、
大
和
を
避
暑
し
た
の
が
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

武
天
皇
で
あ
っ
た
と
す
る
。
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右
の
諸
説
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
反
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
邪
馬
台
国
あ
る
い
は
そ
の
関
連
勢
力
の
東
漸
と
し
た
説
に
対
す
る
直
木

孝
次
郎
氏
の
反
論
が
あ
る
の
で
、
本
稿
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
な
さ
れ
た

論
で
は
あ
る
が
、
挙
げ
て
お
き
た
い
。
直
木
氏
は
そ
れ
ら
の
諸
説
を
も
っ
て
、

邪
馬
台
国
九
州
説
を
前
提
と
し
、
か
つ
神
武
東
征
物
語
が
史
実
に
も
と
つ
い

て
い
る
と
い
う
仮
説
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の

前
提
の
正
し
さ
を
立
証
す
る
史
料
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
古
墳

等
の
考
古
学
的
資
料
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
大
和
を
中
心
と
す
る
国
家
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

和
・
河
内
地
方
の
勢
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。

　
神
武
物
語
は
降
臨
神
話
の
一
応
の
完
結
部
で
あ
る
と
す
る
小
論
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
史
実
説
は
ど
う
な
る
の
か
。
降
臨
神
話
の
文
脈
は
、

日
本
天
皇
の
系
譜
が
、
　
「
天
皇
」
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
天
上
の
最
高
神
か
ら

つ
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
主
眼
目
が
あ
り
、
神
武
物
語
に
つ
い

て
い
え
ば
、
降
臨
か
ら
つ
づ
く
そ
の
文
脈
を
、
神
武
が
初
代
の
「
天
皇
」
と

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
主
眼
目
が
あ
る
。
第
一
、
天
神

思
想
や
天
皇
の
観
念
が
日
本
で
行
な
わ
れ
だ
し
た
時
代
に
、
古
代
九
州
の
勢

力
を
「
天
つ
神
の
御
子
」
と
か
「
天
皇
」
と
か
呼
ぶ
理
由
が
な
い
。
ま
た
、

こ
の
文
脈
の
性
質
上
、
物
語
の
虚
構
性
は
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
神

に
よ
る
詔
命
、
天
降
り
、
天
神
の
子
孫
に
よ
る
国
土
統
治
の
筋
書
き
等
々
。

東
漸
は
そ
の
虚
構
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
一
筋
で
あ
る
。
そ
の
文
脈
の

性
格
か
ら
考
え
て
、
東
漸
が
史
実
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
見
田
し

が
た
い
。

　
物
語
の
な
か
か
ら
建
国
の
史
実
を
探
ろ
う
と
い
う
固
定
し
た
立
場
を
と
る

時
に
は
、
神
武
東
漸
は
重
要
な
問
題
と
映
る
で
あ
ろ
う
が
、
神
武
伝
説
の
本

質
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
神
武
物
語
作
者
の
制
作

心
理
に
基
づ
い
て
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
か
ら
東
漸
の
史
実
に
関
す
る
何

か
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
妥
当
な
も
の
と
は
堅
い
が
た
い
。

　
次
に
神
武
伝
説
を
も
っ
て
虚
構
と
す
る
説
の
検
討
に
移
り
た
い
。
ま
ず
、

神
武
伝
説
が
傷
神
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
作
ら
れ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て

見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
説
の
な
か
で
、
肥
後
和
男
氏
は
、
神
武
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

崇
神
の
規
範
あ
る
い
は
根
源
を
示
す
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
と
し
、
坂
本
太

郎
氏
は
、
神
武
そ
の
も
の
は
実
在
と
し
た
上
で
、
そ
の
語
ら
れ
て
い
る
事
蹟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
崇
神
の
そ
れ
を
過
去
に
投
影
し
た
も
の
と
す
る
。
水
野
予
算
は
、
神
武
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

物
語
は
崇
神
の
物
語
の
前
半
部
を
分
離
改
作
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
は
、
崇
神
天
皇
を
実
在
と
し
て
、
そ
の
崇
重
と
の
関
係
に
お

い
て
神
武
伝
説
が
作
ら
れ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
説
者
の
思
考
は
、
崇
神
の

時
代
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
古
い
時
代
に
向
か
っ
て
遡
る
方
向
を
と
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
前
項
で
見
た
『
記
』
『
紀
』
の
作
者
が
、
神
代
を
受
け
て
神

武
伝
説
を
構
成
し
た
方
向
と
は
逆
で
あ
る
。
降
臨
の
完
結
部
と
し
て
神
武
伝

説
が
あ
る
と
い
う
、
両
者
の
関
係
に
即
し
た
思
考
と
は
言
い
が
た
い
。

96 （416）



神武伝説の成立（廣畑）

　
神
武
に
対
す
る
「
天
つ
神
の
御
子
」
の
称
呼
は
、
皇
祖
天
神
の
血
筋
を
た

ど
り
降
っ
て
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
は
じ
め
て
可
能
に

な
る
称
呼
で
あ
っ
て
、
崇
神
か
ら
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
称
呼
で
は
な

い
。
ま
た
、
　
『
記
』
に
お
い
て
、
神
武
が
即
位
後
に
は
じ
め
て
「
天
皇
」
と

呼
ば
れ
る
理
由
も
、
降
臨
神
話
の
一
応
の
完
結
が
神
武
の
即
位
で
あ
る
こ
と

や
、
そ
の
降
臨
神
話
は
大
嘗
祭
を
反
映
し
て
作
ら
れ
た
神
話
で
あ
る
こ
と
や
、

歴
代
の
天
皇
は
大
嘗
祭
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
天
皇
」
た

る
実
質
を
身
に
つ
け
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
他
、
降
臨
神
話
関
連

の
総
合
的
な
認
識
に
よ
っ
て
の
み
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も

ま
た
、
崇
神
の
側
か
ら
遡
っ
て
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
か
く
の
ご
と
く
、
神
武
伝
説
深
奥
部
の
構
想
は
、
崇
神
を
も
と
に
し
て

そ
れ
を
遡
っ
て
作
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
有
り
得
な
い
。

・
次
に
、
神
武
伝
説
を
も
っ
て
虚
構
と
す
る
説
の
う
ち
、
右
に
あ
げ
た
類
の

説
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
津
田

左
右
吉
氏
の
説
で
あ
ろ
う
。
津
臥
氏
は
、
神
武
が
日
向
か
ら
東
遷
し
て
大
和

平
定
を
終
わ
る
ま
で
の
物
語
を
、
神
武
が
日
の
神
の
御
子
と
し
て
、
日
神
の

加
護
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
し
と
げ
た
と
す
る
説
話
だ
と
し
、
歴
史
的
事
実
で

　
　
　
　
　
⑨

は
な
い
と
す
る
。

　
津
田
氏
は
神
代
の
考
察
に
お
い
て
、
　
「
日
の
神
を
皇
祖
と
す
る
こ
と
は
、

す
べ
て
の
物
語
に
通
ず
る
根
本
思
想
で
あ
る
」
と
し
て
、
日
の
神
と
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

皇
室
と
を
連
結
す
る
も
の
と
し
て
降
臨
の
物
語
を
重
視
し
て
い
る
。
神
武
物

語
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
降
臨
の
完
結
部
に
あ
た
る
と
い
う
認
識

は
表
面
に
は
出
て
い
な
い
が
、
そ
の
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　
津
田
氏
は
上
述
の
よ
う
に
日
の
神
を
重
視
し
、
神
武
物
語
に
お
い
て
も
、

神
武
が
「
日
の
神
の
御
子
」
で
あ
る
点
や
、
日
替
の
加
護
と
い
う
点
を
重
視

し
た
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
着
眼
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
は
進
み
得

な
い
限
界
を
も
蔵
し
て
い
た
。
男
神
は
中
国
思
想
に
お
い
て
「
天
皇
」
よ
り

下
位
の
天
神
で
、
　
「
天
皇
」
と
は
全
く
別
の
神
格
で
あ
る
。
日
神
と
の
関
係

だ
け
を
考
え
て
い
て
は
、
神
武
が
「
天
皇
」
と
な
る
説
明
は
で
き
な
い
。

「
天
皇
」
と
な
る
説
明
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
神
武
を
天
皇
大
帝
と
の

関
係
に
お
い
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
神
話
に
つ
づ
く
説
話
構
造
の
な
か

で
天
皇
大
帝
と
関
係
を
持
つ
神
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
神

　
　
⑪

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
津
田
説
の
内
面
に
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
神
武
伝
説
と

の
関
係
を
考
え
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
津
田
氏
は
、
神
武
が

初
代
「
天
皇
」
と
な
る
点
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
い
ま
述
べ
た
津
田
説
内
面
の
事
情
と
い
う
の
に
少
し
ば
か
り
触
れ
て
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
、
津
田
氏
は
神
代
や
神
武
物
語
の
成
立
を
六
世
紀
半
ば
と
考
え
た
。
す
べ

て
の
支
障
は
そ
こ
か
ら
発
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
津
田
氏
は
降
臨
神

話
が
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
を
反
映
し
た
神
話
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い

97　（417）



な
い
。
日
本
天
皇
が
皇
祖
天
神
の
神
霊
と
合
一
し
て
「
天
皇
」
そ
の
も
の
と

な
る
祭
儀
と
し
て
の
大
嘗
祭
は
、
天
武
烈
の
こ
ろ
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
津
田
氏
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
神
に
つ
い
て
も
、
晩
出
の
神
で
中
国

思
想
の
影
響
を
受
け
た
神
で
、
　
「
神
代
史
の
物
語
と
本
質
的
の
関
係
の
無
い

　
　
　
　
　
⑬

も
の
」
と
す
る
。
津
田
氏
は
ま
た
、
神
武
記
事
に
お
け
る
「
天
つ
神
の
御
子
」

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
　
「
此
の
語
は
我
が
国
の
統
治
者
と
い
う
特
殊
な

内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
意
義
に
お
い
て
の
称
呼
で
あ
る
」
と

　
⑭

す
る
。

　
津
田
氏
の
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
六
世
紀
ご
ろ
の
わ
が
国
人
の
「
天
」
や
「
天

神
」
に
関
す
る
知
識
・
思
想
・
信
仰
等
を
も
と
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
お

り
、
神
代
や
神
武
物
語
の
原
形
成
立
を
六
世
紀
半
ば
と
す
る
場
合
、
ど
の
説

で
も
必
然
的
に
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
方
向
を
そ
の
ま
ま
た
ど
っ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
だ
の
で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
結
び
つ
く
道
も
な
く
、

神
武
が
「
天
皇
」
と
な
る
伝
説
を
解
明
す
る
道
も
断
た
れ
て
し
ま
う
。
か
く

し
て
津
田
氏
は
、
神
武
物
語
が
降
臨
神
話
の
完
結
部
を
な
し
て
い
る
と
い
う

点
に
関
す
る
、
最
も
重
要
な
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
津
田
氏
以
後
、
検
討
を
要
す
る
説
は
多
い
が
、
紙
幅
の
都
合
で
い
ま
は
そ

の
多
く
を
割
愛
し
て
、
次
に
水
野
五
霞
の
説
に
移
り
た
い
。
水
野
氏
に
は

「
神
武
天
皇
東
征
伝
説
考
」
そ
の
他
、
神
武
に
関
す
る
詳
細
な
論
文
が
あ
る

が
、
い
ま
は
要
約
に
便
な
た
め
、
同
氏
著
『
日
本
古
代
の
国
家
形
成
』
に
し

た
が
っ
て
述
べ
て
い
く
。
水
野
氏
は
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
文
に
基
礎
づ
け
ら

れ
た
万
世
一
系
的
神
聖
皇
統
の
思
想
の
確
立
干
天
武
朝
に
、
天
皇
氏
系
譜
の

尊
厳
化
の
た
め
に
、
神
武
天
皇
よ
り
開
化
天
皇
ま
で
の
九
代
が
、
崇
神
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
前
に
加
上
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
神
武
伝
説
構
成
の
具
体
的
な
点
に
つ

い
て
は
、
そ
の
渡
航
伝
説
の
部
分
は
、
仁
徳
天
皇
が
北
九
州
か
ら
難
波
に
遷

都
し
た
と
す
る
史
実
を
想
定
し
て
、
そ
の
コ
ー
ス
を
反
映
し
て
作
ら
れ
た
と

　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
る
。
そ
の
後
の
部
分
は
、
細
君
天
皇
の
伝
承
を
も
と
に
す
る
と
と
も
に
、

熊
野
迂
回
伝
説
や
大
和
平
定
伝
説
は
、
壬
申
の
乱
に
天
武
天
皇
が
、
吉
野
か

ら
伊
勢
を
迂
回
し
、
不
破
か
ら
大
津
へ
攻
め
の
ぼ
っ
た
と
い
う
、
近
江
・
大

和
攻
略
の
実
戦
上
の
作
戦
経
過
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
述
作
さ
れ
た
も
の
と
す

