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【
要
約
】
　
一
｝
世
紀
前
半
以
降
、
神
社
に
よ
る
怪
異
の
訴
え
と
朝
廷
で
の
ト
占
（
軒
廊
御
卜
）
の
実
施
が
急
増
す
る
。
本
稿
は
そ
の
要
因
と
歴
史
的
な
意

義
を
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
軒
廊
御
ト
が
増
え
は
じ
め
る
一
一
世
紀
前
半
、
貴
族
の
闘
で
そ
の
時
代
を
乱
れ
た
末
世
と
み
る
末
代
観
が
深
ま
る
に
つ
れ
、

彼
ら
は
将
来
の
災
厄
を
も
た
ら
す
神
の
崇
り
の
予
兆
で
あ
る
神
社
の
怪
異
に
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
側
が
自
己
主
張
を
強
化
し
た
こ
と
と

相
挨
っ
て
、
卜
占
の
盛
行
を
も
た
ら
す
に
い
た
っ
た
。
卜
占
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
貴
族
た
ち
は
青
り
を
も
た
ら
す
神
事
の
違
犯
に
鋭
敏

に
な
り
、
曲
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
忌
避
を
強
化
す
る
。
そ
れ
は
日
常
的
に
神
事
に
関
わ
っ
て
い
た
天
皇
周
辺
か
ら
始
ま
り
、
次
第
に
範
囲
を
広
げ
て
い

っ
た
。
一
一
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
の
名
で
行
わ
れ
る
恩
赦
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
対
象
か
ら
除
外
す
る
措
置
が
と
ら
れ

る
が
、
こ
れ
も
神
慮
に
背
く
行
為
を
慎
み
、
神
事
不
信
に
よ
る
神
の
直
り
を
避
け
よ
う
と
す
る
点
で
、
機
れ
忌
避
の
強
化
と
同
根
で
あ
る
。
神
社
に
お
け

る
怪
異
は
ま
た
、
神
の
遣
り
が
現
れ
る
前
に
、
そ
れ
を
人
間
に
知
ら
せ
手
立
て
を
こ
う
じ
さ
せ
る
予
兆
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
神
は
あ
ら
か
じ
め
予
兆

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
り
を
避
け
る
た
め
の
対
応
を
求
め
、
そ
う
し
た
人
間
の
行
為
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
世
的
な
「
応
え

る
神
」
が
明
確
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
～
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
は
、
こ
う
し
た
神
が
性
格
変
化
を
と
げ
る
画

期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
七
巻
六
号
　
二
〇
［
四
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
一
世
紀
は
、
古
代
的
な
神
祇
秩
序
が
解
体
し
、
そ
れ
ま
で
国
家
権
力
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
神
社
が
強
く
自
己
主
張
を
始
め
自
立
を
め
ざ
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す
動
き
を
み
せ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
世
紀
、
神
社
は
様
々
な
運
動
を
通
じ
て
、
自
ら
を
中
世
的
な
存
在
に
変
容
さ
せ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

国
家
と
の
関
係
も
変
化
を
と
げ
、
新
し
い
神
祇
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
。
・

　
例
を
皇
祖
神
を
肥
る
伊
勢
神
宮
に
と
る
と
、
こ
の
世
紀
に
は
新
し
い
あ
り
方
を
求
め
る
い
く
つ
か
の
動
き
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
～

つ
が
託
宣
の
頻
発
で
あ
る
。
託
宣
は
前
後
の
世
紀
に
も
み
ら
れ
る
が
、
一
～
世
紀
に
一
一
回
と
、
ほ
ぼ
こ
の
世
紀
の
前
半
か
ら
中
頃
に
集
中
し

て
い
る
。
な
か
で
も
長
元
四
年
（
一
Ω
三
）
六
月
の
荒
中
宮
の
託
宣
は
神
事
の
最
中
に
斎
宮
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
天
皇
の
敬
神
の
無
さ
を
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

難
ず
る
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
ら
の
託
宣
は
い
ず
れ
も
神
宮
側
の
何
ら
か
の
要
求
を
表
し
て
お
り
、
朝
廷
も
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
と
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
つ
目
は
度
重
な
る
神
人
強
訴
の
強
行
で
あ
る
。
禰
宜
以
下
の
滋
雨
集
団
が
多
数
の
神
人
を
率

い
て
上
洛
し
、
直
接
朝
廷
に
訴
え
る
強
訴
も
一
〇
世
紀
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
集
中
し
て
い
る
の
は
＝
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
で
あ

る
。
と
く
に
中
葉
に
は
匁
亦
王
の
非
法
を
糾
弾
す
る
強
訴
が
何
度
も
繰
り
か
え
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
台
頭
し
て
き
た
祭
祀
集
団
が
神
宮

と
神
郡
に
対
す
る
支
配
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
祭
主
に
反
発
し
て
お
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
対
抗
の
な
か
で
神
宮
の
中
世
的
な
体
制
が
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

成
さ
れ
る
。
三
つ
目
は
禰
宜
・
権
禰
宜
ら
を
中
心
に
し
て
進
め
ら
れ
た
神
領
形
成
の
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
＝
世
紀
前
半
か
ら
伊
勢
国
内
お

よ
び
近
隣
諸
国
で
本
格
化
し
、
多
数
の
御
厨
・
御
園
が
立
て
ら
れ
た
結
果
、
一
二
世
紀
初
め
ま
で
に
中
世
神
宮
領
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
事
象
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
、
研
究
も
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
う
　
つ
、
～

「
世
紀
以
降
盛
ん
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
余
り
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
宮
が
神
社
内
で
生

じ
た
異
常
を
怪
異
と
し
て
朝
廷
に
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
神
宮
の
場
合
、
怪
異
の
訴
え
は
＝
世
紀
第
二
四
半
期
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
そ

れ
を
う
け
て
朝
廷
で
は
軒
廊
御
ト
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
卜
占
に
よ
り
、
そ
の
怪
異
が
何
に
よ
り
生
じ
た
の
か
、
将
来
神
の
崇
り
に
よ

り
ど
の
よ
う
な
災
厄
が
お
こ
る
の
か
、
ま
た
避
け
る
た
め
の
手
立
て
に
は
何
が
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
、
擾
災
の
た
め
の
措
置
が
こ
う
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
怪
異
の
訴
え
は
何
も
伊
勢
神
宮
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
石
清
水
八
幡
宮
・
賀
茂
社
を
始
め
と
す
る
有
力
な
神
社
に
よ
っ
て
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も
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
軒
廊
御
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。
怪
異
の
訴
え
は
有
力
な
神
社
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
動
き
で
あ
り
、
＝
世
紀
以
降
盛

ん
に
な
る
神
社
の
自
己
主
張
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
成
立
期
の
神
社
を
特
徴
づ
け
る
動
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
注
目
す
べ
き
事
象
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
卜
占
と
の
関
わ
り
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
独
自
の
分
析
が
加
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
問
題
は
こ
の
訴
え
と
ト
占
が
な
ぜ
、
一
一
世
紀
以
降
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
で
あ
る
。
怪
異
が
神
事
に
お
け
る
何
ら
か
の
違
犯

に
よ
っ
て
生
じ
、
将
来
お
こ
り
う
る
神
の
崇
り
に
よ
る
災
厄
の
予
兆
と
み
な
さ
れ
て
い
た
以
上
、
そ
の
盛
行
に
は
貴
族
た
ち
の
社
会
観
や
神
社

の
位
置
づ
け
の
変
化
が
関
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
神
事
の
お
け
る
忌
み
の
あ
り
方
や
神
と
人
間
と
の
関
係
の
変
容
が
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
。
別
の
雪
葉
で
い
え
ば
、
怪
異
と
ト
占
の
盛
行
は
こ
れ
ら
の
変
化
を
集
約
的
に
表
し
て
い
る
。
神
社
に
お
け
る
怪
異
と
そ
れ
に
対
す
る
ト

占
は
こ
れ
ら
の
問
題
群
に
迫
る
要
に
位
置
す
る
事
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
脇
分
け
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
究
明
も
可
能
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
神
観
念
の
中
世
的
な
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
神
社
に
お
け
る
怪
異
と
そ
れ
を
う
け
て
行
わ
れ
た
ト
占
を
手
懸
か
り
に
、
関
連
す
る
諸
事
象
の
究
明
を
め
ざ
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
が
、
そ
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
諸
事
象
間
の
連
関
や
神
と
人
間
と
の
関
係
の
変
化
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
大
方
の
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

　
①
早
川
庄
八
「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
扁
（
『
日
本
古
代
官
僚
制
　
　
と
仕
組
み
」
（
上
横
手
雅
敬
・
元
木
泰
雄
・
勝
山
清
次
『
院
政
と
平
氏
、
鎌
倉
政

　
の
研
究
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
一
九
入
三
年
）
、
岡
田
荘
司
「
平

　
安
中
期
の
天
皇
と
神
宮
」
（
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
轡
類
従
完
成
会
、

　
一
九
九
四
年
、
初
出
は
　
九
九
三
年
）
。

②
村
岡
薫
「
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
人
強
訴
の
～
考
察
」
（
中
世
民
衆
史
研
究
会

　
編
噸
申
世
の
政
治
的
社
会
と
罠
衆
像
㎞
三
一
書
房
、
一
九
七
六
年
）
。

③
棚
橋
光
男
「
中
世
伊
勢
神
宮
領
の
形
成
」
（
隅
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
㎞
塙
書

　
房
、
一
九
八
三
年
、
初
出
は
一
九
七
五
年
）
、
勝
山
清
次
「
荘
園
制
の
成
り
立
ち

　
権
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。

④
朝
廷
で
行
わ
れ
る
ト
占
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、

　
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
（
塙
書
房
、
～
九
八
～
年
）
、
安
江
和
宣
「
御

　
体
御
ト
に
関
す
る
　
考
察
」
（
『
神
道
祭
祀
論
考
』
神
道
史
学
会
、
一
九
七
九
年
、

　
初
出
は
一
九
七
六
年
）
、
小
坂
三
二
「
古
代
・
中
世
の
占
い
」
（
村
山
修
一
等
編

　
『
陰
陽
道
叢
書
4
　
特
免
勧
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
山
下
克
明
『
平
安
時

　
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
輪
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、
同
「
災
害
・
怪
異
と