⑱
る
。　

右
の
説
の
う
ち
、
渡
航
伝
説
は
、
水
野
氏
自
身
が
神
武
伝
説
中
に
お
い
て

重
要
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
し
、
崇
神
天
皇
と
の
関
係
に

属
す
る
問
題
は
さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
一
応
除

外
し
、
水
野
荒
中
の
残
さ
れ
た
他
の
重
要
部
分
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
見
て
い

き
た
い
。

　
水
野
氏
は
神
武
伝
説
を
も
っ
て
、
万
世
一
系
の
系
譜
を
尊
厳
化
す
る
た
め
、

そ
の
思
想
の
完
成
期
天
武
朝
の
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
、
伝
説
の
主

要
部
分
は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
天
皇
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
し
た
。

こ
の
水
野
説
を
、
さ
き
に
抽
出
し
て
お
い
た
検
討
の
基
準
に
照
ら
し
て
み
る
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と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
水
野
氏
は
万
世
｝
系
の
思
想
を
天
壌
無
窮
の
神
勅
文

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
見
て
い
た
。
ま
た
、
わ
が
国
の
万
世
一
系
の
思

想
の
特
色
が
、
皇
祖
（
天
照
大
神
）
よ
り
現
在
の
天
皇
に
至
る
ま
で
血
筋
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

変
わ
る
こ
と
な
く
つ
づ
く
と
す
る
点
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
よ
っ
て
考
え
る
と
水
野
説
は
、
神
武
伝
説
を
も
っ
て
、
降
臨
神
話
の
延

長
上
に
思
想
的
基
盤
を
同
じ
く
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
と
し
て
よ

い
。
と
す
る
と
、
神
武
伝
説
が
降
臨
神
話
の
完
結
部
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し

た
本
稿
の
立
場
と
き
わ
め
て
相
近
い
。

　
そ
こ
で
水
野
説
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
農
開
を
望
む
と
し
た
な
ら
そ
れ
は
ど

う
い
う
方
面
に
な
る
の
か
、
そ
の
点
を
考
え
て
お
き
た
い
。
水
野
氏
は
皇
祖

神
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
限
っ
て
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
神
武
は
初
代
の

「
天
皇
」
と
な
る
人
で
あ
る
。
　
「
天
皇
」
は
天
上
の
最
高
神
で
そ
の
神
格
は

日
神
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
日
神
の

神
格
の
延
長
上
に
「
天
皇
」
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
日
神
の
子
孫
神
武

は
ど
う
し
て
「
天
皇
」
に
な
る
の
か
。
水
野
説
に
お
い
て
は
こ
の
壁
は
ま
だ

開
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
水
野
氏
は
、
「
神
武
紀
」
に
お
け
る
「
太
歳
甲
寅
」

の
説
明
に
お
い
て
、
神
武
を
太
一
神
と
同
一
視
す
る
思
想
が
「
神
武
紀
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
太
一
神
は
天
皇
大
帝
と
岡
一
視
さ
れ
る

神
で
あ
る
。
水
野
茂
の
こ
の
指
摘
は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
水
野
氏
は

ま
だ
そ
れ
を
神
話
と
神
武
伝
説
と
を
通
ず
る
構
造
の
問
題
と
し
て
理
解
し
て

は
い
な
い
。
も
し
そ
の
点
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
水
野
説
展
開
の
方
向
と
し
て
大
体
右
の
よ
う
な
点

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
後
に
、
問
題
を
そ
う
し
た
方
向
に
展
開
し
て
い
き
た
い
。

　
次
に
西
郷
信
綱
氏
の
説
を
見
て
み
た
い
。
西
郷
氏
は
神
武
伝
説
を
も
っ
て

大
嘗
祭
と
不
離
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
大
嘗
祭
に
お

け
る
嘗
殿
の
秘
儀
を
も
っ
て
、
世
々
の
天
皇
が
祖
先
と
合
一
し
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

み
な
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
命
と
な
る
儀
で
あ
る
と
す
る
。
神
武
天
皇
に
つ
い
て
も
、

「
ホ
ノ
一
＝
一
ギ
の
再
現
、
ま
た
は
分
身
に
他
な
ら
ぬ
」
と
し
、
　
「
神
武
は
大

嘗
祭
の
な
か
か
ら
脱
化
し
て
き
た
人
物
と
見
て
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
」
と

　
　
　
　
㊧

す
る
。
そ
の
説
に
は
、
神
武
伝
説
と
降
臨
神
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識

の
深
さ
が
示
さ
れ
て
お
り
、
降
臨
神
話
と
大
嘗
祭
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
確

か
な
洞
察
が
あ
る
。
西
郷
氏
が
こ
こ
に
と
り
上
げ
て
い
る
大
嘗
祭
は
、
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

う
ん
、
天
武
朝
ご
ろ
に
整
備
さ
れ
荘
厳
化
さ
れ
て
来
た
そ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
さ
き
に
検
討
の
基
準
と
し
て
設
定
し
た
事
項
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

西
郷
説
は
そ
れ
に
ほ
と
ん
ど
完
全
に
合
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ

西
郷
説
に
つ
い
て
も
一
つ
気
に
な
る
点
は
、
ホ
ノ
一
＝
一
挙
の
背
後
に
あ
る
皇

祖
霊
と
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
み
を
見
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
ど
こ
が
問
題
に
な
る
の
か
は
、
水
野
説
の
検
討
に
あ
た
っ
て
す

で
に
触
れ
て
来
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

諸
説
を
検
討
し
来
っ
て
、
水
野
説
と
西
郷
説
と
に
た
ど
り
つ
き
、
両
説
の
す

99　（419）



ぐ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
と
、
両
説
に
基
づ
い
て
今
後
展
附
す
べ
く
残
さ
れ
て
い

る
面
と
を
考
え
て
き
た
。
今
後
に
残
さ
れ
た
面
と
い
う
の
は
、
降
臨
神
話
の

完
結
と
し
て
、
神
武
が
ど
う
し
て
「
天
皇
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
嘗
祭
に
お
い
て
世
々
の
天
皇
が
ど
う
し
て

「
天
皇
霊
」
を
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
つ

ま
り
皇
祖
神
の
神
格
究
明
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
ま
一
つ
の
点

を
加
え
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
両
説
相
互
の
関
連
の
解
明
で
あ
る
。
項
を

あ
ら
た
め
て
考
察
に
移
り
た
い
。

　
な
お
ほ
か
に
、
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
直
木
孝
次
郎
氏
の
研
究
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
。
氏
が
神
武
伝
説
に
お
け
る
壬
申
の
乱
の
反
映
を
指
摘
し
た
点
は
、
今

後
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
他
に
も
す
ぐ
れ
た
研
究
は
少
く
な
い
が
、

本
稿
の
論
旨
に
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
も
の
は
採
り
あ
げ
得
な
か
っ
た
。

①
牧
健
二
氏
「
神
武
東
征
伝
説
の
史
実
性
試
論
」
（
『
史
林
』
、
第
王
七
巻
第
五
号
）
。

・
②
　
植
村
清
二
氏
「
邪
馬
台
國
の
東
遷
」
（
同
氏
著
『
神
武
天
皇
』
）
。

③
安
本
美
典
氏
「
邪
馬
台
国
の
問
題
」
（
同
氏
著
『
神
武
東
遷
』
）
。

④
瀧
川
政
次
郎
氏
「
神
武
天
皇
」
（
『
人
物
新
日
本
史
』
ω
）
。

⑤
直
木
孝
次
郎
氏
「
神
武
天
皇
と
古
代
国
家
」
（
『
神
話
と
歴
史
』
、
＝
ハ
○
頁
i
一

　
六
二
頁
）
。

⑥
　
肥
後
和
男
氏
「
大
和
闘
史
時
代
の
一
考
察
」
（
『
史
潮
』
、
第
五
巻
第
二
号
、
四
九

　
頁
－
五
困
頁
）
。

⑦
坂
本
太
郎
氏
『
日
本
史
概
説
』
ω
、
四
三
頁
一
四
四
頁
。

⑧
　
水
野
祐
氏
「
神
武
天
皇
東
征
伝
説
考
」
（
『
史
観
』
、
第
三
九
冊
、
二
〇
頁
）
。

⑨
津
田
左
右
吉
氏
『
日
本
古
典
の
研
究
』
㈹
、
二
七
七
頁
i
二
七
九
頁
。

⑩
津
田
塾
喜
吉
氏
、
前
掲
曽
ω
、
五
八
九
頁
。

⑪
拙
著
『
記
紀
神
話
の
研
究
1
そ
の
成
立
に
お
け
る
中
圏
思
想
の
役
割
1
』
、
七

　
七
頁
一
八
二
頁
。

⑫
津
田
左
右
吉
氏
、
前
掲
書
㈹
、
四
七
頁
、
六
七
五
頁
。

⑬
津
田
左
右
吉
氏
、
前
掲
書
ω
、
三
二
九
頁
－
三
三
四
頁
。

⑭
　
津
田
左
右
吉
氏
、
前
掲
書
㈲
、
三
四
〇
頁
。

⑮
　
水
野
祐
氏
『
日
本
古
代
の
国
家
形
成
』
、
一
二
六
頁
i
＝
三
一
質
。

⑯
水
野
祐
氏
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

⑰
水
野
祐
氏
、
前
掲
書
、
＝
蓋
頁
。

⑱
水
野
祐
氏
、
前
掲
書
、
；
コ
頁
。

⑲
　
水
野
祐
氏
、
前
掲
書
、
一
二
九
頁
。

⑳
水
野
祐
氏
「
書
紀
空
位
考
」
（
『
増
訂
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
』
、
一
六
〇
頁
）
。

⑳
西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
研
究
』
、
一
五
〇
頁
、
一
六
二
頁
。

⑫
西
郷
信
綱
氏
、
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。

⑯
　
西
郷
無
冠
氏
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

⑳
　
直
木
直
次
郎
氏
『
垂
申
の
乱
』
、
二
六
六
頁
一
二
六
八
頁
。

三
　
霊
力
ミ
ム
ス
ビ
か
ら
神
武
天
皇
へ

　
降
臨
神
話
の
意
図
を
受
け
て
、
神
武
が
初
代
「
天
皇
」
と
な
る
こ
と
を
語

っ
た
点
に
、
神
武
伝
説
の
核
心
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
核
心
部
形
成
の
過

程
を
避
け
て
い
て
は
、
神
武
伝
説
成
立
の
研
究
と
は
な
り
が
た
い
。
そ
こ
で

問
題
を
そ
ち
ら
に
移
し
て
い
き
た
い
。

　
た
び
た
び
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
日
本
国
の
天
皇
が
皇
祖
霊
と
合
一
し
、
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天
皇
位
に
い
た
る
そ
の
次
第
を
反
映
し
て
降
臨
神
話
が
語
ら
れ
、
そ
の
神
話

の
趣
旨
が
、
神
武
が
天
皇
位
に
い
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ぼ
、
神
武
が
天
皇
位
に
至
り
得
た
ゆ
え
ん
は
、
皇
祖
霊
と
の
合
一
を
も

っ
て
説
明
す
る
ほ
か
は
な
い
。
神
武
と
皇
祖
霊
と
の
合
一
は
、
　
「
神
武
書
し

の
な
か
の
後
期
的
付
加
と
見
ら
れ
る
部
分
に
、
神
武
に
よ
る
タ
カ
、
・
・
ム
ス
ビ

顕
斎
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
　
『
古
事
記
』
の
な
か
に
は
、
物
語

と
し
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
『
紀
』
の
な
か
に
は

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
『
記
』
に
お
い
て
も
、
神
武
が
、
皇
室
祖
神

の
系
譜
を
受
け
つ
ぐ
形
の
な
か
で
、
　
「
天
皇
」
と
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
説
話
構
造
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
神
武
は
皇
祖
霊
を
継
承
し
て

「
天
皇
」
と
な
っ
た
と
す
る
認
識
が
、
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

神
武
物
語
に
お
け
る
核
心
部
の
構
造
が
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
神

武
伝
説
成
立
の
考
察
も
や
り
や
す
く
な
る
の
で
、
皇
祖
神
の
神
霊
継
承
が
、

天
皇
位
に
つ
な
が
っ
て
い
く
そ
の
構
造
を
、
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
い
。

　
日
本
天
皇
を
「
天
皇
」
た
ら
し
め
る
根
源
は
、
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の

神
格
以
外
に
考
え
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
　
『
記
』

『
紀
』
の
記
述
に
お
い
て
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
比
し
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
を
優

位
と
す
る
態
度
は
う
か
が
わ
れ
る
。
『
記
』
『
紀
』
に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ

ス
は
地
上
出
生
の
神
と
さ
れ
て
い
て
、
高
天
原
本
来
の
神
と
は
さ
れ
て
い
な

い
。
　
『
書
紀
』
本
文
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を

地
上
で
生
ん
で
天
上
に
あ
げ
た
と
し
、
　
「
是
の
時
に
、
天
地
、
絹
虫
る
こ
と

未
だ
遠
か
ら
ず
、
故
、
天
柱
を
以
て
、
天
上
に
挙
ぐ
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系

『
日
本
書
紀
』
の
訓
み
下
し
文
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
述
べ
て
い
る
。

『
書
紀
』
第
一
、
第
六
の
各
一
書
や
『
古
事
記
』
も
、
み
な
地
上
で
の
出
生

を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
は
、
　
『
記
』
と
『
紀
』
の

開
鰻
説
に
お
い
て
、
高
天
原
で
生
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
三
品

彰
英
氏
に
よ
る
と
、
降
臨
神
話
の
早
期
成
立
の
説
に
お
い
て
、
降
臨
を
司
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
神
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
記
』
『
紀
』
の
神
話
に
お
い
て
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
比
し
て
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ビ
を
優
位
と
す
る
立
場
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
た

び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
日
神
ア
マ
テ
ラ
ス
は
「
天
皇
」
と
は
全
く
別
の
神

格
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
は
、
日
本
天
皇
の

位
の
根
源
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
在
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
学
問
上
の
考
察
に

お
い
て
も
そ
の
点
に
は
変
化
が
な
い
。
上
述
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
、
か
つ
、

そ
の
タ
カ
、
・
・
ム
ス
ビ
こ
そ
、
神
武
を
し
て
「
天
皇
」
た
ら
し
め
た
皇
祖
霊
で

あ
ろ
う
と
い
う
予
測
に
基
づ
い
て
、
そ
の
神
格
の
解
明
を
試
み
た
い
。
そ
の

た
め
に
は
、
次
に
神
武
伝
説
成
立
の
問
題
に
立
ち
返
る
ま
で
に
、
長
い
回
り

道
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
記
』
『
紀
』
の
神
話
の
な
か
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
格
を
最
も
よ
く

語
っ
て
い
る
部
分
は
、
　
『
記
』
の
開
開
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
開
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旧
説
の
性
格
か
ら
は
じ
め
て
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
格
へ
と
進
み
た
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
考
察
は
別
に
も
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
い
ま
多
少
の
改
変
を
加
え
っ
っ
、

ま
と
め
倒
し
て
お
き
た
い
。

　
『
古
事
記
』
の
開
話
説
に
は
、
ま
ず
、
天
地
が
初
め
て
分
か
れ
た
時
、
高

天
原
に
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
・
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
三
神
が
生

じ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
天
地
初
め
て
発
け
し
時
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
天
威
御
中
主

　
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
器
逐
日
神
。

こ
の
三
神
が
生
じ
た
時
、
大
地
は
ま
だ
固
ま
ら
ず
、
　
「
国
稚
く
浮
き
し
脂
の

如
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
」
状
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
こ
に

ま
た
二
神
が
生
じ
、
合
わ
せ
て
五
言
が
別
天
神
と
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
説
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
簡
単
な
説
だ
が
、
そ
の
な
か
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

天
地
生
成
説
は
、
ど
の
民
族
の
文
化
型
に
属
す
る
も
の
な
の
か
。
ま
た
高
天

原
と
は
何
な
の
か
。
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
や
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
神
格
の
本
質
は

何
な
の
か
等
々
。
こ
れ
ら
の
点
を
、
皇
祖
神
霊
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
格
解
明
に

焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
松
村
武
雄
氏
は
広
く
各
罠
族
の
世
界
創
成
神
話
を
比
較
考
察
し
た
な
か
で
、

『
古
事
記
』
の
垂
直
説
に
つ
い
て
、
「
世
界
が
未
だ
世
界
を
成
さ
ず
、
『
浮
脂

の
如
く
し
て
、
久
羅
愚
な
す
漂
へ
る
時
』
に
、
高
天
原
な
ど
を
持
ち
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

み
る
こ
と
は
、
頗
る
面
妖
で
あ
り
、
容
し
難
い
矛
盾
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ

の
『
古
事
記
』
の
開
開
業
と
い
う
の
は
、
博
学
の
松
村
博
士
す
ら
、
原
典
の

本
文
に
向
か
っ
て
、
覇
妖
で
ゆ
る
し
難
い
と
文
句
を
つ
け
た
ほ
ど
、
世
界
的

に
見
て
、
珍
ら
し
く
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
『
記
』
の
開
開
説
の
、
　
「
天
」
が
虚
空
の
上
に
形
成
さ
れ

た
後
も
、
大
地
と
な
る
べ
き
部
分
は
長
く
流
動
の
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
天

地
生
成
説
を
、
松
村
氏
の
眼
の
及
ば
な
か
っ
た
方
面
に
探
し
て
み
る
と
、
古

代
中
国
に
全
く
同
じ
説
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
　
『
准
南
子
』
天
文
訓
冒
頭

に
そ
れ
が
あ
る
。
七
世
紀
の
こ
ろ
、
中
国
は
日
本
文
化
の
源
泉
で
あ
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
冒
頭
の
文
は
、
そ
の
『
准
南
子
』
天
文
訓
冒
頭
の
文
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
い
る
。
天
地
が
ま
だ
形
を
な
さ
な
か
っ
た
時
代
に
、
混
沌
の
気

の
な
か
か
ら
、
清
陽
の
気
が
上
に
昇
っ
て
固
ま
っ
て
天
と
な
り
、
重
濁
の
気

は
固
ま
り
に
く
く
、
あ
と
か
ら
固
ま
っ
て
地
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

清
陽
の
気
の
固
ま
っ
て
成
っ
た
と
さ
れ
る
天
が
、
巨
大
な
物
体
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
天
地
生
成
説
は
、
太
一
陰
陽
の
思
想
か
ら
導
か

れ
た
中
国
独
特
の
も
の
で
、
天
先
地
後
と
い
う
生
成
の
順
序
も
、
陽
を
先
と

し
陰
を
後
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
来
て
い
る
こ
と
は
受
壷
に
お
い
て
触
れ
た
と

　
　
　
　
　
④

こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
高
天
原
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
本
居
宣
長
は
、
高
天
原
は
「
天
」

だ
と
し
、
そ
こ
は
地
上
と
同
じ
く
山
川
草
木
や
宮
殿
の
あ
る
世
界
だ
と
す
る
。
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さ
す
が
に
正
確
な
読
み
で
あ
る
。
だ
が
宣
長
は
、
漢
籍
で
は
虚
空
を
天
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
と
し
、
そ
れ
は
『
記
』
『
紀
』
に
い
う
天
や
高
天
原
と
は
別
だ
と
す
る
。

こ
の
宣
長
の
理
解
は
誤
り
で
あ
る
。
中
国
で
は
天
を
も
っ
て
大
地
の
上
空
を

覆
う
巨
大
な
物
体
と
考
え
、
誌
代
に
は
、
天
の
形
状
を
蓋
天
と
す
る
説
や
渾

天
と
す
る
説
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
『
晋
書
』
天
文
志
な
ど
に
詳
し

い
。
蓋
天
説
で
は
天
の
形
は
巨
大
な
蓋
笠
の
ご
と
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
渾

天
説
で
は
天
は
球
形
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
天
は
北
極
星
を
不

動
の
中
心
と
し
て
回
転
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
宣
長
が
、
『
記
』
『
紀
』
の
叙
述
に
基
づ
い
て
、
高
天
原
は
虚
空
の
上
の
天

上
世
界
を
指
す
と
読
み
と
っ
た
の
は
、
文
章
の
読
み
方
と
し
て
は
正
し
か
っ

た
が
、
　
『
記
』
の
神
代
記
事
を
も
っ
て
、
日
本
古
代
の
事
実
を
述
べ
た
も
の

と
し
、
高
天
原
や
天
つ
神
を
紙
本
固
有
の
思
想
中
の
も
の
と
考
え
た
の
は
誤

り
で
あ
っ
た
。
日
本
古
代
に
は
、
天
や
天
神
に
関
す
る
知
識
や
信
仰
は
、
日

本
固
有
の
も
の
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
津
田
左
右
吉
氏
が
、

六
世
紀
半
ぼ
こ
ろ
の
日
本
の
社
会
を
背
景
と
し
て
、
　
「
天
と
い
ふ
観
念
が
、

上
代
の
日
本
民
族
の
宗
教
思
想
に
於
い
て
は
、
重
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

　
　
　
⑥

の
で
あ
る
。
」
「
上
代
人
は
、
神
の
み
る
特
殊
な
場
所
と
し
て
、
天
を
仰
ぎ
見

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
る
た
ら
し
く
は
な
い
。
」
と
し
た
見
解
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
高
天
原
が
日
本
固
有
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
高
天
原

成
立
の
事
情
も
、
中
国
の
知
識
や
信
仰
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

高
天
原
に
は
天
馬
御
中
主
や
別
天
神
足
柱
が
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
天
宮

御
中
主
と
は
、
天
の
中
央
の
最
高
神
を
意
味
す
る
名
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

中
国
蓋
天
説
の
知
識
に
基
づ
い
て
、
そ
の
天
の
中
央
部
、
北
極
星
を
含
む
北

極
五
星
の
あ
た
り
か
ら
、
北
斗
七
星
に
至
る
あ
た
り
が
、
高
天
原
に
比
定
さ

れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
笠
形
の
天
の
中
央
の
平
ら
な
部
分
は
、
ま
さ
に

「
高
天
原
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
し
た
天
上
に
山
川
草
木
や
宮
殿
が

あ
る
と
す
る
説
話
も
中
国
に
は
見
ら
れ
る
。
『
枕
中
書
』
の
説
話
な
ど
は
そ

れ
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
『
風
土
記
』
丹
後
国
の
部
の
逸
文
に
浦
島
伝
説
が
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
、
浦
島
子
が
仙
女
に
轟
か
れ
て
海
を
進
み
、
天
上
の
蓬
莱
の
国

に
赴
く
物
語
で
あ
る
。
そ
の
天
上
の
国
に
は
、
宮
殿
が
あ
り
仙
人
た
ち
が
住

ん
で
い
て
、
地
上
の
国
と
変
ら
ぬ
有
様
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
『
風
土
記
』
の

そ
の
文
に
は
、
　
「
是
は
、
旧
の
宰
、
伊
預
部
の
馬
養
の
連
が
記
せ
る
に
相
討

く
こ
と
な
し
」
と
あ
る
の
で
、
原
文
は
書
巻
部
馬
養
の
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
。

馬
養
は
持
統
天
皇
の
三
年
に
撰
善
言
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
な
の
で
、
そ
の
浦

島
伝
説
は
『
記
』
『
紀
』
の
神
話
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
作
品
の
は
ず
で
あ
る
。

四
号
の
浦
島
は
中
国
説
話
の
影
響
下
に
作
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
天
上
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

道
程
は
渾
天
説
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
風
土
記
』
浦
島
伝
説
の

存
在
は
、
高
天
原
を
中
国
の
蓋
天
説
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
と
考
え
る
際
の

一
つ
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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『
古
事
記
』
の
開
愚
説
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
う
ち
、
開
始
神
ア
メ
ノ
ミ

ナ
カ
ヌ
シ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
中
国
思
想
に
お
け
る
天
の
中
心
の
最
高

神
に
擬
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
点
で
多
く
の
説
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
元
始
天
王
や
元
始
天
尊
に
擬
す
る
説
や
、
太
一
に
擬
す
る
説
等
が
あ
る
。

私
は
さ
き
に
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
は
天
皇
大
帝
に
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
と
す
る
説
を
提
出
し
て
お
い
た
。

　
元
始
天
尊
に
擬
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
説
が
最
も
多
い
が
、
元
始
天
尊
は

道
教
の
最
高
神
で
、
そ
の
道
教
の
神
々
の
体
系
の
な
か
で
は
、
天
皇
大
帝
は

天
尊
の
下
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
日
本
で
天
皇
号
が
公
式
に
用
い
ら
れ
は
じ

め
た
頃
、
天
皇
大
帝
を
下
位
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
神
体
系
を
、
わ

が
国
の
開
開
立
が
模
し
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
や
や
た
め
ら
い
が
感
じ
ら
れ

る
。
天
皇
大
帝
や
太
一
に
は
、
　
「
天
神
之
大
言
、
日
二
下
天
上
帝
縛
四
日
昌
天

皇
大
帝
4
釜
日
昌
太
一
一
」
（
『
太
平
御
覧
』
引
『
五
経
通
義
』
）
と
さ
れ
る
性
格

が
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
、
日
本
天
皇
の
祖
神
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思