3　（8Z5）



天
皇
」
（
網
野
善
彦
等
編
『
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』
8
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

二
年
、
所
収
〉
、
西
岡
芳
文
「
六
壬
式
占
と
軒
廊
御
子
」
（
今
谷
明
四
界
王
権
と
神

祇
㎞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
、
井
上
亘
臨
御
体
御
言
考
」
（
㎎
古
代
日
本
の

政
治
と
宗
教
㎞
期
成
社
、
二
〇
〇
五
年
）
、
大
江
篤
『
日
本
古
代
の
神
と
霊
』
（
臨

川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
〉
、
山
田
雄
司
㎎
怨
霊
・
怪
異
・
伊
勢
神
宮
』
（
思
文
閤
出

版
、
二
〇
一
四
年
〉
等
を
参
照
。
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災
異
と
軒
廊
御
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
行
論
の
関
係
上
最
初
に
、
朝
廷
で
行
わ
れ
る
ト
占
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
日
本
で
は
律
令
制
以
前
か
ら
、
人
々
に
災
厄
を
も
た
ら
す
天
変
地
異
や
疾
病
、
人
知
を
こ
え
た
不
可
解
な
現
象
　
　
こ
れ
ら
災
害
と
怪
異
を

あ
わ
せ
て
府
営
と
総
称
す
る
　
　
は
神
意
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
、
卜
占
に
よ
っ
て
、
異
常
を
も
た
ら
し
た
神
や
そ
の
要
因
を
探
ろ
う
と
す
る
試

み
が
な
さ
れ
た
。
占
い
の
結
果
、
災
異
が
特
定
の
神
の
票
り
と
み
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
そ
の
神
を
祀
る
祭
祀
も
と
り
お
こ
な

わ
れ
た
。

　
律
令
制
の
時
代
に
な
る
と
、
儒
教
的
な
天
命
思
想
が
受
容
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
葛
篭
は
統
治
者
で
あ
る
天
皇
の
不
徳
失
政
に
対
す
る
天
の
讃
責

で
あ
る
と
い
う
考
え
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
　
方
で
、
従
前
の
神
観
念
に
よ
り
、
神
々
の
怒
り
や
意
思
の
表
明
と
も
捉
え
ら
れ
、

神
社
へ
の
奉
幣
や
仏
典
の
読
諦
が
な
さ
れ
た
。

　
八
世
紀
末
以
降
、
神
や
霊
の
弄
り
へ
の
傾
斜
が
進
む
と
、
こ
う
し
た
天
の
忍
言
と
神
の
崇
り
の
並
存
は
崩
れ
だ
し
、
掘
割
に
際
し
て
、
神
祇

官
の
亀
ト
の
ほ
か
に
陰
陽
寮
に
よ
る
式
占
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
災
異
に
お
け
る
ト
占
が
本
格
化
す
る
。
そ
し
て
九
世
紀
中
葉
、
卜
占
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
嵯
峨
上
皇
の
遺
詔
が
「
卜
笠
告
ぐ
る
所
、
信
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
朝
議
に
よ
っ
て
反
故
に
さ
れ
た
結
果
、
災

異
は
神
や
霊
の
盗
り
で
あ
る
と
い
う
在
来
の
観
念
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
原
因
と
消
除
の
方
法
を
ト
占
で
決
め
る
あ
り
方
が
定
着
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
そ
れ
に
と
も
な
い
、
朝
廷
の
お
け
る
ト
占
の
制
度
的
な
整
備
も
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、
紫
農
殿
東
側
の
渡
殿
で
あ
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③

る
軒
廊
で
神
祇
官
と
陰
陽
寮
が
と
も
に
奉
仕
す
る
軒
廊
御
ト
で
あ
り
、
こ
れ
が
国
家
の
大
事
を
占
う
最
も
重
要
視
さ
れ
る
ト
占
と
な
っ
た
。
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

廊
御
ト
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
炎
皐
と
森
雨
に
対
す
る
ト
占
が
増
え
始
め
る
九
世
紀
末
か
ら
　
○
世
紀
初
め
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
が
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

着
し
た
の
は
史
料
中
に
こ
の
用
語
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
よ
う
に
な
る
～
○
世
紀
半
ば
で
あ
ろ
う
。

　
軒
廊
御
ト
は
災
異
の
み
な
ら
ず
、
人
事
や
糠
れ
の
有
無
な
ど
、
多
様
な
国
家
的
な
大
事
を
占
い
の
対
象
と
し
た
。
軒
廊
御
ト
で
ト
占
の
題
目

（
占
題
）
と
な
っ
た
事
象
を
分
け
る
と
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
。

G　FEDCBA

こ
の
う
ち
、

異
に
対
し
て
ト
占
が
行
わ
れ
る
の
は
、

兆
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
そ
れ
自
体
が
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
災
害
と
異
常
現
象
で
あ
る
怪
異
は
も
と
も
と
異
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
、

分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ト
占
の
実
例
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
は
災
害
か
ら
。

　
今
日
又
軒
廊
御
卜
云
々
、
上
卿
中
宮
権
大
夫
宗
能
、
先
是
森
雨
之
事
云
々
、

　
　
　
（
中
略
） 自

然
災
害
…
…
…
…
…
…
炎
旱
、
霧
雨
、
地
震
な
ど

社
会
的
な
災
い
…
…
…
…
疾
疫

動
植
物
の
異
変
…
…
…
…
特
定
の
場
所
に
お
け
る
鳥
の
群
集
・
動
物
の
侵
入
・
枯
木
や
倒
木
な
ど

建
物
・
器
物
の
異
変
…
…
特
定
の
場
所
に
お
け
る
建
物
の
倒
壊
や
焼
亡
・
器
物
の
破
損
や
紛
失
・
調
度
の
湿
損
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
物
の
異
変
…
…
…
…
…
天
皇
・
斎
宮
・
斎
院
・
勅
使
の
病
気
等

人
事
：
…
…
…
…
…
…
・
…
勅
使
・
神
官
等
の
選
任

神
事
実
施
の
可
否
・
織
れ
の
有
無
…
…
特
定
の
場
所
に
お
け
る
も
の

　
F
の
人
事
と
G
の
神
事
・
繊
れ
の
有
無
を
除
い
た
A
～
E
ま
で
が
災
害
・
怪
異
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
災

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ら
を
お
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
神
の
覆
り
と
そ
の
要
因
を
知
り
、
災
異
自
体
と
そ
れ
ら
が
示
す
凶

次
に
こ
の
二
つ
を
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近
日
不
晴
連
雨
、
依
二
何
轡
一
所
レ
致
哉
、

　
　
官
卜
云
、
天
下
驚
恐
事
、
井
公
家
殊
御
慎
之
上
、
巽
罠
坤
太
神
崇
歎
、

　
　
寮
占
云
、
理
運
所
レ
致
之
上
、
巽
艮
方
神
事
崇
欺
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
可
レ
有
二
奉
幣
ハ
定
七
日
、
十
二
日
奉
幣
、

　
長
雨
に
対
す
る
ト
占
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
占
い
の
結
論
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
神
舐
官
の
ト
い
は
、
巽
・
艮
・
坤
の
方
角
に
あ
る
大
神

の
崇
り
で
あ
り
、
天
下
に
驚
き
恐
る
べ
き
こ
と
が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
、
ま
た
天
皇
は
病
気
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
物
忌
み
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
陰
陽
寮
の
占
い
は
、
自
然
の
理
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
巽
・
艮
方
の
神
社
に
お
け
る
神
事
に
よ
る
崇
り
で
あ
る

と
す
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
六
七
B
に
は
買
方
の
伊
勢
・
稲
荷
・
祇
園
、
艮
方
の
賀
茂
・
日
吉
・
吉
田
、
坤
方
の
石
清
水
・
松
尾
・
大
原
野
・

梅
宮
、
あ
わ
せ
て
一
〇
社
に
、
さ
ら
に
照
雨
と
い
う
こ
と
で
丹
生
・
貴
布
祢
を
加
え
て
＝
一
社
に
奉
幣
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
は
奉
幣
の
み
で
あ
る
が
、
嬢
災
の
た
め
の
読
経
や
、
崇
り
の
原
因
と
な
っ
た
神
事
不
浄
を
報
告
さ
せ
た
り
、
神
社
に
検
非
違
使
を
派
遣
し

て
不
浄
物
を
実
検
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
措
置
を
模
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

1
一
祈
謝
、
あ
る
い
は
消
除
の
た
め
の
奉
幣
・
読
経

　
い
く
つ
か
補
足
を
し
て
お
く
と
、
長
雨
の
よ
う
な
深
刻
な
災
害
の
場
合
、
当
初
は
そ
れ
自
体
が
神
の
崇
り
の
結
果
と
み
な
さ
れ
、
将
来
起
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
う
る
災
厄
の
予
兆
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
長
承
三
年
（
＝
三
四
）
六
月
四
日
の
森
雨
に
よ
る
軒
廊
御
ト
や
先
掲
の
事

例
を
早
い
例
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
予
兆
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
天
皇
の
居
住
す
る
内
裏
・
皇
居
の
火
災
も
災
害
と
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同
じ
く
、
王
権
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
出
来
事
と
さ
れ
、
軒
廊
御
ト
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
も
初
め
、
そ
れ
自
体
が
神
々
の
崇
り
と
さ

れ
、
将
来
の
災
厄
の
予
兆
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
永
久
二
年
（
＝
～
四
）
以
降
に
は
予
兆
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う

　
　
⑩

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
、
そ
れ
自
体
が
深
刻
な
災
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
災
害
や
火
災
に
お
い
て
も
、
一
二
世
紀
前
半
以
降
、
将
来
起
こ

り
う
る
よ
り
重
大
な
災
厄
の
予
兆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
次
に
怪
異
の
ト
占
と
し
て
、
神
社
に
お
け
る
怪
異
の
事
例
を
あ
げ
る
。
こ
の
場
合
は
官
寮
と
も
に
占
方
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
神
紙
窟

　
　
卜
二
物
権
「
事

　
問
、
大
宰
府
言
上
去
三
月
廿
三
日
解
状
、
宇
佐
宮
西
門
南
外
腋
御
幣
殿
東
方
柞
木
俄
枯
、
件
木
茂
盛
大
樹
也
、
無
情
以
枯
了
、
一
葉
無
レ
青
、
今
月
十
三
日