わ
れ
る
。

　
ア
メ
ノ
、
・
・
ナ
カ
ヌ
シ
が
天
皇
大
帝
・
太
一
と
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
タ
カ

ミ
ム
ス
ビ
・
カ
ミ
ム
ス
ビ
も
ま
た
、
太
一
陰
陽
の
理
に
応
じ
て
、
天
皇
大
帝

の
働
き
の
顕
現
と
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
　
「
ム
ス
ビ
」
と
は
生
成
の

働
き
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
、
生
成
の
唯
一
の
厘
理
と
さ
れ
て
い
る
陰
陽

と
、
わ
が
国
の
ム
ス
ビ
の
観
念
と
は
、
ム
ス
ビ
即
陰
陽
と
い
う
関
係
で
結
ば

れ
得
る
。
『
書
紀
』
に
お
い
て
寒
露
ミ
ム
ス
ビ
は
、
　
「
高
皇
産
霊
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
「
皇
産
霊
」
と
は
、
「
皇
霊
」
と
「
産
霊
」
と
二
つ
の
概
念

の
結
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
産
霊
」
は
生
成
の
神
格
を
意
味
し
、
　
「
皇

霊
」
は
皇
天
の
神
霊
を
意
味
す
る
。
中
圏
に
お
い
て
天
の
有
す
る
最
大
の
徳

は
万
物
生
成
の
徳
と
さ
れ
、
太
一
が
そ
の
天
の
最
高
神
と
さ
れ
た
。
そ
の
思

考
を
模
し
て
、
日
本
で
も
ム
ス
ビ
神
を
天
皇
霊
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
日
本
天
皇
は
大
嘗
祭
に
お
い
て
皇
祖
天
神
の
神
霊
と
合
一
し
て
、
　
「
天

皇
」
た
る
実
質
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
意
味

は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
い
う
形
を
と
っ
た
天
皇
大
帝
霊
と
の
合
一
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　
神
武
が
最
初
の
天
皇
と
な
る
い
わ
れ
を
考
え
る
つ
い
で
に
、
天
皇
霊
の
継

承
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
蓄
え
て
お
き
た
い
。
そ

の
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
『
書
紀
』
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
顕
斎
記
事
を
考
察
す

る
際
に
直
接
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
天
皇
霊
の
獲
得
あ
る
い
は
継
承
は
、
代
々
の
天
皇
が
「
天
皇
」
た
る
霊
質

を
獲
得
す
る
祭
儀
と
さ
れ
て
い
る
大
嘗
祭
の
、
大
嘗
宮
で
行
な
わ
れ
る
秘
儀

の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
大
嘗
宮
に
お
け
る
最
も
重
要
な
儀
と
い
え
ば
、

ユ
キ
・
ス
キ
の
斎
田
で
と
れ
た
稲
を
、
天
皇
が
神
々
と
と
も
に
食
す
る
こ
と
、

特
に
天
皇
が
そ
れ
を
食
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
点
で
、
多
く
の
人
の
見
解

が
一
致
し
て
い
る
。
で
は
、
天
皇
が
そ
の
稲
を
食
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
天
皇
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霊
継
承
の
中
心
儀
礼
と
な
る
の
か
。
そ
の
点
で
も
っ
と
も
核
心
に
迫
っ
て
い

る
説
は
、
三
品
彰
英
氏
の
説
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
在
は
そ
の
三
品
説
を
継
承

す
る
人
が
多
い
。
三
品
氏
は
、
　
「
ニ
ヒ
ナ
メ
の
行
事
は
、
収
穫
さ
れ
た
新
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
新
穀
に
宿
っ
て
い
る
穀
霊
に
関
す
る
神
事
で
あ
り
、

そ
う
し
た
穀
霊
の
生
成
力
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
聖
餐
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
上
米
の
量
質
を
分
有
し
、
人
間
の
生
命
力
を
も
強
化
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
新
嘗
一
般
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
の
こ

と
を
大
嘗
祭
に
あ
て
は
め
て
呪
え
ば
、
天
皇
は
大
嘗
宮
に
お
い
て
、
そ
の
稲

米
を
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
稲
穂
を
成
淫
せ
し
め
る
霊
力
そ
の
も
の
を
身

に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
大
嘗
会
は
天
皇
が
新
穀
で
ニ
ヒ
ナ
メ
を

し
て
稲
魂
と
合
体
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
ま
た
天
皇
の
出
誕
儀
礼
で
も
あ
る
。
」

　
　
　
⑬

と
さ
れ
る
。
三
品
氏
の
説
は
、
三
品
氏
の
説
明
の
ま
ま
で
は
、
や
や
説
得
力

に
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
る
。
穀
霊
前
天
皇
霊
と
い
う
理
論
に
飛
躍
が
認
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
三
品
説
を
発
展
さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
を
、
さ
き

に
「
皇
産
霊
」
の
分
析
に
関
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
結
合
し
て
い
く
と
、
天

皇
霊
継
承
の
契
機
を
説
明
す
る
に
堪
え
う
る
説
と
な
る
と
思
う
。

　
大
嘗
祭
の
た
め
の
ユ
キ
・
ス
キ
斎
田
の
抜
穂
に
先
だ
っ
て
、
斎
場
に
八
神

が
祭
ら
れ
る
が
、
そ
の
八
神
の
う
ち
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
神
の
性
格
に
つ
い
て

三
贔
氏
は
、

　
高
御
魂
神
一
こ
の
神
の
原
像
は
ム
ス
ビ
の
神
霊
で
あ
り
、
稲
の
稔
り
に

　
　
よ
っ
て
そ
の
霊
能
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑭

と
す
る
。
つ
ま
り
、
稲
の
稔
り
は
ム
ス
ビ
の
霊
能
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
単

に
穀
物
を
育
て
る
穀
霊
の
翠
微
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
産
霊
の
象
徴
で

あ
る
こ
と
を
三
品
氏
自
身
が
観
取
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
は
ム
ス
ビ
神
に
つ

い
て
、
　
「
此
天
地
を
始
め
て
、
万
の
物
も
事
業
も
悉
に
皆
、
此
二
野
の
産
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

日
大
御
神
の
産
霊
に
資
て
成
出
る
も
の
な
り
」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大

嘗
宮
の
儀
を
解
す
れ
ば
、
天
皇
は
大
嘗
宮
の
稲
を
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
稲
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
ム
ス
ビ
霊
、
す
な
わ
ち
天
地
を
は
じ
め
万
物
を

生
成
す
る
産
霊
そ
の
も
の
を
身
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
天
武
朝
の
こ
ろ
、

皇
祖
神
の
神
格
を
創
造
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
ム
ス
ビ
の
霊
能
は
中
扇
の

太
極
陰
陽
の
思
想
と
結
合
さ
れ
、
天
上
に
上
げ
ら
れ
て
、
太
一
す
な
わ
ち
天

皇
大
帝
に
ひ
と
し
い
神
格
と
さ
れ
、
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
日
本
天
皇
は
、
天
上
に
擬
せ
ら
れ
た
大
嘗
宮
に
お
い
て
、
稲
に
象
徴

さ
れ
る
こ
の
神
霊
を
身
に
入
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
太
一
・
天
皇
大
帝
の
霊
力

を
身
に
つ
け
る
と
さ
れ
た
究
法
の
内
容
で
、
天
皇
霊
継
承
儀
礼
の
内
面
的
講

造
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
宵
闇
説
や
右
に
述
べ
た
儀
礼
の
基
本
に
は
、
中
国
思
想
が

働
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
、
当
時
そ
う
し
た
中
国
の
諸
思
想
に
関
す

る
十
分
な
知
識
の
存
在
し
た
こ
と
を
立
証
し
て
お
き
た
い
。

　
「
天
武
紀
」
を
見
る
と
そ
の
四
年
正
月
に
は
「
陰
陽
寮
」
の
名
が
出
て
く
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る
。
十
三
年
二
月
、
朱
鳥
元
年
正
月
、
同
六
月
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
陰
陽
師
」

の
称
が
見
え
、
そ
れ
ら
が
帝
都
の
相
地
に
関
わ
っ
た
り
、
禄
や
爵
位
を
授
け

ら
れ
た
り
す
る
。
ま
た
、
四
年
正
月
に
は
「
始
め
て
占
星
台
を
三
つ
」
と
あ

る
。
陰
陽
寮
の
組
織
が
で
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
占
星
台
に
お
い
て
天
文
観

測
が
行
な
わ
れ
、
天
文
の
諸
現
象
に
対
す
る
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
当
時
の
朝
廷
に
は
占
星
に
必
要
な
高
度
の
知
識
が
集
積
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
天
神
思
想
や
太
極
陰
陽
の
形
而
上
三
等
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て

い
た
。
中
国
古
代
の
天
文
学
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
そ
れ
ら
の
知
識
は
、
天
皇
思
想
と
結
合
し
た
形
に
お
い
て
も
理
解

さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
点
も
見
て
お
き
た
い
。

　
持
統
天
皇
の
藤
原
京
は
、
唐
都
長
安
の
制
を
模
し
た
都
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
都
の
中
央
北
端
に
内
裏
を
持
ち
、
そ
こ
に
大
極
殿
が
あ
っ
た
こ
と
も

近
年
の
発
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
長
安
に
お
け
る
宮
城
の

太
極
殿
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
駒
井
和
七
堂
は
中
国
の
太

極
殿
の
も
つ
思
想
的
な
意
味
を
、
　
「
太
極
殿
は
太
一
即
ち
太
極
を
地
上
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

出
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
藤
原
京
の
大
極
殿
造
営
も
、

そ
う
し
た
思
想
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
極
殿
は
太
一
の
宮
、

天
皇
大
帝
の
宮
と
い
う
意
味
を
負
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
続
紀
』
文
武
天
皇
の
大
宝
元
年
正
月
三
朝
の
記
事
に
よ
る
と
、
大
極
殿

正
門
に
、
日
・
月
・
青
龍
・
朱
雀
・
玄
武
・
白
虎
の
幡
が
樹
て
ら
れ
た
と
あ

る
。
日
月
四
神
は
天
上
の
神
々
で
あ
る
。
日
月
四
神
の
幡
が
立
て
ら
れ
た
こ

と
で
、
そ
こ
は
天
上
と
化
し
、
天
皇
は
天
上
の
太
一
の
宮
の
主
と
な
っ
た
こ

と
を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
藤
原
京
の
大
極
殿
や
文
武
朝
の
儀
に
見
ら
れ

た
上
述
の
思
想
は
、
お
そ
ら
く
天
三
朝
の
延
長
上
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
太

一
陰
陽
の
思
想
や
天
神
思
想
が
、
持
統
・
文
武
の
こ
ろ
に
、
天
皇
と
の
関
連

に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
う
か
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
開
開
説
の
形
成
に
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
思
想
に
つ
い
て

概
観
を
な
し
終
り
、
天
皇
が
皇
祖
霊
を
継
承
す
る
祭
儀
に
つ
い
て
も
、
具
体

的
な
考
察
を
加
え
た
。
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
来
の
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム

ス
ビ
の
神
格
解
明
と
、
神
武
が
初
代
天
皇
と
な
る
と
い
う
こ
と
の
思
想
構
造

の
解
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
は
、
、
一
応
述
べ
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①
　
三
品
彰
英
氏
『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
一
巻
、
一
三
二
頁
－
一
三
三
頁
。

　
②
拙
著
『
記
紀
神
話
の
研
究
－
そ
の
成
立
に
お
け
る
中
国
思
想
の
役
割
－
』
、
六

　
　
四
頁
1
七
八
頁
。

　
③
松
村
武
雄
氏
『
日
本
神
話
の
研
究
』
、
第
二
巻
、
三
八
頁
。

　
④
拙
著
、
前
掲
書
、
七
一
頁
－
七
二
頁
。

　
⑤
　
本
居
宜
長
『
古
事
記
伝
』
、
三
之
巻
。

　
⑥
　
津
田
左
右
吉
氏
『
日
本
古
典
の
研
究
』
㈹
、
三
三
二
頁
。

　
⑦
津
田
左
右
吉
氏
、
前
掲
書
㊨
、
六
五
五
頁
。

　
⑧
拙
著
、
前
掲
書
、
一
二
八
頁
一
＝
二
六
頁
。

　
⑨
津
田
左
右
吉
氏
、
前
掲
盤
ω
、
三
三
三
頁
。
白
鳥
庫
吉
氏
『
神
代
史
の
新
研
究
』
、

　
　
五
〇
頁
。
飯
島
忠
夫
氏
『
日
本
上
古
史
論
』
、
五
＝
員
。
井
上
光
直
が
氏
『
日
本
の
歴
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史
』
ω
、
二
〇
頁
。
太
田
善
麿
賃
「
古
代
文
学
史
に
お
け
る
一
問
題
」
（
『
国
璽
と