　
申
時
所
二
見
及
｝
也
者
、

　
同
月
十
七
日
辰
時
、
鴨
一
讐
集
二
南
楼
上
一
者
、

　
若
有
レ
崇
欺
、

　
　
推
レ
之
控
也
、
可
レ
有
二
疫
癌
兵
革
一
歎
、
心
計
二
彼
宮
司
等
神
事
違
例
↓
事
事
歎
、
但
兵
革
従
二
酉
未
申
方
｝
可
レ
有
欺
、

　
　
　
　
万
寿
三
年
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
署
名
略
）

　
　
陰
陽
寮

　
　
一
占
一
　
八
幡
宇
佐
宮
西
門
南
外
腋
御
幣
殿
東
方
柞
木
俄
枯
粧
一
三
月
＋
三
日
申
時

　
　
三
月
十
三
臼
庚
寅
、
時
加
レ
申
、
天
岡
臨
レ
卵
為
レ
用
、
将
六
合
、
中
太
一
、
千
早
陣
、
終
勝
先
、
将
青
龍
、
卦
三
二
曲
馬
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
脱
力
）

　
　
　
推
レ
之
、
惟
所
宮
司
中
、
非
レ
有
二
黒
子
年
忌
闘
乱
三
雲
↓
丑
未
黒
人
憂
二
病
患
｝
之
事
哉
、
期
二
権
日
以
後
辮
日
二
等
来
八
月
藩
中
丙
丁
日
｝
也
、
何
以
雷

　
　
　
レ
之
、
用
起
二
王
気
妻
壁
7
勝
、
辰
上
及
伝
漫
罵
朱
雀
勾
陣
門
以
レ
之
主
二
闘
乱
↓
又
以
三
天
岡
主
有
二
病
患
【
之
故
、
件
性
所
至
レ
期
慎
レ
之
、
無
二
其
答
一
乎
、

　
　
一
占
下
鴨
一
隻
集
二
南
楼
上
㍍
雁
上
三
月
十
七
日
辰
時

　
　
　
　
　
（
中
略
）
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万
寿
三
年
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
署
名
略
）

　
こ
の
宇
佐
宮
に
お
け
る
怪
異
は
神
祇
官
卜
文
に
あ
る
よ
う
に
、
三
月
二
一
二
日
の
大
宰
府
解
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
、
御
幣
殿
東
方
に

あ
る
柞
木
が
突
然
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
一
番
い
の
鴨
が
南
楼
に
飛
来
し
た
こ
と
の
二
つ
を
さ
す
。
ま
ず
神
祇
官
の
ト
い
で
は
、
一
一
つ

の
怪
異
が
ま
と
め
て
報
告
さ
れ
、
宇
佐
宮
の
宮
司
等
の
神
事
違
例
に
よ
っ
て
生
じ
た
怪
異
で
あ
り
、
宣
り
に
よ
っ
て
疾
疫
が
広
が
る
ば
か
り
か
、

酉
・
来
・
申
の
方
角
か
ら
兵
革
が
起
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
断
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
陰
陽
寮
の
占
い
で
は
発
生
時
期
を
異
に
す
る
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

怪
異
が
六
壬
式
占
に
よ
り
、
別
々
に
占
わ
れ
た
。
木
枯
れ
に
つ
い
て
は
置
所
で
あ
る
宇
佐
宮
の
宮
司
中
、
亡
子
年
の
人
に
闘
乱
、
ま
た
丑
未
年

の
人
に
仕
事
が
あ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
怪
異
が
み
つ
か
っ
た
日
よ
り
三
〇
日
内
と
一
年
以
内
の
八
月
中
の
そ
れ
ぞ
れ
、
丙
と
丁
の
日
に
起
こ
る

の
で
、
そ
の
期
に
宇
佐
宮
で
物
忌
み
す
れ
ば
、
餐
め
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
結
論
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
鴨
の
飛
来
に
つ
い

て
は
天
下
に
疾
疫
が
広
が
る
ば
か
り
で
な
く
、
坤
と
艮
の
方
角
に
あ
る
国
に
兵
革
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
時
期
は
怪
異
が
み
つ
か
っ
た
B

よ
り
二
〇
日
以
内
、
お
よ
び
六
・
七
・
一
一
月
の
そ
れ
ぞ
れ
庚
と
辛
の
日
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
日
々
に
天
皇
が
物
忌
み
す
れ
ば
、
そ
の
災
い
は

起
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
う
け
て
、
五
月
；
一
日
付
け
で
五
畿
内
と
東
海
・
東
山
・
山
陰
道
諸
国
に
は
疾
疫
を
綾
除
す
る
た
め
に
、
ま
た
山
陽
・
南
海
道
の
諸

国
に
は
疾
疫
を
窓
越
し
、
兵
革
を
用
心
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
分
寺
と
定
額
寺
等
で
仁
王
経
と
大
般
若
経
を
転
読
す
る
よ
う
命
じ

る
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
大
宰
府
に
対
し
て
は
、
官
符
で
四
王
院
に
て
兵
革
の
用
心
の
た
め
に
祈
濤
し
、
管
内
諸
国
の
国
分
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
疾
疫
を
防
ぐ
た
め
に
仁
王
経
と
大
般
若
経
を
転
読
す
る
よ
う
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
経
典
の
転
読
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

祈
謝
・
擾
災
の
た
め
に
怪
異
が
発
生
し
た
神
社
や
二
十
二
社
な
ど
に
奉
幣
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
神
社
の
怪
異
を
う
け
て
と
ら
れ
た
措
置
を
災
害
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
模
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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1
一
消
除
の
た
め
の
奉
幣
、
読
経
、
物
忌
み

　
災
害
で
あ
れ
、
怪
異
で
あ
れ
、
卜
占
が
行
わ
れ
る
と
、
神
が
崇
る
原
因
が
示
さ
れ
る
が
、
一
般
に
は
神
事
に
お
け
る
健
気
・
不
浄
・
不
信
・

違
例
の
う
ち
の
一
つ
、
あ
る
い
は
複
数
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
神
事
を
行
う
場
が
罷
れ
て
い
る
こ
と
や
、
不
浄
の
身
で
神

事
を
行
う
、
神
に
対
す
る
崇
敬
が
足
り
な
い
、
規
定
ど
お
り
に
神
事
を
執
り
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
を
さ
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
神
の
着
り
を
招

く
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ

る
虞
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
崇
り
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
神
事
に
携
わ
る
も
の
の
機
れ
・
不
浄
に
対
す
る
意
識
は
鋭
敏
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
卜
占
の
な
か
で
将
来
起
こ
り
う
る
災
厄
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
疾
疫
・
心
事
、
口
舌
・
闘
争
・
闘
乱
・
兵
革
・
動
揺
・
不
安
、
火
事
の

い
ず
れ
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
組
み
あ
わ
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
病
気
（
天
皇
の
嘉
事
と
天
下
の
疾
疫
）
、
争
い
（
口
舌
か
ら
兵

革
・
不
安
ま
で
）
、
火
事
の
三
種
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
天
皇
の
身
、
あ
る
い
は
社
会
に
深
刻
な
影
響

を
も
た
ら
す
災
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
災
厄
が
神
の
蘇
り
と
し
て
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
召
命
の
奉
幣
・
読
経
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
天
皇
や
怪
所
と
な
っ
た
神
社
の
神
官
た
ち
は
物
思
み
を
し
て
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
卜
占
の
増
加
は
ま
た
、
天
皇
を

始
め
と
し
て
、
人
々
の
物
忌
み
の
期
間
を
長
く
し
た
の
で
あ
る
。

　
①
は
じ
め
に
注
④
小
坂
眞
二
論
文
、
同
山
下
克
曝
論
文
。
　
　
　
　
　
　
④
『
扶
桑
略
記
』
裡
書
寛
平
～
○
年
五
月
一
日
条
、
同
延
喜
九
年
六
月
九
日
条
、

　
②
㎎
続
日
本
後
山
㎞
承
和
＝
年
八
月
乙
酉
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
同
延
寛
エ
九
年
六
月
二
四
目
条
、
同
延
喜
二
二
年
七
月
一
九
日
条
、
『
貞
信
公
記
』

　
③
は
じ
め
に
注
④
西
周
芳
文
論
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
日
本
古
記
録
）
延
長
四
年
八
月
五
日
条
、
隅
扶
桑
略
記
㎞
親
書
延
長
七
年
八
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月
五
日
条
等
。
こ
の
二
つ
の
自
然
災
害
は
ほ
ぼ
、
神
紙
官
と
陰
陽
寮
が
と
も
に
占

　
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
ま
た
、
内
裏
・
大
内
裏
に
お
け
る
怪
異
も
目
立
つ
よ

　
う
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
専
ら
陰
陽
寮
が
占
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
占
に
お
け
る

　
役
割
分
損
の
明
確
化
と
い
え
よ
う
。

⑤
『
九
暦
㎞
（
大
日
本
古
記
録
）
天
暦
三
年
八
月
四
日
条
、
欄
西
宮
記
』
（
神
道
大

　
系
）
臨
時
一
（
甲
）
定
穣
事
裏
書
（
天
暦
六
年
三
月
～
九
日
）
、
胃
口
本
紀
略
』
天

　
徳
二
年
一
一
　
月
七
日
条
、
「
祈
雨
日
記
」
天
徳
四
年
五
月
一
三
日
条
（
『
大
B
本
史

　
料
㎞
第
一
編
之
十
）
。
な
お
、
神
祇
官
と
陰
陽
寮
が
と
も
に
軒
廊
で
ト
平
し
て
い

　
た
こ
と
を
示
す
早
い
事
例
は
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
五
年
四
月
～
○
日
条
で
あ
る
。

⑥
～
般
に
天
皇
の
病
気
の
場
合
は
、
陰
陽
師
が
占
う
こ
と
が
多
い
。

⑦
『
中
右
記
睡
（
増
補
史
料
大
成
）
保
延
元
年
八
月
六
日
条
。

⑧
㎎
中
右
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
天
永
三
年
七
月
五
日
条
、
同
前
大
治
二
年
八
月

　
五
日
条
等
。

⑨
　
『
中
右
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
長
承
三
年
六
月
四
日
条
。

⑩
凹
本
朝
世
紀
㎞
長
保
元
年
六
月
二
七
日
高
、
『
申
右
記
㎞
（
増
補
史
料
大
成
〉
永

　
久
二
書
入
月
一
四
日
置
等
。

⑪
噸
類
聚
首
鼠
抄
㎞
第
三
。

⑫
小
坂
眞
二
「
物
忌
と
陰
陽
道
の
六
壬
式
占
」
（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時

　
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
。

⑬
『
類
聚
臼
歯
抄
』
第
三
。
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二
　
神
社
の
怪
異
と
貴
族
の
時
代
観

（一

j

　
朝
廷
の
ト
占
で
占
わ
れ
た
巻
心
に
は
時
代
の
様
相
が
反
映
し
て
お
り
、
時
期
に
よ
っ
て
変
化
が
み
ら
れ
た
。
最
も
重
視
さ
れ
た
軒
廊
御
ト
で

も
同
様
で
、
時
期
ご
と
に
占
い
の
題
目
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
表
1
は
九
〇
一
年
か
ら
～
二
〇
〇
年
ま
で
の
三
〇
〇
年
問
を
二
五
年
間
隔
に
区
分
し
て
、
災
異
の
種
類
や
起
こ
っ
た
場
所
・
施
設
ご
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

実
施
さ
れ
た
ト
占
の
件
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
表
で
は
ま
ず
、
自
然
災
害
と
社
会
的
災
い
を
怪
異
か
ら
区
別
し
た
う
え
で
、

様
々
な
怪
異
を
異
変
の
種
類
で
は
な
く
、
発
生
し
た
場
に
即
し
て
分
け
て
い
る
。
生
起
し
た
場
ご
と
に
区
分
す
る
方
が
時
期
に
よ
る
変
化
を
よ

り
的
確
に
指
し
し
め
す
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
表
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
一
一
世
紀
第
一
四
半
期
ま
で
は
軒
廊
御
ト
の
件
数
も
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、

卜
占
も
金
華
、
炎
旱
や
疫
学
な
ど
災
害
が
主
た
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
ま
で
は
こ
う
し
た
災
害
こ
そ
が
神
の
重
り
を
表
す
も
の
と



神社の災異と軒廊御卜（勝山）

表1　軒廊御トの件数

時　期 災　害 内裏・大内裏 神　社 山　陵 寺 諸　国 その他 不　明

901

@
～
9
2
5

　3

i2） （7） （2）

926

@～

X50

　5

i4） （35）

　1

i1） （1）

　4

i1）

2

951

@
～
9
7
5

8

（9）

4

（D （1）

　1

i1）

976

@～

P000

　5

i3）

　4

i24）

　5

i2）

1 1

1001

@～

P025

　8

i1）

　2

i24）

4 　2

i2）

1 1

1026

@～

P050

3

（10）

21

（4＞

　1

i1）

1051

@　～

P075

1 　2

i1）

12 2

（6） （1）

2

1076
@　～

P100

10 　1

i7）

38 1 1 12

1101

@～

P125

　6

i1）

　2

i6）

115

i1）

1

（2）

3 　2

i1）

20

1126

@～

P150

　7

i2）

　1

i4）

128 3

（1）

1 21

1151

@～

P175

3 　5

i7）

92 　1

i1）

　5

i1）

1176

@～

P200

7 　2

i5）

39 1 　1

iD
1 2

注1：匿大日本史料』，諸日記，各種の編纂書にもとづき，作成した。

注2：前後の事例により，軒廊御トと判断したものもある。

注3：（　）内は，朝廷におけるほかのト占による件数である。
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し
て
恐
れ
ら
れ
、
軒
廊
御
ト
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
一
〇
世
紀
で
も
怪
異
の
ト
占
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
ら
は
軒
廊
御
ト
で
は
な
く
、
多
く
は
陰
陽
師
の
み
が
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
怪
異
の
生
じ
た
場
所
は
内
裏
・
大
内
裏
が
圧
倒
的
に
多

数
を
占
め
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は
次
の
＝
世
紀
に
は
第
二
四
半
期
以
降
、
少
な
く
な
る
。
な
お
こ
の
ト
占
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。　

第
二
に
、
＝
世
紀
の
第
二
四
半
期
以
降
、
軒
廊
御
ト
の
回
数
が
増
え
る
と
と
も
に
、
神
社
に
お
け
る
怪
異
を
占
う
件
数
が
圧
倒
的
に
多
く

な
る
。
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
も
神
社
か
ら
の
怪
異
の
訴
え
に
基
づ
き
、
卜
占
は
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
単
発
的
で
、
ま
れ
に
行

わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
以
降
、
そ
の
件
数
が
飛
躍
的
に
増
え
、
そ
れ
が
軒
廊
御
ト
の
回
数
の
増
加
を
も
た
ら
し

た
の
で
あ
る
。
表
で
は
＝
世
紀
の
第
三
四
半
期
で
、
全
体
、
お
よ
び
神
社
の
件
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
史
料
的
な
制
約
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
第
四
四
半
期
以
降
の
数
字
を
み
る
限
り
、
増
加
の
傾
向
は
何
ら
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
一
一
世
紀
末
以
後
、
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
は
異
常
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
顕
著
な
増
加
を
示
す
。

　
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
＝
世
紀
以
降
の
軒
廊
御
ト
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
の
増
加
で
あ
る
。
そ
の
件

数
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
の
軒
廊
御
ト
に
お
け
る
位
置
づ
け
も
変
化
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
ト
占
は
同
じ
種
類
に

属
す
る
大
き
な
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
軒
廊
御
ト
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と

も
な
い
、
神
社
の
怪
異
に
対
す
る
対
応
が
軒
廊
御
ト
の
果
た
す
役
捌
の
な
か
で
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
の
増
加
こ
そ
本
稿
を
構
想
す
る
端
緒
と
な
っ
た
事
象
で
あ
る
の
で
、
よ
う
や
く
主
題
を

正
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
軒
廊
御
ト
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
神
社
の
怪
異
に
焦
点

を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
神
社
に
お
け
る
怪
異
と
み
な
さ
れ
た
事
象
を
み
る
と
、
社
殿
の
焼
亡
・
倒
壊
と
い
っ
た
大
事
か
ら
、
境
内
で
の
人

間
お
よ
び
動
物
の
死
、
流
血
や
動
物
の
産
生
な
ど
の
繊
れ
、
鴨
動
、
神
鏡
の
墜
落
・
扉
の
不
開
・
器
物
の
破
損
・
柱
の
朽
損
、
井
戸
の
枯
渇
・

臭
気
な
ど
の
異
常
事
、
牛
や
鼠
に
よ
る
榊
や
御
帳
の
喰
損
、
鳥
の
群
集
や
飛
来
、
狐
・
鹿
や
蟻
の
出
現
な
ど
、
動
物
や
虫
の
異
常
行
動
、
木
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桔
・
倒
木
な
ど
の
樹
木
の
異
変
に
い
た
る
ま
で
、
実
に
多
様
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
現
在
か
ら
み
れ
ば
些
細
な
事
柄
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
も
日
常
と
は
異
な
る
怪
異
と
し
て
朝
廷
に
報
告
さ
れ
、
卜
占
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
怪
異
と
み
な
さ
れ
た
現
象
の
広
が
り
は
神

社
の
怪
異
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
些
細
な
異
常
ま
で
が
怪
異
と
し
て
報
告
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
神
社
内
で
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
の

直
接
的
な
意
思
表
示
と
み
な
さ
れ
た
。
災
害
の
場
合
は
、
卜
占
に
よ
っ
て
初
め
て
、
崇
り
を
な
す
神
の
位
置
す
る
方
角
や
神
の
名
前
が
判
明
す

る
が
、
神
社
の
怪
異
で
は
占
い
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
異
常
を
も
た
ら
し
た
神
は
特
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
に
よ
る
直
裁
的
な
意
思
表
示
で

あ
る
こ
と
も
、
神
社
の
怪
異
の
特
徴
の
～
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
怪
異
は
そ
の
神
社
に
お
け
る
神
事
礒
気
・
不
浄
・
不
信
・
違
例
の
う
ち
の
一
つ
、
あ
る
い
は
複
数
の
違
犯
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
み

な
さ
れ
た
が
、
神
社
に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
社
殿
の
火
災
や
倒
壊
を
除
く
な
ら
ば
、
違
犯
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
振
り
と
い
う
よ
り
、
将

来
起
こ
り
う
る
深
刻
な
崇
り
の
予
兆
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
卜
占
に
あ
た
っ
て
も
ど
の
よ
う
な
「
誓
崇
」
に
よ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
問
う
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
「
吉
凶
可
卜
申
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
停
り
の
予
兆
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
も
上
北
と
し
て
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
予
兆
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
崇
り
を
、
神
祇
官
の
ト
文
と
陰
陽
寮
の
占
文
が
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
本
朝
世
紀
励
仁
平
元
年
条
を
も

と
に
、
表
2
に
ま
と
め
た
。
あ
く
ま
で
も
特
定
の
年
の
事
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
傾
向
を
知
る
う
え
で
は
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
将
来
起
こ
り
う
る
災
厄
に
は
、
天
下
、
特
定
の
方
角
の
地
域
、
あ
る
い
は
怪
所
に
お
け
る
口
舌
・
闘
争
・
動
揺
・
疾
疫
の
ほ
か
に
、
「
公
家

御
慎
」
「
公
家
慎
済
々
薬
」
と
記
さ
れ
る
天
皇
の
病
気
の
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
か
の
災
害
の
ト
占
で
も
み
ら
れ
る
災
厄
で
あ
り
、
内
容

上
と
く
に
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
も
な
い
。
し
か
し
神
社
の
怪
異
の
場
合
、
＝
一
世
紀
初
め
中
御
門
宗
忠
が
「
近
代
神
社
悟
異
頻
り
に
以
て
言
上
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

御
ト
を
行
わ
る
る
と
こ
ろ
、
多
く
以
て
公
家
御
慎
み
て
へ
り
漏
と
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
天
皇
の
芸
事
が
三
六
さ
れ
た
。
天
皇
の
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

康
は
、
御
体
認
ト
が
六
月
・
一
二
月
と
、
年
に
二
度
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
常
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
事
で
あ
り
、
貴
族
た
ち