　
國
文
学
』
、
第
三
〇
巻
第
一
号
、
一
三
頁
－
一
四
頁
）
。
岡
田
精
司
氏
『
古
代
王
権

　
の
祭
祀
と
神
話
』
、
二
五
三
頁
。
そ
の
他
。

⑩
上
田
正
昭
氏
『
日
本
神
話
の
世
界
』
、
一
六
六
頁
。

⑪
抽
著
、
前
掲
書
、
七
八
頁
。

⑫
三
品
彰
英
氏
、
前
掲
『
論
文
集
』
、
第
二
巻
、
　
七
七
頁
一
一
七
八
頁
。

⑬
　
三
品
彰
英
氏
、
前
掲
『
論
文
集
険
、
第
一
巻
、
二
五
一
頁
。

⑭
三
品
彰
英
氏
、
前
掲
『
論
文
集
』
、
第
五
巻
、
四
一
九
頁
。

⑮
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
、
主
之
巻
。

⑯
駒
井
和
愛
氏
「
中
国
の
都
城
」
（
『
日
本
古
代
と
大
陸
文
化
』
、
一
五
七
頁
）
。

四
　
神
武
伝
説
成
立
の
諸
契
機

　
神
武
伝
説
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
に
は
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
の
と
ら
え
方
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
提
出
さ
れ
て

い
る
説
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
王
朝
の
始
祖
伝
説
成
立
の
契
機
を
、
朝
鮮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

半
島
諸
国
か
ら
の
刺
激
と
し
て
と
ら
え
た
原
島
礼
二
氏
の
よ
う
な
説
も
あ
る
。

だ
が
本
稿
で
は
、
視
点
を
国
内
に
向
け
て
、
国
内
事
清
の
側
か
ら
そ
れ
を
考

え
て
い
き
た
い
。
国
内
に
お
い
て
起
こ
っ
た
事
件
や
風
潮
の
な
か
で
、
何
を

も
っ
て
神
武
伝
説
成
立
の
契
機
と
す
る
か
、
そ
こ
で
も
ま
た
見
方
が
岐
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
契
機
と
し
て
、
国
家
大
嘗
祭
の
成

立
と
壬
申
の
乱
と
を
取
り
上
げ
、
そ
の
あ
と
で
、
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
成

立
と
い
う
面
か
ら
も
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
壬
申
の
乱
と
律
令
国
家

の
大
嘗
祭
と
で
は
、
歴
史
的
な
経
過
と
し
て
は
、
壬
申
の
乱
が
先
で
国
家
大

嘗
祭
の
成
立
は
あ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
叙
述
の
便
宜
上
、
大
嘗

祭
の
成
立
と
神
武
伝
説
の
成
立
と
に
関
連
し
た
一
つ
の
考
察
を
先
に
述
べ
て

お
き
た
い
。
大
嘗
祭
と
神
武
伝
説
と
の
内
面
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
、
あ
る

程
度
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
大
嘗
祭
の
成
立
時
期
に
関
連

し
て
、
大
嘗
祭
の
成
立
が
神
武
伝
説
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
面
を
考

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
律
令
國
家
の
大
嘗
祭
の
成
立
期
に
つ
い
て
は
、
横
田
健
一
、
西
山
徳
、
山

尾
幸
久
等
の
諸
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
、
天
武
朝
あ
る
い
は
天
武
・
持
統
朝
の
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
す
る
説
を
発
表
し
て
い
る
。
私
も
さ
き
に
、
国
家
大
嘗
祭
の
成
立
を
天
武

朝
と
考
え
、
独
自
の
論
拠
を
提
出
し
て
お
い
た
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
　
「
天

武
紀
」
五
年
の
、
八
月
四
方
大
解
除
、
九
月
ユ
キ
・
ス
キ
の
国
郡
ト
定
、
十

月
相
新
嘗
の
奉
幣
、
十
一
月
新
嘗
と
つ
づ
く
一
連
の
行
事
を
挙
げ
、
こ
れ
ら

の
行
事
は
律
令
国
家
の
大
規
模
な
大
嘗
祭
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
、

こ
の
天
武
五
年
に
、
後
世
の
大
嘗
祭
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
う
見
解
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
説
明
の
不
備
が
屠

に
つ
く
の
で
、
補
足
を
し
つ
つ
述
べ
直
し
て
お
き
た
い
。

　
「
天
武
紀
」
二
年
に
は
、
大
嘗
祭
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
十
二
月
の
壬
午
の
朔
丙
戌
に
、
大
嘗
に
侍
奉
れ
る
中
臣
・
忌
部
及
び
神
官

　
の
人
等
、
井
て
播
磨
・
丹
波
、
二
つ
の
国
の
郡
司
、
亦
以
下
の
人
夫
等
に
、
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悉
に
禄
賜
ふ
。

前
述
の
「
天
武
紀
」
五
年
の
、
新
嘗
祭
関
連
の
も
の
と
思
わ
れ
る
行
車
や
祭

祀
に
つ
い
て
の
記
事
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
八
月
に
は
、

　
辛
亥
に
、
詔
し
て
日
は
く
、
　
「
四
方
に
大
解
除
せ
む
。
用
ゐ
む
物
は
、
国

　
別
に
国
造
即
せ
。
稼
柱
は
馬
一
匹
・
布
一
町
。
以
外
は
郡
司
。
各
刀
一
口

　
・
鹿
皮
一
張
・
鍵
一
口
・
刀
子
一
口
・
鎌
一
口
・
矢
一
具
・
稲
一
束
。
且

　
戸
毎
に
、
麻
一
条
」
と
の
た
ま
ふ
。

と
あ
り
、
九
月
に
は
、

　
丙
戌
に
、
神
官
奏
し
て
日
さ
く
、
　
「
新
嘗
の
為
に
眠
郡
を
ト
は
し
む
。
斎

　
忌
は
尾
張
国
の
山
田
郡
、
次
は
丹
波
国
の
詞
沙
郡
、
並
に
ト
に
食
へ
り
」

　
と
ま
う
す
。

と
あ
り
、
十
月
に
は
、

　
丁
重
に
、
相
新
嘗
の
諸
の
神
祇
に
祭
幣
吊
る
。

と
あ
り
、
十
一
月
に
は
、

　
乙
丑
の
朔
に
、
新
嘗
の
事
を
以
て
、
告
朔
せ
ず
。

と
あ
る
。
右
の
二
年
の
大
嘗
祭
の
記
事
と
、
五
年
の
新
嘗
祭
関
連
記
事
と
を

比
較
し
て
み
る
と
、
五
年
の
新
嘗
祭
の
方
が
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
　
「
天
武
紀
」
に
至
っ
て
即
位
大
嘗
祭
と
毎
年
の
新
嘗
祭
と

は
区
別
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

天
武
朝
の
初
期
、
大
嘗
祭
の
規
模
内
容
が
新
嘗
祭
よ
り
優
っ
て
い
た
と
は
雷

え
な
い
。
即
位
大
嘗
祭
と
毎
年
の
噺
嘗
祭
と
を
区
別
し
て
呼
ん
だ
意
図
は
、

大
嘗
祭
の
方
を
大
規
模
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
が
、
現
実
の
両
祭
測
の
規
模
は
ま
だ
固
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
上
に
引
い

た
五
年
八
月
の
大
解
除
の
詔
に
、
　
コ
戸
毎
に
麻
一
条
し
と
あ
る
こ
と
に
関
し

て
山
尾
幸
久
氏
は
、
天
下
公
民
ひ
と
し
な
み
に
そ
の
行
事
に
参
加
さ
せ
ら
れ

た
点
が
注
目
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
理
念
と
形
式
と
は
天
武
朝
の
新
嘗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
お
い
て
創
始
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ

う
。
天
武
五
年
の
新
嘗
祭
は
、
そ
う
い
う
規
模
の
大
解
除
（
大
祓
）
を
伴
な

っ
て
い
た
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
も
、
二
年
に
行
な
わ
れ
た
大
嘗
祭
よ
り
大

規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
五
年
十
月
の
網
新
嘗
の
記
事
も
、
絹
嘗
祭
記
事
の
初
見
と
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
二
年
の
即
位
大
嘗
祭
の
際
に
は
、
相
新
嘗
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
五
年
の
新
嘗
祭
の
方
が
大
規
模
に
な
っ
て
い

る
。　

ユ
キ
・
ス
キ
の
国
郡
卜
定
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
二
年
の
際
の
ユ
キ
・

ス
キ
は
、
そ
の
記
事
か
ら
考
え
て
播
磨
と
丹
波
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
五

年
の
際
に
は
尾
張
と
丹
波
で
あ
っ
た
。
両
年
と
も
、
い
ず
れ
も
号
外
の
国
々

で
あ
る
。
　
『
儀
式
』
と
か
『
延
喜
式
』
と
か
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
大
嘗
祭

の
斎
田
は
馬
肥
の
国
か
ら
、
新
嘗
祭
の
そ
れ
は
畿
内
の
官
田
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
ト
定
さ
れ
る
と
い
う
形
は
、
天
武
の
初
年
に
は
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。
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神武伝説の成立（廣畑）

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
点
か
ら
、
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
の
成
立
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
天
武
朝
の
は
じ
め
に
は
、
大
嘗
祭
は
そ
の
規

模
を
大
規
模
な
も
の
に
し
、
新
嘗
祭
は
規
模
を
や
や
縮
小
し
た
も
の
に
す
る

と
い
う
意
図
が
有
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
新
し
い
形
の
大
嘗
祭
は

創
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
天
皇
の
威
儀
を
張
る
べ
き
儀
礼
は
い
か
に
あ
る
べ

き
か
、
そ
の
祭
祀
の
規
模
や
様
式
は
ま
だ
模
索
申
で
、
事
態
は
発
展
拡
大
の

方
向
を
目
ざ
し
つ
つ
流
動
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
天
武
五
年
の

新
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
一
連
の
行
事
や
祭
祀
は
、
後
の
『
儀
式
』
や

『
延
喜
式
』
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
大
体
一
致
す
る
大
規
模
な
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
五
年
施
行
の
新
嘗
祭
お
よ
び
一
連
の
行
事

や
祭
祀
が
、
大
嘗
祭
の
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
、
大
嘗
祭
の
原
型

と
し
て
採
用
さ
れ
、
大
嘗
祭
は
そ
の
形
で
固
定
し
、
薪
嘗
祭
も
そ
の
規
模
を

一
部
分
縮
小
し
て
固
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
律
令
国
家
の
大
嘗

祭
と
新
嘗
祭
の
内
容
は
、
大
体
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
時
代
に
定
ま
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
に
見
て
き
た
以
外
に
、
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
が
天
武
朝
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
論
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、

律
令
国
家
の
天
皇
を
し
て
「
天
皇
」
た
ら
し
め
る
皇
祖
神
の
神
格
が
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
天
武
事
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
。
　
「
神
祇
令
」
の
大
嘗
祭
の
規

定
に
、
　
「
凡
そ
天
皇
即
位
し
た
ま
ふ
と
き
は
、
惣
て
天
神
地
紙
を
祭
れ
」
と

あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
天
神
の
成
立
は
、
大
体
『
記
』
『
紀
』
の
神
話

の
成
立
と
時
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
国
地
祇
祭
祀
の
体
認
確
立
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

天
武
朝
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
他
一
般
的
に
、
祭
祀
を
国
家
的

規
模
に
お
い
て
行
な
い
得
る
体
制
の
整
備
は
、
天
武
朝
に
は
じ
ま
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
。
右
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
か
く
て
天
武
は
、
二
年
の
大
嘗
祭
か
五
年
の
新
嘗
祭
か
、
そ
の
い
ず
れ
か

に
お
い
て
、
　
「
天
皇
霊
」
と
の
合
一
の
儀
を
果
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

天
武
は
そ
の
秘
儀
を
行
な
っ
た
最
初
の
天
皇
で
あ
っ
た
。

　
律
令
国
家
に
お
け
る
即
位
大
嘗
祭
の
内
容
の
成
立
が
天
命
定
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
め
ら
れ
た
と
思
う
の
で
、
そ
の
大
嘗
祭
を
媒
介
に
し
て
、
神
武
伝

説
の
成
立
と
天
武
と
の
関
連
を
考
え
て
お
き
た
い
。
右
に
述
べ
た
天
武
の
経

歴
と
、
神
武
物
語
の
形
成
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
ま
た
大
嘗
祭
は
、
神
武
伝
説
の
形
成
に
ど
う
い
う
役
割
を
担
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
が
天
武
朝
に
創
設
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
皇
祖
神