13 （825）



表2　仁平元年の怪異による軒廊御トの事例

月　日

1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
5
5

3
3
3
4
4
4
5
6
6

5
2
7

6
6

8
8
　
8
8
　
8
8
8
4
4
4
0

1
1
　
1
1
　
1
1
2
1
1
1
2

7
7
　7
Q
ゾ

9
9
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2

怪 異

伊勢外宮正殿泥障板朽損

伊勢外宮鳥群飛来

伊勢外宮瑞垣門傾椅

伊勢外宮御倉盗人

伊勢外宮正殿柱朽損

伊勢外宮等殿舎破損

伊勢外宮別宮土宮御帳朽損

平野社野鹿走入

平野社野鹿走

平野社柿枝落

伊勢内宮別宮滝原宮正殿破損

伽勢外宮榎木等折損

伊勢外宮外幣殿棟木朽損

松尾社桐木転倒

伊勢外宮御罎井内直蝦

神舐官々内死人

宇佐宮二殿御験喰損

小六条皇居焼亡

儲勢内宮別宮伊雑宮御被喰損

松尾社神山敷地鳴響

松尾社宿坊大櫟木転倒

伊勢事

崇りによる災厄

（寮〉怪所・」申巽方より，口香動揺事，（官）（不明）

（寮）坤巽方より口舌事，怪所に病事，（官）（不明）

（寮）公家御薬，（官）（不明）

（寮）怪所に口香病事，（官）天下怪所口雷病事

（寮）公家御薬，（官）公家御慎

（寮）自然所致、（官）（不明）

（寮）南坤方より口舌事，（官）公家御慎，天下疫病

（寮）坤南方より口舌闘悪事，（官）公家御慎，天下病事

（寮）公家御薬，怪所・艮巽方よりロ香事

（官）公家御慎，天下病事

（寮）巽坤方より口香闘諄事，（官〉（不明）

（寮）公家御薬，艮巽方より口舌事

（官）天下ロ雷病事，公家御慎

（寮）怪所口舌事，（官）（不明）

（寮）巽坤方よりロ雷動揺事，怪所病事

（官）天下口舌事

（寮）公家御薬，（官）（不明）

（寮）公家御薬，怪所・巽坤方より口舌動揺事
（官）（不明）

（寮）公家御薬，（官〉公家御慎

（寮）公家御薬，怪所・艮巽方より口舌事，（官）餐なし

（寮）艮巽方より日舌事，（官）公家御慎，口舌事

（寮）公家御薬，艮巽方より口舌事，（官〉（不明）

（寮）艮巽方より口舌事，（官）（不明）

（寮）公家御薬，巽坤方よりロ雷動揺事，（官）（不明）

（不明）

　
で
は
ど
の
よ
う
な
神
社
の
怪
異
が
ト
占
の
対
象

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
主
な
神
社
を
と
り
あ
げ
、

時
期
ご
と
に
件
数
を
ま
と
め
た
の
が
表
3
で
あ
る
。

表
に
現
れ
な
い
熱
田
社
、
大
和
大
神
社
、
杵
築
社
、

附
蘇
社
、
高
良
社
、
大
隅
八
幡
宮
、
尾
張
火
上
社
、

筥
崎
社
、
竈
門
社
、
健
軍
社
、
鏡
宮
、
宗
像
社
な

ど
、
諸
国
の
有
力
社
の
怪
異
で
も
軒
廊
御
ト
は
実

施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
単
発

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
何
度
も

現
れ
る
の
は
表
に
あ
る
よ
う
に
、
二
十
二
社
に
含

ま
れ
る
大
社
で
あ
る
。
た
だ
春
日
・
大
原
野
・
吉

田
の
三
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
た
め
、
氏
長

者
で
あ
る
摂
関
が
ト
占
を
行
う
の
が
原
則
で
、
軒

廊
御
ト
に
か
け
ら
れ
る
事
例
は
少
な
い
。
こ
の
三

に
と
っ
て
も
身
近
な
感
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
天

下
に
起
こ
る
災
厄
ば
か
り
で
な
く
、
天
皇
の
身
体

を
左
右
す
る
崇
り
を
予
兆
す
る
異
常
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
に
、
神
社
の
災
異
が
恐
れ
ら
れ
、
注
意
を
払

わ
れ
た
理
由
が
あ
ろ
う
。
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神社の災異と軒廊御卜（勝山）

表3　神社別の軒廊御トの件数

時　期 伊　勢 宇　佐 石清水 賀　茂 松　尾 平　野 日　吉 舐　園 北　野 その他

901～25 1

926～50 1

951～75 1 1 2

976～IOOO 2 3

1001～25 2 1 1 1

1026～50 5 7 2 5 1

1051～75 8 2 1

1076～llOO 1G 2 4 5 1 1 1 8

1101～25 43 1 10 30 1 3 6 3 18

1126～50 82 5 7 14 3 4 3 1 2 8

1151～75 58 1 2 14 4 4 3 1 1

1176～1200 16 3 4 6 1 1 1 6

社
を
除
く
二
十
二
社
の
な
か
で
は
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伊
勢
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
、

賀
茂
社
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
か
で
も
伊
勢
は
＝
世
紀
中
頃
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な

い
が
、
そ
れ
以
降
は
他
を
圧
倒
す
る
数
字
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
突
出
し
て
い
る
伊

勢
、
八
幡
、
賀
茂
は
二
十
二
社
中
の
上
位
三
社
に
あ
た
り
、
国
家
の
有
事
に
際
し
、
と
く
に

奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
る
神
社
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
伊
勢
と
八
幡
は
そ
れ
ぞ
れ
皇
祖
神
と
先

祖
の
天
皇
を
祀
り
、
一
～
世
紀
後
半
に
は
と
も
に
宗
廟
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
神
社

　
　
⑥

で
あ
る
。
ま
た
賀
茂
社
は
王
城
鎮
護
の
神
と
し
て
朝
廷
か
ら
厚
く
尊
崇
さ
れ
、
宗
廟
二
社
に

次
ぐ
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
の
軒
廊
御
ト
の
回
数
が
多
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

朝
廷
か
ら
と
く
に
重
要
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
神
が
天
皇
の
身
体

と
天
下
の
災
厄
に
直
接
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に

朝
廷
は
、
こ
れ
ら
の
神
の
意
思
が
表
示
さ
れ
る
怪
異
に
特
別
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）

　
＝
世
紀
前
半
か
ら
、
神
社
の
怪
異
に
対
す
る
ト
占
は
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
ど

の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
軒
廊
御
ト
が
増
え
た
背
景
を
探
る
た
め
に
は
、

卜
占
を
実
施
す
る
貴
族
と
怪
異
を
訴
え
る
神
社
の
双
方
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
は
貴
族
の
側
か
ら
。
卜
占
の
増
加
は
、
貴
族
た
ち
が
神
社
の
怪
異
を
災
厄
の
予
兆
と

み
な
し
、
そ
の
発
生
に
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
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⑥

に
は
災
厄
の
多
発
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
末
代
観
の
深
ま
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貴
族
た
ち
の
時
代
観
の
変
化
を
跡
づ
け
る
の
は

容
易
で
は
な
い
が
、
藤
原
実
事
の
『
小
右
記
』
と
孫
で
あ
る
資
房
の
『
春
記
』
に
は
し
ば
し
ば
、
時
代
に
対
す
る
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
手
懸
か
り
に
し
た
い
。

　
実
資
は
早
く
か
ら
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
代
を
乱
れ
た
末
の
世
、
「
末
代
」
と
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
認
識
は
終
生
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
ち
な
み
に
『
小
右
記
』
で
の
最
初
の
用
例
は
甘
酢
元
年
（
九
八
九
）
一
〇
月
一
日
条
で
、
天
台
座
主
任
命
の
宣
命
を
も
っ
た
使
者
を

再
起
門
徒
が
追
い
返
し
た
こ
と
を
聞
い
て
、
「
往
古
今
来
未
だ
聞
か
ざ
る
こ
と
な
り
、
聖
代
の
こ
と
悲
し
む
べ
し
、
歎
く
べ
し
」
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
後
も
こ
と
に
触
れ
て
、
こ
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
自
身
の
言
葉
と
し
て
書
か
れ
た
最
後
は
、
日
蝕
に
対
す
る
対
応
を
述
べ
た

長
元
四
年
（
　
Ω
二
一
）
七
月
二
四
日
条
で
、
「
末
代
の
災
い
、
人
相
救
う
な
し
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
同
じ
末
代
と
い
う
意
識
を
も
ち
つ
つ
も
実
資
の
場
合
、
当
時
の
公
卿
か
ら
も
「
主
上
は
寛
仁
の
君
、
天
暦
以
後
好
文
賢
皇
な
り
」
と
称
え
ら

れ
、
そ
の
治
世
が
聖
代
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
一
条
天
皇
が
譲
位
し
た
後
、
様
々
な
事
情
か
ら
そ
の
末
代
観
は
深
刻
度
を
よ
り
深
め
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
三
条
朝
の
長
和
年
間
（
一
〇
～
二
～
一
七
）
か
ら
「
世
間
不
静
」
「
天
下
不
静
」
「
天
下
滅
亡
」
と
い
っ
た
、
天
下

が
治
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
直
接
表
す
よ
う
な
表
現
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
和
三
年
二
月
、
九
日

に
内
裏
の
焼
亡
が
あ
っ
た
ば
か
り
の
二
九
日
に
は
、
疾
病
の
流
行
に
よ
り
四
角
四
堺
祭
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
世
間
不
静
の
故
」

　
　
　
　
　
⑧

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
長
和
四
年
六
月
に
は
「
今
年
玉
体
不
予
、
ま
た
天
下
疾
腐
流
行
す
、
壷
折
の
輩
京
畿
・
外
国
、
そ
の
聞
こ
え
隙
な
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
こ
と
で
、
「
世
間
不
静
の
比
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
危
機
意
識
を
強
調
す
る
「
天
下
滅
亡
」
と
い
う
言
葉
も
ま
も
な

く
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
都
で
火
災
が
重
な
っ
た
寛
仁
元
年
（
一
〇
　
七
）
に
は
「
火
事
重
畳
、
天
下
滅
亡
す
」
と
あ
り
、
盗
賊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

よ
る
放
火
が
頻
発
し
た
同
三
年
四
月
に
は
「
放
火
、
こ
と
断
た
ざ
れ
ば
、
天
下
滅
亡
し
お
わ
ん
ぬ
鰍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
放
火
の
記
事
は
治

安
年
間
（
一
〇
二
一
～
二
四
）
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
丹
波
竪
桟
平
宅
が
放
火
に
よ
っ
て
焼
亡
し
た
と
聞
く
と
、
「
洛
中
板
東
に
異
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

朝
憲
誰
人
こ
れ
を
薦
ま
ん
や
」
と
嘆
い
て
い
る
。
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世
の
中
が
乱
れ
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
は
何
も
実
資
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
〇
二
〇
年
代
に
は
ほ
か
の
貴
族
に
も

広
が
っ
て
い
た
。
大
納
言
の
藤
原
斉
信
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
天
下
に
疾
疫
が
流
行
し
た
治
安
元
年
三
月
、
彼
は
無
量
寿
院
に
参
り
、
「
世
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

不
静
の
こ
と
等
」
を
道
長
に
申
し
い
れ
よ
う
と
し
た
が
、
遵
長
は
と
り
あ
わ
ず
、
競
馬
な
ど
ほ
か
の
こ
と
に
話
を
そ
ら
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に

六
月
に
上
総
で
平
忠
常
が
乱
を
起
こ
し
、
軍
資
が
「
旱
水
相
並
ぶ
年
な
り
、
ま
た
風
災
あ
り
、
去
ぬ
る
夏
に
は
疾
痛
流
行
す
、
近
日
兵
革
あ
り
、

災
年
と
い
う
べ
し
」
、
あ
る
い
は
「
今
年
五
ヶ
災
あ
り
、
天
下
恐
慎
す
べ
し
」
と
恐
れ
た
万
寿
五
年
（
～
〇
二
八
）
に
は
七
月
に
改
元
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
の
詔
に
は

　
況
天
下
不
レ
静
、
妖
性
発
環
、
去
年
多
二
天
折
之
聞
ハ
今
夏
有
皐
疫
之
患
哨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
あ
り
、
「
天
下
不
静
」
を
改
元
の
理
由
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
災
厄
が
あ
い
つ
ぎ
、
天
下
が
不
穏
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
い
う
事
態
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
実
資
の
目
に
は
「
天
下
衰
弊
、
こ
と
に
甚
だ
し
」
と
映
っ
た
よ
う
で
あ

⑭
る
。　

実
資
の
孫
の
資
房
も
ま
た
、
世
運
が
尽
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
宋
代
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
八
月
置
大
風
に
よ
っ
て

伊
勢
神
宮
外
宮
の
正
殿
・
東
西
宝
殿
等
が
転
倒
し
た
と
い
う
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
上
房
は
そ
れ
ま
で
の
斎
宮
寮
の
不
法
や
神
宮
に
お
け
る

祭
主
と
禰
宜
等
の
対
立
に
も
触
れ
つ
つ
、
「
予
思
う
と
こ
ろ
は
、
我
が
君
民
に
“
位
む
の
後
、
天
下
静
か
な
ら
ず
、
凶
事
連
々
扁
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
た
ま
た
ま
重
な
っ
た
大
雨
に
つ
い
て
も
、

　
大
雨
不
レ
止
、
終
夜
思
懸
、
若
有
レ
事
鰍
、
為
二
恐
々
一
人
云
、
希
書
欝
欝
也
、
為
レ
世
尤
有
レ
愁
云
々
、
又
六
月
大
風
、
田
畠
皆
損
害
、
今
年
不
可
レ
無
二
術
計
一

　
云
々
、
貧
者
弥
以
無
一
術
計
一
了
、
乱
代
之
如
レ
此
、
無
二
術
計
｝
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
、
「
二
代
」
の
徴
と
し
て
恐
れ
て
い
る
。
こ
の
外
業
社
殿
の
倒
壊
は
後
朱
雀
天
皇
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
よ
う
で
、
「
も
し
是
、
天
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

運
尽
き
了
ん
ぬ
か
、
将
に
微
砂
の
身
を
も
っ
て
、
敬
神
謹
め
ざ
る
の
故
か
」
と
畏
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
年
、
長
暦
四
年
は
災
厄
が
う
ち
つ
づ
い
た
年
で
あ
り
、
九
月
九
日
に
は
京
極
内
裏
が
焼
亡
し
、
内
侍
所
神
鏡
も
こ
と
ご
と
く
焼
け
損
じ
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て
し
ま
う
。
そ
の
場
に
遣
わ
さ
れ
、
焼
け
と
け
た
神
鏡
の
断
片
を
拾
っ
た
資
房
は
、
「
予
こ
れ
を
見
、
そ
の
恐
れ
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
し
か

れ
ど
も
ま
た
無
害
の
宿
縁
か
、
怖
畏
し
怖
畏
す
べ
し
、
ま
た
悲
し
む
べ
き
こ
と
な
り
」
と
嘆
き
つ
つ
、
「
世
運
全
く
尽
き
了
る
の
故
な
り
」
と

い
う
思
い
も
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
こ
の
年
の
災
い
は
こ
れ
で
す
ま
な
か
っ
た
。
一
〇
月
二
九
日
に
は
大
地
震
が
襲
い
、
火
災
が
続
い
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
資
房
は
、
「
天
下
の
こ
と
王
事
な
き
が
ご
と
し
、
是
た
だ
末
代
の
至
り
な
り
、
術
計
な
き
な
り
」
と
、
絶
望
的
な
思
い
を
綴
っ
て

　
⑰

い
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
度
重
な
る
災
厄
を
う
け
て
、
こ
の
年
も
一
一
月
一
〇
日
に
改
元
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詔
書
の
趣
旨
は
「
長
暦
以

後
連
年
凶
災
あ
り
、
天
下
穏
や
か
な
ら
ず
、
よ
っ
て
徳
を
天
下
に
施
し
、
よ
ろ
し
く
元
号
を
改
む
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
天
下
不
穏
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。

　
災
厄
が
神
々
の
蘇
り
で
あ
り
、
神
社
の
怪
異
が
そ
の
予
兆
と
み
な
さ
れ
て
い
た
以
上
、
災
い
が
う
ち
つ
づ
き
、
「
天
下
衰
弊
」
「
世
運
尽
了
」

と
意
識
さ
れ
る
状
況
の
も
と
で
は
、
貴
族
た
ち
は
災
厄
を
避
け
、
前
も
っ
て
穰
災
の
手
立
て
を
こ
う
じ
る
た
め
に
も
、
神
社
の
怪
異
に
敏
感
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
度
重
な
る
災
害
や
治
安
の
悪
化
に
と
も
な
う
貴
族
た
ち
の
末
代
意
識
の
深
ま
り
が
、
神
社
に
お
け
る
怪

異
に
よ
り
強
く
目
を
向
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
神
社
に
お
け
る
異
常
の
頻
発
は
貴
族
た
ち
の
末
代
観
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
神
社
の
怪
異
に
対
す
る
ト
占
が
増
加
し
た
背
景
に
は
、
神
社
側
の
事
情
も
あ
っ
た
。
新
た
な
神
祇
秩
序
が
形
成
途
上
に
あ
る
段
階
に
お
い
て

⑲は
、
怪
異
の
訴
え
は
神
社
側
の
強
い
自
己
主
張
、
示
威
行
為
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
怪
異
が
神
の
直
黒
的
な
意
思
表
示
で
あ
り
、
そ
の
逼

り
の
予
兆
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
そ
の
譲
り
を
防
ぐ
た
め
に
も
ト
占
は
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
朝
廷
や
摂
関
家
に
怪
異
の
訴
え
が
受
け

い
れ
ら
れ
、
卜
占
が
行
わ
れ
る
と
、
神
の
崇
り
や
そ
の
予
兆
が
明
示
さ
れ
、
祈
謝
・
撰
災
の
た
め
に
奉
幣
や
読
経
が
な
さ
れ
る
。
神
社
は
み
ず

か
ら
の
存
在
を
誇
示
し
、
朝
廷
や
摂
関
家
か
ら
の
よ
り
一
層
の
支
援
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
た
な
所
領
獲

得
や
勢
力
拡
大
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
社
側
に
と
っ
て
、
怪
異
の
訴
え
は
そ
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
影
響
力
の
拡

大
を
も
た
ら
す
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
示
威
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
同
じ
示
威
行
動
で
あ
っ
て
も
、
神
の
量
り
の
対
象
・
範
囲
や

強
さ
に
よ
っ
て
、
朝
廷
や
摂
関
家
の
対
応
が
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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神社の災異と軒廊御卜（勝山）

　
で
は
怪
異
の
訴
え
に
よ
る
神
社
の
自
己
主
張
は
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
り
、
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
時
期
、
摂
関
に
よ
る
氏
神
・

氏
寺
の
怪
異
に
対
す
る
ト
占
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
軒
廊
御
ト
に
限
定
せ
ず
、
ま
た
寺
院
の
訴
え
も
含
め
て
、
み
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

　
一
〇
世
紀
の
第
三
四
半
期
ま
で
は
、
伊
勢
内
宮
、
住
吉
社
、
熱
田
社
、
近
江
兵
拝
撃
上
社
な
ど
に
よ
る
怪
異
の
報
告
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の

件
数
は
少
な
い
。
ま
た
神
社
も
二
十
二
社
に
限
ら
ず
、
地
方
の
有
力
社
も
含
ま
れ
て
い
る
。
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
が
増
え
だ
す
の
は
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

世
紀
末
か
ら
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
一
世
紀
二
〇
年
代
の
万
寿
年
間
か
ら
急
増
し
、
次
の
長
元
年
間
に
も
継
承
さ
れ
る
。

　
こ
の
動
き
を
推
し
す
す
め
た
寺
社
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
摂
関
家
の
氏
寺
・
氏
社
で
あ
る
。
氏
寺
の
興
福
寺
は
貞
元
元
年
（
九
七

　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
）
二
月
に
始
ま
り
、
一
一
世
紀
前
半
の
長
元
年
間
ま
で
、
計
六
回
、
そ
の
怪
異
が
ト
占
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
鎌
足
を
祀
る
多
忙
峰
は
鳴
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
一
一
月
の
初
例
か
ら
長
元
年
間
ま
で
七
回
、
鳴
動
が
占
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
寺
院
で
は
、
と
く
に
一
一
世
紀
の
嗣
○
年
代
か
ら
増
え
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
＝
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