の
神
権
を
承
け
た
と
さ
れ
る
史
上
最
初
の
「
天
皇
」
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
。

そ
れ
が
天
武
天
皇
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
降
臨
神
話
か
ら
神
武

伝
説
へ
と
つ
づ
く
神
話
・
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
説
話
の
構
想
が

練
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
即
位
大
嘗
祭
に
お
け
る
天
皇
誕
生
の
兇
儀
を

経
て
「
天
皇
」
と
な
っ
た
君
主
は
、
大
和
朝
廷
の
歴
史
に
お
い
て
、
天
武
以
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外
に
は
無
か
っ
た
。
つ
ま
り
天
武
は
、
大
嘗
祭
を
経
て
「
天
皇
」
と
な
っ
た

と
い
う
未
曾
有
の
経
験
の
持
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
唯
一
度
し
か
無
か
っ
た
史

実
を
、
神
話
化
し
伝
説
化
し
た
の
が
降
臨
か
ら
神
武
へ
と
つ
づ
く
物
語
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
神
武
物
語
成
立
当
時
の
こ
の
事
情
を
、
極
端
に
図
式
化
し

て
い
う
な
ら
ば
、
現
実
の
大
嘗
祭
か
ら
生
れ
た
唯
一
の
「
天
皇
」
が
天
武
で

あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
語
ら
れ
た
の
が
、
天
孫
降
臨
か
ら
神
武
に
い
た
る

物
語
で
あ
っ
た
。
神
武
物
語
を
作
る
た
め
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
な
ら
、
天
武

以
外
に
は
有
り
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
　
「
天
皇
」
と
い
う
絶
大
の
権
威
を

も
つ
君
主
が
は
じ
め
て
こ
の
世
に
出
現
し
た
時
、
そ
し
て
過
去
に
遡
っ
て
初

代
天
皇
出
現
の
由
来
を
語
ろ
う
と
し
た
時
、
モ
デ
ル
無
し
に
は
で
き
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
大
嘗
祭
の
成
立
は
、
降
臨
神
話
か
ら
神
武
天
皇
へ

と
つ
づ
く
物
語
の
、
基
本
的
構
想
を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
。
次
に
、
壬

申
の
乱
が
神
武
伝
説
形
成
に
対
し
て
果
た
し
た
役
割
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
壬
申
の
乱
が
神
武
物
語
形
成
の
ど
う
い
う
契
機
に
な
っ
た
の
か
、
大
体
三

つ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
第
一
点
は
、
壬
申
の
乱
が
神
武

物
語
の
誤
想
を
立
て
る
際
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
構
想
と

は
、
物
語
に
戦
い
の
要
素
を
組
み
入
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
戦
い
に
勝
っ

て
天
皇
位
に
即
く
物
語
に
仕
上
げ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
天
武
が
「
天
皇
」

と
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
作
ら
れ
た
の
が
神
武
物
語
で
あ
る
。
天
武
が

「
天
皇
」
と
な
る
に
至
っ
た
事
情
は
当
然
神
武
物
語
に
反
映
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
天
武
が
天
皇
位
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
天
武
お
よ
び
そ
の
周

囲
の
人
々
に
最
も
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
の
は
壬
申
の
乱
で
あ
っ
た
。
壬
申

の
乱
が
神
武
物
語
に
反
映
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
道
臣
命
に
率
い
ら
れ
た
大

伴
軍
の
大
和
征
服
戦
に
お
け
る
活
躍
も
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
大
和
方
面
の

大
海
人
皇
子
側
の
勝
利
が
、
大
伴
氏
を
中
心
と
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
後
に
は
、
壬
申
の
乱
勝
利
へ
の
貢
献
は
、

天
武
朝
に
お
い
て
は
絶
対
的
な
評
価
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

　
第
二
点
は
、
壬
申
の
乱
の
過
程
で
、
大
海
人
皇
子
側
は
神
助
を
痛
感
す
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
神
武
物
語
に
も
、
神
助
に
よ

っ
て
軍
を
進
め
、
神
助
に
よ
っ
て
勝
利
を
収
め
る
等
の
物
語
の
型
が
多
く
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
前
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
神
助
の
要
素
は
神
代
の
な
か
に
も
多
く
語
ら
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
と
め
て
別
の
機
会
に
行
な
う
こ
と
と

し
、
こ
こ
で
は
一
罪
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
第
三
点
は
、
壬
申
の
乱
が
、
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
格
形
成
の
一
つ

の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
皇
祖
神
戸
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
格
形
成
が
な

け
れ
ば
、
大
嘗
祭
も
な
く
、
降
臨
神
話
も
有
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
武

伝
説
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
皇
祖
草
葺
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
、
　
「
壬

申
の
乱
」
を
契
機
と
し
て
、
成
立
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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「
天
武
紀
」
に
よ
る
と
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
大
和
方
面
の
戦
い
に
、
事

代
主
神
と
生
霊
神
と
が
高
市
県
主
許
梅
な
る
者
に
か
か
っ
て
、
　
「
吾
は
皇
御

孫
命
の
前
後
に
立
ち
て
、
不
破
に
送
り
奉
り
て
還
る
。
今
も
且
官
軍
の
中
に

立
ち
て
守
護
り
ま
つ
る
」
と
託
宣
す
る
と
い
う
事
件
が
起
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
同
じ
蒋
に
村
屋
神
の
託
宣
も
な
さ
れ
、
三
神
の
適
切
な
助
雷
は
戦
い
を

有
利
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
「
天
武
紀
」
は
、

　
軍
の
政
既
に
薫
り
て
、
将
軍
等
、
是
の
三
神
の
教
へ
た
ま
ふ
言
を
挙
げ
て

　
奏
す
。
即
ち
醜
し
て
三
神
の
品
を
登
げ
進
め
て
祠
り
た
ま
ふ
。

と
記
し
て
い
る
。
天
皇
守
護
の
神
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
神
々
は
朝
廷
で
祭
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
生
霊
神
」
を
、
本
居
宣
長
や
伴
信
友
は
「
イ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ム
ス
ビ
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
そ
の
イ
ク
ム
ス
ビ
は
神
霊
仁
多
院
の
八
神
殿

に
祭
ら
れ
て
い
る
。

　
『
延
喜
式
』
神
名
上
に
よ
る
と
八
神
殿
の
神
々
は
、

　
御
巫
祭
神
八
坐
。
神
産
日
神
。
高
御
産
日
神
。
玉
積
命
日
神
。
生
産
軍
神
。

　
　
　
　
　
　
　
　
足
斜
日
神
。
大
宮
乃
霊
神
。
御
食
津
神
。
事
代
主
神
。

と
さ
れ
て
い
る
。
朝
廷
で
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
イ
ク
ム
ス
ビ
と
は
、
八

神
殿
の
「
生
産
日
蝕
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
も
こ
こ
に

祭
ら
れ
て
い
る
。
イ
ク
ム
ス
ビ
は
壬
申
の
乱
後
神
紙
官
に
祭
ら
れ
、
一
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ム
ス
ビ
神
の
な
か
か
ら
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
二
三
祖
神
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
記
八
神
殿
の
神
々
は
、
　
『
延
喜
式
』
四
時
足
下
、
十
一
月
条
に
、
神
名
の

袈
記
は
異
な
る
が
、
鎮
魂
祭
の
祭
神
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の

た
め
の
鎮
魂
の
神
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
ム
ス
ビ
神
五
宝
が
含

ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ム
ス
ビ
霊
の
分
化
し
た
も
の
で
、
天
皇
の
霊
魂
を

強
化
す
る
タ
マ
フ
リ
の
主
役
は
こ
の
五
爵
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
ム
ス
ビ
は
天
地
間
一
切
の
生
産
を
支
配
す
る
霊
力
と
さ
れ
、
「
生
霊
」
「
産

霊
」
等
の
語
で
も
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、
こ
の
五
二
の
な
か
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ

・
カ
ミ
ム
ス
ビ
は
、
神
話
形
成
の
段
階
で
、
中
国
の
形
而
上
学
や
天
神
思
想

と
結
ん
で
、
天
上
に
上
げ
ら
れ
て
「
皇
産
霊
」
と
さ
れ
、
開
脚
の
神
と
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
は
天
皇
霊
の
強
化
を
任

務
と
す
る
神
か
ら
、
昇
格
さ
れ
て
「
天
皇
霊
」
そ
の
も
の
と
さ
れ
、
つ
い
に

皇
祖
神
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
右
の
よ
う
に
、
ム
ス
ビ
神
の
な
か
か
ら
皇
祖

神
が
生
れ
る
に
歪
つ
た
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
、
壬
申
の
乱
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
、
大
嘗
祭
の
形
成
と
な
り
、
降
臨
神
話
や
神
武
伝
説
形
成
の

契
機
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
項
の
は
じ
め
に
、
神
武
伝
説
成
立
の
契
機
と
し
て
、
皇
祖
神
ア
マ
テ

ラ
ス
の
神
格
成
立
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
予
告
し
て
お
い
た
の
で
、
そ
の

考
察
に
移
り
た
い
。
そ
れ
は
、
神
武
の
熊
野
山
中
遭
難
の
物
語
に
お
い
て
、

『
古
事
記
』
で
は
「
天
照
大
神
、
高
木
神
、
二
丈
の
神
の
命
以
ち
て
」
救
援

が
行
な
わ
れ
、
　
『
書
紀
』
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
る
救

援
が
行
な
わ
れ
る
形
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
記
』
の
揚
舎
も
、
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ア
マ
テ
ラ
ス
は
皇
祖
神
と
し
て
神
武
を
助
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
『
記
』
の
降
臨
神
話
に
お
け
る
皇
祖
神
と
対
照
し
て
見
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
。

神
武
伝
説
が
こ
う
し
た
形
で
物
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
皇
祖

神
化
さ
れ
た
た
め
で
、
そ
れ
が
物
語
の
形
を
決
定
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
男
神
が
な
ぜ
「
天
皇
」
の
祖
神
と
さ
れ
、
物
語
に
登
場

す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
由
来
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ

る
。　

天
岩
戸
神
話
に
お
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
大
嘗
（
あ
る
い
は
新
嘗
）
を
行

な
お
う
と
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
に
妨
げ
ら
れ
る
が
、
大
嘗
あ
る
い
は
新
嘗
は
皇
祖

霊
と
の
合
一
の
儀
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
い
か
な
る
祖
霊
と
合
一
し
よ
う

と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
当
然
皇
祖
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
の
合
一
で
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
ら
な
い
。
天
岩
戸
神
話
は
伊
勢
神
嘗
祭
を
反
映
し
た
神
話
と
考
え
ら
れ
る

が
、
伊
勢
の
神
嘗
祭
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
皇
大
帝
霊
と
習
合
す
る
祭
祀
だ

と
思
わ
れ
る
。
伊
勢
の
神
嘗
祭
に
お
い
て
は
、
　
「
心
の
御
柱
」
の
祭
祀
が
最

も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
祀
こ
そ
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
天
皇
大

帝
あ
る
い
は
太
一
あ
る
い
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
習
合
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
伊
勢
神
宮
正
殿
に
、
二
柱
の
相
殿
神
に
護
ら
れ
て
、

そ
の
二
神
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
直
下
、
正
殿
の
床
下

中
央
に
、
長
さ
五
尺
ば
か
り
の
柱
が
地
下
に
三
尺
ば
か
り
埋
め
て
立
て
ら
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
『
大
神
宮
儀
式
解
』
㈹
に
、
　
「
心
柱
は
正
殿
の

正
中
央
に
立
奉
れ
ば
か
く
留
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
柱
が

「
心
の
御
柱
」
で
あ
る
。
こ
の
柱
は
『
宝
基
本
記
』
に
よ
る
と
、
「
心
御
柱
、

一
名
埋
草
、
一
名
天
御
栓
、
一
名
天
御
古
柱
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
天
御
柱
」

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
る
、
　
「
天
柱
」
に
擬
せ
ら
れ
た
柱
で
あ
ろ

う
。
天
柱
と
は
中
国
思
想
の
な
か
で
天
を
支
え
る
柱
と
さ
れ
、
大
地
の
中
央

髭
裾
か
ら
天
の
中
心
に
と
ど
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
神
嘗

祭
に
お
い
て
、
天
柱
に
擬
せ
ら
れ
た
「
心
の
御
柱
」
に
対
す
る
祭
祀
が
行
な

わ
れ
る
と
、
天
の
中
心
に
あ
る
太
一
の
気
す
な
わ
ち
天
皇
大
帝
霊
は
、
天
柱

を
つ
た
わ
っ
て
招
ぎ
降
さ
れ
、
そ
の
強
烈
な
霊
気
は
神
宮
正
殿
の
ア
マ
テ
ラ

ス
霊
に
感
応
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
太
一
と
の
習
合
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の

に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
の
習
合
と
い
っ
て
も
よ
い
。
　
「
心

の
御
柱
」
と
は
そ
う
い
う
兇
具
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
神
宮
が
「
太
一
」

を
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
す
る
根
本
の
意
味
も
、
右
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
く

と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
神
嘗
祭
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
の
習
合

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
神
話
・
伝
説
の
表
面
に
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
に

か
わ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
皇
祖
神
と
し
て
押
し
出
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
と
も
と
日
神
は
、
古
い
時
代
か
ら
王
室
と
は
関
係
が
深
く
、
王
室

に
は
日
神
霊
を
継
承
す
る
と
い
う
信
仰
が
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
ふ
し
が
あ

る
。
そ
の
信
仰
の
上
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
の
習
合
が
加
わ
っ
て
、
皇
祖
神
ア
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マ
テ
ラ
ス
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
き
に
神
武
伝
説
の
成
立
や
性
格
に
関
す
る
諸
家
の
説
を
検
討
し
た
際
、

水
野
祐
氏
は
、
神
武
伝
説
を
も
っ
て
万
世
【
系
の
思
想
を
背
景
と
し
て
、
か

つ
天
武
を
モ
デ
ル
に
、
天
武
朝
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
、
西
郷
信
綱
氏
は
、

神
武
は
大
嘗
祭
の
な
か
か
ら
出
て
来
た
人
物
だ
と
し
、
直
木
孝
次
郎
氏
は
、

神
武
伝
説
に
は
壬
申
の
乱
の
反
映
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き

た
。
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
妥
当

性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
説
者
が
説
い
て
い
な
か
っ
た
各
説
の

根
拠
も
深
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
各
説
が
相
互
に
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
つ
な

が
り
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
、
自
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

①
　
原
島
礼
二
氏
『
神
武
天
皇
の
誕
生
』
。

②
　
横
田
健
一
氏
「
大
嘗
祭
の
成
立
時
代
」
（
『
日
本
古
代
論
叢
』
、
八
〇
一
頁
）
。
西

　
山
重
氏
「
大
嘗
祭
の
起
源
」
（
『
大
嘗
祭
の
研
究
』
、
五
｝
頁
）
。
山
躍
幸
久
氏
「
古

　
代
天
皇
の
即
位
大
嘗
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
史
学
』
第
二
号
、
六
頁
）
。

③
　
拙
著
『
記
紀
神
話
の
研
究
i
そ
の
成
立
に
お
け
る
中
国
思
想
の
役
割
1
』
、
一
五

　
七
頁
i
一
五
八
頁
。

④
山
尾
幸
久
氏
、
前
掲
論
文
（
前
掲
書
、
二
八
頁
）
。

⑤
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
㊦
、
四
二
六
頁
、
頭
注
一
一
。

⑥
拙
著
、
前
掲
譲
、
三
九
八
頁
i
四
　
四
頁
。

⑦
　
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
、
十
｝
之
巻
。
伴
信
友
「
長
等
の
山
風
」
付
録
一
、

　
（
『
伴
信
徒
全
集
』
、
第
四
）
。

⑧
拙
著
、
前
掲
書
、
八
四
頁
…
八
五
頁
、
九
一
頁
i
九
二
頁
。

⑨
　
拙
著
、
晶
巡
掲
澄
国
、
　
ゴ
一
四
一
九
頁
一
一
二
四
論
ハ
百
ハ
。

五
　
神
武
伝
説
の
成
立
時
代

　
神
武
伝
説
の
成
立
を
考
察
し
て
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
す
で
に
伝
説
成
立

時
代
に
も
触
れ
、
そ
の
時
代
は
、
即
位
大
嘗
祭
の
内
容
が
形
成
さ
れ
た
天
武

朝
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い

ま
一
度
伝
説
成
立
時
代
を
取
上
げ
、
ご
つ
の
点
に
関
し
て
検
討
を
加
え
て
お

き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
神
代
の
物
語
や
神
武
伝
説
の
原
形
成
立
の
時
代
を

六
世
紀
の
こ
ろ
と
す
る
説
の
、
立
論
上
の
基
本
点
を
示
し
て
、
小
論
と
の
相

違
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
学
界
に
お
い
て
は
、

『
記
』
『
紀
』
の
皇
室
神
話
体
系
の
成
立
時
代
を
六
世
紀
半
ば
と
す
る
説
が

圧
倒
的
で
あ
り
、
神
武
伝
説
の
成
立
時
代
も
、
多
く
は
そ
の
延
長
上
に
お
い

て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
神
武
伝
説

の
主
要
な
各
部
分
に
つ
い
て
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
時
代
に
誤
り
が
な
い
か

ど
う
か
検
証
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

　
神
代
や
神
武
伝
説
の
成
立
を
六
世
紀
半
ば
と
す
る
説
は
津
田
左
右
告
氏
に

代
表
さ
れ
る
の
で
、
津
田
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
津
田
氏

は
、
　
『
記
』
の
記
事
や
『
紀
』
の
上
代
の
記
事
の
原
形
と
な
っ
た
も
の
を
帝

紀
・
旧
辞
で
あ
る
と
見
て
、
そ
の
旧
辞
に
つ
い
て
、
　
「
そ
の
述
作
の
時
代
は
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固
よ
り
明
か
に
は
知
ら
れ
な
い
が
、
古
事
記
に
物
語
の
あ
る
の
が
顕
宗
天
皇
，

ま
で
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
時
か
ら
あ
ま
り
遠
か
ら
ぬ
後
、
た
だ
し
そ

の
時
の
記
憶
が
か
な
り
薄
ら
ぐ
ほ
ど
の
歳
月
を
経
た
後
、
多
分
、
欽
明
朝
前

後
、
即
ち
六
世
紀
の
中
ご
ろ
に
於
い
て
一
と
と
ほ
り
は
ま
と
め
ら
れ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
神
代
の
物
語
も
、
そ
の
帝
紀
・
旧
辞
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
と
し
て
い
る
。
神
武
伝
説
に
つ
い
て
も
そ
の
点
は

同
じ
は
ず
で
あ
る
。

　
津
田
説
に
お
い
て
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
　
『
古
事
記
』
に
物
語
が
あ
る

時
代
の
下
限
を
基
準
に
し
て
、
す
な
わ
ち
、
記
事
の
そ
う
い
う
形
式
面
を
基

準
に
し
て
、
帝
紀
・
旧
辞
の
原
形
成
立
蒔
代
を
ま
ず
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
て
記
事
内
容
の
性
格
を
理
解
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。
神
武
伝
説
を
考
察
す

る
場
合
、
神
代
の
性
格
理
解
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
神
代
に
お
け
る

重
要
な
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
点
を
見
て
お
き
た
い
。

　
神
代
を
六
世
紀
半
ば
の
成
立
と
す
る
時
、
天
や
高
天
原
や
天
神
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
津
田
氏
は
、
　
「
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ふ
ま
で
も
な
く
天
で
あ
る
」
と
し
、
　
「
上
代
人
は
、
神
の
み
る
特
殊
な
場
所

と
し
て
、
天
を
仰
ぎ
見
て
み
た
ら
し
く
は
な
い
」
（
前
壁
）
と
し
、
天
と
い

う
観
念
は
、
　
「
上
代
の
日
本
民
族
の
宗
教
思
想
に
於
い
て
は
、
重
要
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
」
（
前
引
）
と
し
た
。
六
世
紀
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
全

く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
六
世
紀
半
ば
説
を
と
る
限
り
、
津
田
氏
が
述
べ
て

い
る
こ
の
前
提
条
件
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
天
が
神
々
の
い

る
場
所
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
高
天
原
は
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
、

津
田
氏
は
、
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
は
皇
都
の
あ
る
ヤ
マ
ト
を
天
上
に
反
映
さ
せ
た

　
　
　
④

も
の
と
し
、
　
「
其
の
高
天
原
は
宗
教
的
意
義
に
於
け
る
神
々
の
住
む
と
こ
ろ

で
は
な
く
、
人
代
の
皇
都
と
同
じ
意
義
の
も
の
、
即
ち
国
家
の
統
治
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
る
皇
祖
の
居
所
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
説
明
し
て
み
た
と

こ
ろ
で
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
天
に
関
心
の
無
か
っ
た
時
代
に
、
な
ぜ

皇
祖
の
人
々
の
居
処
を
天
上
の
高
天
原
と
し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。

　
神
代
の
内
容
を
六
世
紀
半
ば
の
成
立
と
す
る
と
き
、
高
天
原
の
「
天
神
」

は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
津
田
氏
は
、
　
「
天
神
の
文

字
で
写
さ
れ
て
み
る
ア
マ
ツ
カ
ミ
の
本
義
は
、
我
が
国
の
政
治
的
統
治
者
と

い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
」
宗
教
的
に
崇
拝
せ
ら
れ
る
神
を
い
う
の
で
は
な
い

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
し
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
も
純
然
た
る
人
で
、
ホ
ノ
ニ
隠
隠
も
人
だ
と

　
⑧

す
る
。
さ
ら
に
津
田
氏
は
、
神
代
に
お
け
る
よ
う
な
、
人
の
形
を
も
っ
て
人

の
よ
う
に
行
為
す
る
神
は
古
代
の
日
本
人
の
神
観
念
の
な
か
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
と
考
え
た
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
殖
に
よ
っ
て
生
ん
だ
神
々

が
、
人
の
形
や
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
古
代
の
信
仰
に
触

れ
、
　
コ
般
に
は
人
の
形
と
性
質
と
を
具
へ
な
い
精
霊
も
し
く
は
霊
物
が
崇
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⑨

拝
せ
ら
れ
て
み
た
」
と
し
、
人
の
形
を
し
た
神
と
い
う
考
え
は
ま
だ
未
発
達

で
、
そ
れ
は
中
国
思
想
の
刺
激
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

し
て
い
る
。

　
天
や
高
天
原
や
天
神
に
つ
い
て
の
、
上
述
の
よ
う
な
見
解
は
、
六
世
紀
の

日
本
を
前
提
と
し
て
見
た
場
合
、
い
ず
れ
も
妥
当
な
も
の
と
言
い
う
る
で
あ

ろ
う
。
天
に
神
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
神
が
人
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と

も
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
、
人
と
同
じ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
高

天
原
の
「
天
神
」
と
は
、
人
の
こ
と
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
か
く
て
津
田
氏
は
、
古
の
人
を
意
味
す
る
「
天
神
」
と
、
中
国
の
天

神
思
想
を
受
け
入
れ
「
天
神
地
紙
」
と
い
う
ふ
う
に
用
い
ら
れ
る
「
天
神
」

と
、
　
『
記
』
『
紀
』
の
な
か
に
お
け
る
「
天
神
」
と
い
う
表
現
に
も
、
二
様

の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
見
解
に
は
、
む
ろ
ん

矛
盾
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
六
世
紀
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
、

そ
れ
以
外
に
考
え
よ
う
が
無
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
代
の
成
立
を

六
世
紀
と
す
る
晴
、
高
天
原
の
尊
厳
性
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
神
話
や
古
代
の
重
要
祭

儀
特
に
大
嘗
祭
は
、
天
や
高
天
原
の
尊
厳
性
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
高
天
原
の
皇
祖
神
に
よ
る
降
臨
の
神
勅
が
、
天
皇
統
治
権
の
神

聖
性
の
保
証
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
や
、
大
嘗
祭
が
天
上
の
儀
と
し
て
行

な
わ
れ
る
こ
と
等
は
そ
の
証
と
い
っ
て
よ
い
。
六
世
紀
半
ば
成
立
説
は
、
こ

の
よ
う
な
神
話
や
祭
祀
の
精
神
と
矛
盾
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
皇
祖
神
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
津
田
氏

は
、
上
代
人
の
儒
仰
に
お
い
て
は
日
の
神
以
外
に
天
の
神
は
い
な
か
っ
た
と

⑩し
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
皇
祖
に
し
て
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
に
あ
る
と
せ
ら
れ
る
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
臼
の
神
の
外
に
は
無
い
し
と
し
た
。
　
『
古
事
記
』
開
關
説
中
の
三
柱
の
神
、

ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
・
カ
ミ
ム
ス
ビ
は
製
出
の
神
で
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
と
考
え
た
。
こ
こ
に
も
六
世
紀
を
前

提
と
す
る
説
が
必
ず
た
ど
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
思
考
の
道
が
見
ら
れ
る
。
六
世

紀
半
ば
と
い
う
晴
代
に
は
、
ま
だ
「
天
皇
」
は
出
現
し
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
王
壼
祖
神
の
神
格
を
考
え
る
に
も
、
天
皇
思
想
と
の
関
連
に
思
い
至
る