日
電
と
大
原
野
社
の
怪
異
に
対
す
る
ト
占
も
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
摂
関
家
縁
の
寺
社
の
場
合
、
『
大
鏡
』
（
五
巻
）
に
「
こ
の
寺
（
興
福
寺
）

な
ら
び
に
多
煙
毒
・
春
日
・
大
原
野
・
吉
田
に
、
例
に
た
が
ひ
あ
や
し
き
奪
い
で
き
ぬ
れ
ば
、
御
寺
の
僧
・
禰
宜
等
な
ど
公
家
に
奏
申
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
時
に
瞬
時
の
長
者
殿
う
ら
な
は
し
め
給
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軒
廊
御
ト
に
か
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、
摂
関
で
あ
る
氏
長
者
が
陰
陽
師
に
占

わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
特
徴
で
あ
る
。
摂
関
家
の
台
頭
と
と
も
に
、
そ
の
氏
寺
・
氏
社
が
そ
の
縁
を
た
よ
り
に
、
怪
異
を
通
じ
て
強
く
自
己
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

張
を
始
め
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
興
福
寺
大
衆
の
強
訴
も
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
七
月
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
社

の
怪
異
の
訴
え
は
一
一
世
紀
中
葉
以
降
も
、
数
を
減
ら
し
な
が
ら
継
続
し
て
み
ら
れ
る
。

　
賀
茂
社
も
ま
た
、
早
く
か
ら
怪
異
を
前
面
に
押
し
だ
す
動
き
を
み
せ
て
い
る
。
す
で
に
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
一
〇
月
、
下
雪
覆
殿
の
焼
亡

が
軒
廊
御
ト
に
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
永
延
元
年
（
九
八
七
）
三
月
に
上
社
社
頭
で
古
銭
が
掘
り
だ
さ
れ
た
の
が
占
わ
れ
た
の
を
は
じ

⑳め
、
長
元
年
間
ま
で
七
例
確
認
さ
れ
る
。
賀
茂
社
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
世
紀
末
の
段
階
で
は
そ
の
怪
異
が
た
だ
ち
に
軒
廊
御
卜
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の
実
施
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
永
酢
元
年
（
九
八
九
）
六
月
、
下
社
前
の
大
樹
が
転
倒
し
た
怪
異
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

初
め
蔵
人
所
占
が
行
わ
れ
た
が
、
不
十
分
と
み
な
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
三
日
後
改
め
て
軒
廊
御
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
賀
茂
社
で
あ
っ
て

も
、
怪
異
に
対
し
て
必
ず
軒
廊
御
ト
を
実
施
す
る
と
い
う
慣
例
は
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
後
、

一
一
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
賀
茂
社
の
怪
異
で
は
ほ
ぼ
軒
廊
御
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。
怪
異
の
重
み
が
増
し
た
の
で
あ
る
。

　
石
清
水
と
宇
佐
の
両
八
幡
宮
も
早
く
よ
り
怪
異
の
訴
え
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
石
清
水
で
は
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
、
武
内
宿
禰
の

　
　
　
　
　
　
　
⑳

夢
告
が
占
わ
れ
た
後
、
長
元
年
間
ま
で
五
例
み
ら
れ
る
。
宇
佐
の
場
合
、
長
保
五
年
（
～
○
〇
三
）
＝
一
月
、
狐
出
現
の
怪
異
が
官
命
の
ト
占

に
か
け
ら
れ
た
の
を
初
め
と
し
て
、
長
元
年
間
ま
で
～
○
例
と
、
ほ
か
に
比
べ
て
も
多
い
。
と
く
に
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
二
月
、
社
殿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

焼
亡
が
軒
廊
御
ト
で
占
わ
れ
て
か
ら
、
頻
繁
に
怪
異
を
訴
え
る
よ
う
に
な
り
、
万
寿
・
長
元
年
間
に
は
毎
年
の
よ
う
に
告
申
し
て
い
る
。
宇
佐

宮
は
＝
世
紀
前
半
ま
で
、
最
も
怪
異
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
神
社
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
主
張
が
朝

廷
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
は
天
皇
家
の
祖
先
神
を
祀
る
神
社
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
れ
に
対
し
、
伊
勢
神
宮
は
一
〇
世
紀
前
半
に
内
宮
正
殿
や
外
宮
宝
殿
が
開
か
な
い
異
変
が
ト
占
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
～
〇
三
〇

年
代
の
後
半
ま
で
怪
異
の
訴
え
は
確
認
で
き
な
い
。
賀
茂
社
や
八
幡
宮
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
新
た
な
自
己
主
張
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と

は
否
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
一
世
紀
中
葉
以
降
、
神
宮
の
訴
え
は
急
激
に
増
加
し
、
た
ち
ま
ち
ほ
か
の
神
社
を
圧
倒
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
増

え
は
じ
め
る
一
～
世
紀
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
神
宮
に
お
い
て
託
宣
が
頻
発
し
、
聯
人
強
訴
が
繰
り
か
え
さ
れ
た
こ
と
も
注
意

さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
東
大
寺
で
あ
る
。
長
保
三
年
正
月
に
大
仏
の
湿
潤
を
訴
え
た
の
を
初
霞
と
し
て
、
そ
れ
以
後
、
長
元
年

間
ま
で
七
回
、
怪
異
を
告
申
し
て
い
る
。
東
大
寺
の
場
合
、
最
初
は
官
寮
の
ト
占
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
神
祇
官
側
で
忌
避
す
る
動
き
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
よ
う
で
、
長
保
四
年
以
降
は
も
っ
ぱ
ら
陰
陽
寮
に
よ
る
占
い
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
怪
異
の
訴
え
も
一
一
世
紀
中
葉
ま
で
で
、
後
半
以
降
は

み
ら
れ
な
く
な
る
。
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寺
社
に
よ
る
怪
異
の
訴
え
が
活
発
に
な
る
一
～
世
紀
前
半
ま
で
の
動
き
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
一
〇
世
紀
末
に
興
福
寺
・
多
魚
串
や
春
日
社

な
ど
摂
関
家
縁
の
寺
社
と
、
賀
茂
社
・
石
清
水
八
幡
宮
な
ど
朝
廷
か
ら
尊
崇
の
厚
い
神
社
が
自
ら
の
存
在
意
義
を
強
調
す
る
た
め
に
、
怪
異
を

訴
え
る
と
い
う
新
し
い
形
の
示
威
活
動
を
始
め
、
＝
世
紀
前
半
に
は
こ
れ
に
宇
佐
八
幡
宮
や
東
大
寺
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
怪

異
は
神
社
や
寺
院
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
以
上
、
神
仏
の
何
ら
か
の
意
思
の
現
れ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
崇
り
を
防
ぐ
た
め
に
も
ト
占

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
訴
え
る
寺
社
も
天
皇
や
摂
関
と
の
関
係
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
そ
の
身
体
や
天
下
の
安
否
を
左
右
す

る
力
が
恐
れ
ら
れ
、
そ
の
訴
え
を
無
視
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
ご
く
限
ら
れ
た
寺
社
が
朝
廷
や
摂
関
家
と

の
深
い
関
わ
り
を
利
用
し
て
、
そ
の
存
在
を
強
調
す
る
た
め
に
、
怪
異
を
神
仏
の
意
思
の
現
れ
と
し
て
認
め
さ
せ
る
動
き
を
始
め
、
そ
れ
が
一

｝
世
紀
前
半
の
万
寿
年
間
以
降
、
急
速
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
段
階
で
は
こ
の
世
紀
の
中
葉
以
降
、
多
く
な
る
伊
勢
神
宮
の
訴
え

は
ま
だ
少
な
い
。
ま
た
三
社
を
除
く
二
十
二
社
の
訴
え
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ら
に
遅
れ
、
後
半
か
ら
で
あ
る
。

①
軒
廊
御
ト
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
な
い
事
例
で
も
、
神
祇
官
と
陰
陽
寮
が
と
も

　
に
占
っ
て
い
る
場
合
や
、
前
後
の
あ
り
方
か
ら
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
場
合
も

　
加
え
て
あ
る
。
朝
廷
に
お
け
る
ほ
か
の
ト
占
も
検
討
の
素
材
と
す
る
た
め
に
、
災

　
異
に
対
す
る
も
の
に
限
っ
て
、
そ
の
件
数
を
（
　
）
内
に
示
し
た
。

②
例
を
あ
げ
る
と
、
嘉
承
元
年
（
＝
〇
六
）
四
月
、
上
賀
茂
祉
が
焼
亡
し
た
際

　
に
は
、
「
餐
崇
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
墨
画
年
三
月
の
下
賀
茂
社
の
怪

　
異
で
は
「
吉
凶
」
を
占
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
糊
永
晶
記
㎞
〈
増
補
史
料
大

　
成
V
嘉
承
元
年
四
月
＝
二
日
条
、
一
中
右
記
幽
〈
増
補
史
料
大
成
〉
嘉
承
二
年
三
月

　
一
一
日
条
）
。

③
『
中
右
記
撫
（
増
補
史
料
大
成
）
天
仁
元
年
六
月
～
二
日
条
。

④
御
体
御
ト
に
つ
い
て
は
、
筋
掲
は
じ
め
に
注
④
安
江
和
宣
、
井
よ
旦
論
文
を
参

　
照
。

⑤
久
保
田
収
「
石
清
水
八
幡
宮
の
崇
敬
と
正
直
の
理
」
（
魍
神
道
史
の
研
究
』
皇
學

　
館
大
学
出
版
部
、
一
九
七
三
年
、
初
出
は
一
九
五
五
年
）
、
高
橋
美
由
紀
「
中
世

　
の
お
け
る
神
宮
宗
廟
観
の
成
立
と
展
開
」
（
『
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開
㎏
大
明
堂
、

　
一
九
九
四
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
、
勝
虫
清
次
「
伊
勢
内
宮
祭
神
の
中
世
的

　
変
容
」
繍
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
㎞
四
六
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、
同
轟
伊
勢

　
内
宮
祭
神
の
中
世
的
変
容
㎏
補
訂
」
（
同
前
四
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
。

⑥
末
代
観
に
つ
い
て
は
、
森
新
之
介
「
末
代
観
と
末
法
思
想
」
命
摂
関
院
政
期
思

　
想
史
研
究
㎞
思
子
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
は
二
〇
〇
八
、
二
〇
〇
九
年
）