は
ず
も
な
か
っ
た
。
　
「
天
皇
」
と
密
接
不
離
の
神
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
な
の
だ

が
、
六
世
紀
半
ば
と
い
う
前
提
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ビ
は
塒
外
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
六
世
紀
を
前
提
と
す
る
時
、
神
祇
祭

祀
に
対
す
る
考
え
方
が
ど
う
な
る
か
拡
大
し
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
場
合

に
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
の
大
嘗
祭
を
は
じ
め
、

天
武
器
の
こ
ろ
に
成
立
し
た
神
紙
祭
祀
体
制
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
道
は
閉

ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
、
皇
霊
神
話
体
系
の
成
立
を
六
世
紀
半
ば
と
す
る
説
に
つ
い
て
、

別
面
か
ら
の
考
察
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
六
世
紀
半
ば
と
い
う
晴
代
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は
、
大
観
し
て
い
え
ば
、
大
陸
の
精
神
文
化
流
入
以
前
の
固
有
文
化
の
暗
代

と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
記
』
『
紀
』
の
神
話
は
、
古

代
律
令
国
家
の
指
導
理
念
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
明
治
以
後
の
近
代
国
家
の

指
導
理
念
と
も
成
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
六
世
紀
半
ば
説
を
と
る
こ
と
は
、

古
代
の
日
本
固
膚
の
精
神
文
化
を
背
景
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
遺
産
が
、
中

国
や
欧
米
の
先
進
文
明
を
摂
取
し
て
築
き
上
げ
た
、
新
国
家
を
指
導
し
て
い

っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
六
世
紀
頃
の
日
本
固
有
文
化

の
な
か
に
、
そ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
果
た
し
て
内
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
日
本
古
代
史
の
常
識
か
ら
は
、
到
底
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
記
』
『
紀
』
の
神
話
体
系
や
神
武
伝
説
の
成
立
を
六
世
紀
半
ば
と
す
る

説
の
検
討
を
一
応
終
わ
っ
て
、
次
に
、
神
武
伝
説
の
各
部
分
に
つ
い
て
、
そ

の
形
成
が
、
神
代
に
つ
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ

て
天
武
朝
の
こ
ろ
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
証
を
加
え

て
お
き
た
い
。
神
武
伝
説
の
な
か
か
ら
、
神
代
と
の
つ
づ
き
方
、
熊
野
山
地

通
過
、
大
和
平
定
の
際
の
久
米
歌
等
の
問
題
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
神
代
と
の
つ
づ
き
方
を
、
一
一
つ
の
面
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
。
一
つ

は
系
譜
的
な
面
か
ら
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
神
武
東
航
に
関
す

る
説
話
構
成
面
か
ら
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。

　
神
武
の
出
生
を
神
代
の
系
譜
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
神
武
は
ウ
ガ
ヤ
フ

キ
ア
ヘ
ズ
の
命
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
命
と
い
う
の

は
、
釣
針
を
求
め
て
海
神
の
宮
に
赴
き
、
干
満
三
珠
を
得
て
帰
っ
た
と
さ
れ

る
ホ
ヲ
リ
の
命
（
『
書
紀
』
で
は
多
く
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
尊
と
呼
ば
れ
る
）
の

子
神
で
あ
る
。
こ
の
神
に
四
子
が
あ
り
、
神
武
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
神
武

兄
弟
の
名
と
順
序
と
に
関
し
て
は
、
　
『
記
』
の
説
と
、
　
『
書
紀
』
本
文
、
第

一
・
第
二
・
第
三
・
第
四
の
各
一
書
の
説
と
、
合
わ
せ
て
六
説
が
見
ら
れ
る
。

各
説
は
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
神
武
を
神
代
の
系
譜
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
各
説
作
者
が
、
神
武
の
生
涯
を
神
代
の
延
長
上
に
お
い
た
こ
と

で
あ
り
、
神
武
物
語
を
も
神
代
の
延
長
上
の
も
の
と
規
定
し
よ
う
と
し
た
、

そ
の
意
図
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
『
記
』
に
よ
る
と
、
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
と
の
最
初
の
戦
い
の
後
、
兄
イ
ツ
セ

の
命
が
、
「
吾
は
至
神
の
御
子
と
し
て
、
日
に
向
ひ
て
戦
ふ
こ
と
良
か
ら
ず
」

と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
南
方
海
上
へ
の
転
進
が
行
な
わ
れ
た
と
語
ら
れ
て

お
り
、
　
『
紀
』
で
は
こ
の
こ
と
ば
は
神
武
に
よ
っ
て
期
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
伝
説
作
者
が
、
神
代
の
系
譜
に
基
づ
い
て
、

神
武
兄
弟
を
皇
祖
日
神
の
子
孫
と
し
、
そ
の
意
識
を
も
っ
て
こ
の
部
分
を
描

い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
熊
野
灘
迂
回
の
条
に
移
っ
て
み
る
と
、

『
紀
』
で
は
、
神
武
の
兄
二
人
が
海
に
入
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
、
　
「
嵯
乎
、
吾
が
祖
は
天
神
、
母
は
海
神
な
り
。
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云
々
」
あ
る
い
は
、
　
「
我
が
母
及
び
嬢
は
、
並
に
儲
れ
海
神
な
り
。
云
々
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
人
は
神
代
か
ら
つ
づ
く
各
自
の
出
自
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
描
写
は
、
　
『
紀
』
の
作
者
の
胸
中
に
、
物
語
を
神
代

の
延
長
と
し
て
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
さ
ら
に
熊
野
山
中
の
部
分
に
移
っ
て
み
る
と
、
　
『
記
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
部
分
以
後
「
天
つ
神
の
御
子
」
の
称
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
本

稿
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
。
そ
れ
が
皇
祖
天
神
の
子
孫
を
意
味
し
、
神
武
物

語
が
神
代
か
ら
の
継
続
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
系
譜
関
連
の
記
事
に
は

神
代
か
ら
の
連
続
の
意
識
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
神
代
に
つ
づ
い
て
制
作
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制
作
時
代
も
ま
た
、
大
体
天
武

朝
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
神
代
と
の
つ
づ
き
方
に
関
連
し
て
、
神
武
東
航
を
架
空
の
物
語
と
す

る
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
架
空
の
物
語
を
作
っ
て
ま
で
、
筑
紫
神
話
を
語
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
え
、
そ
の
よ
う
な
神
話
構
想
を
必
要
と

し
た
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
筑
紫
に
お
け
る
著
名
な
神
話
は
、
隼
人
舞
の
由
来
を
語
っ
た
海
幸
・
山
幸

の
神
話
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
氏
は
、
大
嘗
祭
と
隼
人
の
芸
能
と
の
関
係
を
考

慮
せ
ず
に
は
、
降
臨
が
隼
人
の
棲
む
南
九
州
の
辺
境
の
地
に
な
さ
れ
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
到
底
理
解
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
大
嘗
祭
に
お
け

る
一
芸
能
の
由
来
神
話
の
た
め
に
、
天
孫
の
筑
紫
降
臨
と
い
う
筋
書
き
が
決

定
し
、
さ
ら
に
神
武
伝
説
に
お
け
る
東
航
の
筋
書
き
も
決
定
し
た
こ
と
に
な

る
。　

大
嘗
祭
由
来
神
話
が
な
ぜ
重
視
さ
れ
た
の
か
。
神
話
の
重
要
性
は
、
そ
れ

は
大
嘗
祭
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
発
し
て
い
る
。
律
令
国
家
の
君
主
に
は
絶

対
の
権
威
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
霜
主
を
天
上
の
最
高
神

天
皇
大
帝
に
ひ
と
し
く
す
る
と
い
う
祭
儀
す
ら
案
出
さ
れ
た
。
そ
れ
が
大
嘗

祭
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
嘗
祭
を
絶
対
の
も
の
に
近
づ
け
、
天
皇
位
そ
の
も
の

を
絶
対
の
も
の
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
祭
儀
の
颪
で
も
、
そ
れ
を
反

映
し
た
神
話
の
面
で
も
、
な
し
得
る
限
り
の
努
力
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
神
話
の
う
ち
、
量
的
に
言
っ
て
そ
の
半
ば
は
、
直
接
的
に
大
嘗
祭
を
荘

厳
に
す
る
神
話
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
物
語
は
す
べ
て
虚
構

の
も
の
で
あ
る
。
国
家
最
高
の
大
事
大
嘗
祭
に
関
し
て
、
そ
の
由
来
を
語
る

こ
と
が
主
で
、
物
語
が
虚
構
で
あ
る
か
否
か
は
配
慮
の
ほ
か
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
隼
人
舞
由
来
の
重
婚
に
つ
い
て
雷
え
ば
、
そ
れ
は
天
孫
の
筑
紫

降
臨
と
い
う
虚
構
す
ら
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
神
武
東
航
に
お
い
て
を
や
と

言
え
よ
う
。

　
大
嘗
祭
由
来
の
神
話
や
伝
説
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
大
嘗
祭
の
内
容
成
立
後
の
、
天
武
朝
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
は
遵
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
。
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次
に
熊
野
山
地
通
過
の
部
分
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
成
立
時
代
を
確
か
め

て
お
ぎ
た
い
。
物
語
の
な
か
で
、
熊
野
は
、
奏
時
の
人
の
力
を
も
っ
て
し
て

は
軍
を
進
め
る
こ
と
の
不
可
能
な
地
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
神
武
の
全
軍

が
山
神
の
気
に
当
て
ら
れ
て
全
滅
寸
前
の
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ

と
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
高
木
の
神
の
「
天
つ
神
の
御
子
を
此
れ
よ

り
奥
つ
方
に
な
入
り
幸
で
ま
さ
し
め
そ
。
荒
ぶ
る
給
い
と
多
な
り
」
（
『
記
』
）

と
い
う
語
や
、
　
『
紀
』
の
「
既
に
し
て
皇
師
、
中
洲
に
趣
か
む
と
す
。
而
る

を
山
の
中
断
絶
し
く
し
て
、
復
行
く
べ
き
路
無
し
。
乃
ち
棲
逞
其
の
践
み
ゆ

か
む
所
を
知
ら
ず
」
と
い
う
叙
述
に
つ
づ
い
て
、
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
が
遣
わ
さ
れ

る
こ
と
に
も
そ
れ
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
、
軍
を
進
め
ら
れ
な

い
地
に
軍
を
進
め
て
い
く
物
語
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
不

可
能
が
可
能
に
変
じ
る
に
至
っ
た
ゆ
え
ん
を
語
る
の
が
目
的
な
の
で
あ
る
。

神
武
軍
は
、
皇
祖
神
に
よ
っ
て
降
さ
れ
た
霊
剣
に
救
わ
れ
、
皇
祖
神
に
よ
っ

て
遣
わ
さ
れ
た
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
の
導
き
に
よ
っ
て
死
地
を
脱
出
す
る
。
熊
野
通

過
の
物
語
は
、
神
武
に
対
す
る
皇
祖
神
の
神
助
を
語
り
、
そ
の
神
助
に
よ
っ

て
皇
位
へ
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
を
語
る
、
そ
の
こ
と
を
目
的
と
し
た
物
語

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
熊
野
の
物
語
に
お
け
る
神
助
の
な
か
で
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ

チ
の
神
の
所
有
す
る
、
葦
原
中
国
平
定
の
霊
剣
が
登
場
し
、
物
語
全
体
が
皇

祖
神
に
よ
る
神
助
を
語
る
目
的
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
成

立
が
神
話
成
立
以
後
で
あ
り
、
ま
た
皇
祖
神
の
神
格
成
立
以
後
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
最
後
に
久
米
歌
由
来
の
物
語
の
成
立
を
考
え
る
順
に
な
っ
た
が
、
神
武
伝

説
の
原
形
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
『
記
』
の
物
語
の
、
大
和
平

定
戦
の
部
分
に
お
い
て
、
久
米
歌
の
占
め
る
比
重
は
大
き
い
。
そ
れ
は
、
神

代
か
ら
つ
づ
く
一
連
の
大
嘗
祭
関
連
の
説
話
で
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

大
嘗
祭
芸
能
の
久
米
舞
に
関
連
し
て
久
米
歌
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
に
関
し
て
言
う
べ
き
こ
と
は
、
さ
き
に
隼
人
舞
由
来
神
話
の
考

察
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
大
体
似
た
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
に

従
い
た
い
。

　
神
武
伝
説
の
各
部
分
に
つ
い
て
見
て
き
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
代
と
の
連
続

性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
そ
れ
を
も
っ
て
、
さ
き
に
神
武
伝
説

の
成
立
を
、
神
代
の
成
立
と
同
じ
天
武
朝
の
こ
ろ
と
し
た
こ
と
へ
の
、
支
援

材
料
と
し
た
い
。
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氏
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