　
を
参
照
。

⑦
『
権
記
』
（
史
料
纂
集
）
長
保
二
年
六
月
二
〇
日
工
。

⑧
魍
小
右
記
㎞
（
大
日
本
古
記
録
、
以
下
同
）
長
和
三
年
二
月
二
九
日
条
。

⑨
欄
小
右
記
㎞
長
和
四
年
六
月
＝
再
条
。

⑩
　
糊
小
右
記
㎞
寛
仁
元
年
一
〇
月
二
三
日
条
、
同
前
寛
仁
三
年
四
月
＝
二
日
条
。

⑪
凹
小
右
記
㎞
治
安
三
年
＝
一
月
二
三
日
粂
。

⑫
　
欄
小
右
記
㎞
治
安
元
年
三
月
一
九
日
条
。

⑬
隅
小
右
記
』
長
元
元
年
八
月
一
八
日
条
、
同
前
八
月
二
三
日
条
、
同
前
七
月
エ
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五
日
条
。

⑭
『
小
右
記
睡
長
元
二
年
閏
二
月
六
日
条
。

⑮
『
春
記
』
（
増
補
史
料
大
成
、
以
下
同
）
長
暦
四
年
八
月
三
日
条
。

⑯
『
春
記
』
長
暦
四
年
八
月
一
〇
日
条
。

⑰
『
春
記
』
長
暦
四
年
九
月
九
日
条
、
同
前
＝
月
一
日
条
。

⑱
『
春
記
』
長
暦
四
年
＝
月
一
〇
日
日
。

⑲
岡
田
荘
司
「
二
十
二
社
の
成
立
と
公
祭
制
」
（
『
平
安
蒔
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続

　
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
、
初
出
は
一
九
九
工
面
）
、
井
上
寛
司
「
古

　
代
・
中
世
の
神
社
と
『
神
道
臨
」
（
魍
日
本
の
神
社
と
「
神
道
」
』
校
倉
書
房
、
二
〇

　
〇
六
年
）
。

⑳
万
寿
・
長
元
年
間
が
変
わ
り
痘
で
あ
る
の
で
、
本
文
で
は
初
期
の
事
例
と
し
て
、

　
幅
広
く
長
元
年
間
ま
で
あ
げ
て
い
る
。

⑳
㎎
日
本
紀
略
㎞
貞
元
元
年
二
月
二
六
日
条
。

⑳
）
　
噸
小
右
記
㎞
永
観
二
年
　
～
月
八
日
条
。

㊧
　
欄
小
右
記
㎞
永
酢
元
年
＝
一
月
一
五
日
条
、
同
前
長
和
元
年
六
月
一
六
日
条
。

⑭
日
本
古
典
文
学
大
系
。

㊧
　
魍
御
堂
関
自
記
㎞
（
大
日
本
古
記
録
）
寛
弘
三
年
七
月
一
二
日
条
。

⑳
　
「
荒
暦
」
応
永
三
年
一
一
月
二
七
日
条
（
『
大
日
本
史
料
睡
一
編
留
置
）
、
『
小
右

　
記
』
・
永
延
元
年
～
二
日
目
一
六
日
条
。

⑳
　

『
小
右
記
㎞
・
氷
酢
～
兀
細
牛
山
ハ
月
二
一
一
日
、
　
二
五
h
口
引
。

⑳
　
『
百
錬
抄
㎞
長
徳
元
年
正
月
二
六
日
条
。

⑲
長
保
五
年
～
二
月
一
二
日
皿
条
天
皇
宣
命
（
『
石
清
水
文
筆
幅
大
日
本
古
文
誉

　
二
）
、
噸
小
右
記
㎞
治
安
二
年
二
月
二
日
条
。

⑳
　
『
扶
桑
略
記
』
裡
書
承
平
元
年
四
月
一
四
日
条
、
噌
本
朝
世
紀
㎞
天
慶
四
年
九
月

　
二
二
日
条
。

⑳
　
長
保
三
年
正
月
一
七
日
官
宣
旨
（
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
三
）
。

⑳
　
『
西
宮
記
』
（
神
道
大
系
）
臨
時
　
（
甲
）
裏
書
。
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三
　
神
事
に
お
け
る
睡
れ
忌
避
の
強
化
と
赦
に
お
け
る
神
社
訴
訟
対
象
者
の
除
外

（一

j

　
貴
族
た
ち
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
神
事
に
お
け
る
繊
気
・
不
浄
・
不
信
・
違
例
な
ど
の
違
犯
は
神
の
崇
り
を
招
き
、
天
皇
の
病
気
、
炎
旱
・
森

雨
・
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
や
天
下
疾
疫
・
兵
革
な
ど
の
社
会
的
災
い
を
起
こ
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
神
の
崇
り
が
恐
ろ
し
い
災
厄
を

も
た
ら
す
以
上
、
貴
族
た
ち
は
自
ず
か
ら
こ
れ
ら
の
違
犯
に
対
し
て
敏
感
に
な
り
、
過
剰
な
反
応
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
重
れ
を

避
け
よ
う
と
す
る
余
り
、
行
動
に
慎
重
に
な
り
、
趨
れ
の
範
囲
を
広
く
と
ろ
う
と
す
る
。
纏
れ
の
肥
大
化
で
あ
る
。
こ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
が
、
神
事
に
お
い
て
も
稼
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
忌
避
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
で
て
く
る
。
こ
の
二
つ
は
連
動
し
て
い
る
の
で
、
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一
方
を
追
う
こ
と
で
、
他
方
の
変
化
に
洋
装
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
は
史
料
的
に
変
化
の
過
程
を
跡
づ
け
や
す
い
糠
れ
に
対
す
る

忌
避
の
強
化
、
深
ま
り
に
つ
い
て
み
て
い
ぎ
だ
い
。
な
お
、
触
繊
時
に
お
け
る
忌
み
の
強
化
も
著
れ
た
ま
ま
で
神
事
等
に
携
わ
る
の
を
避
け
よ

う
と
す
る
点
で
、
妊
れ
に
対
す
る
忌
避
の
強
ま
り
と
同
じ
心
的
動
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
一
緒
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
問
題
は
、
常
に
清
浄
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
天
皇
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
、
天
皇
の
日
常
は
神
事
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
天
皇
の
作
法
を
記
し
た
『
禁
秘
抄
』
に
よ
っ
て
み
て
い
く
と
、
ま
ず
毎
日
朝
に
石
灰
壇
で

御
拝
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
神
宮
内
侍
所
已
下
御
忌
濤
」
で
あ
る
が
、
「
毎
日
御
拝
ハ
、
夜
半
後
一
切
の
不
浄
を
止
め
、
朝
僧
尼
重
軽
服
等

人
不
参
、
仏
経
沙
汰
無
き
計
ら
い
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
浄
や
仏
教
に
関
わ
る
事
柄
を
一
切
避
け
た
う
え
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
と
り
わ
け
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
は
定
め
ら
れ
た
「
神
事
」
の
と
き
で
、
そ
の
前
後
、
あ
る
い
は
当
日
、
も
し
く
は
一
定

期
間
潔
斎
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
『
禁
秘
抄
』
の
「
神
事
次
第
」
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
神
事
し
は
、
二
月
四
日
祈
年
祭
、
二
季
祈
念

穀
奉
幣
、
二
季
月
次
神
髄
食
、
九
月
十
～
日
例
幣
、
十
一
月
中
蓬
蓬
蝋
管
祭
、
十
二
月
内
侍
所
神
楽
の
ほ
か
、
賀
茂
祭
・
賀
茂
臨
時
祭
を
始
め

と
す
る
諸
社
の
祭
礼
（
二
十
二
社
に
園
砂
面
が
加
わ
る
）
、
元
日
四
方
拝
や
二
季
御
燈
な
ど
の
行
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
定
例
の
神
事
の
ほ
か
に
、

「
臨
時
神
事
」
や
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
・
伊
勢
遷
宮
の
と
き
に
行
わ
れ
る
「
御
拝
」
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
天
皇
は
日
常
的
に
神
を
祀
る
神
事
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
以
上
、
不
浄
・
繊
れ
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

ら
へ
の
接
触
に
は
最
も
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
神
事
に
お
け
る
繊
れ
忌
避
の
強
化
が
貴
族
の
間
で
は
天
皇
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
か

ら
始
ま
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
＝
世
紀
前
半
の
後
朱
雀
天
皇
の
代
か
ら
で
あ
る
。
後
代
の
史
料
に
な
る
が
、
藤
原
忠
実
の
談
話

を
筆
録
し
た
『
中
外
抄
』
に
は
、
「
触
稼
は
、
昔
は
強
ち
に
は
揮
ら
れ
ざ
り
し
な
り
、
而
る
に
後
朱
雀
院
の
御
時
よ
り
、
強
ち
に
は
禁
申
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

揮
ら
る
る
な
り
」
（
上
、
一
八
条
）
、
あ
る
い
は
「
凡
そ
は
、
神
事
は
後
朱
雀
院
の
久
し
き
東
宮
に
て
御
願
な
ど
の
あ
り
け
る
に
や
、
そ
の
時
よ

り
く
す
し
く
な
り
た
る
な
り
」
（
下
、
四
五
条
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
後
朱
雀
天
皇
（
在
位
一
〇
三
六
年
～
四
五
年
）
が
触
繊
に

敏
感
で
、
そ
の
治
世
よ
り
朝
廷
で
は
睡
れ
が
強
く
揮
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
神
事
も
繊
れ
を
避
け
て
厳
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
な
な
っ
た
と
さ
れ

23　（835）



る
。
こ
う
し
た
藏
れ
忌
避
の
強
化
は
後
代
の
藤
原
忠
実
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
ほ
か
の
貴
族
も
認
識
し
て
お
り
、
実
際
に
も
確
認
さ
れ
る
。

後
朱
雀
天
皇
の
在
位
中
の
長
久
元
年
（
～
〇
四
〇
）
九
月
、
蔵
人
頭
の
藤
原
資
房
は
「
御
拝
の
間
、
重
軽
連
人
な
ら
び
に
僧
侶
等
参
入
す
べ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
ざ
る
の
由
」
を
蔵
人
等
に
仰
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
論
客
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
近
代
の
一
事
」
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
関
白
の
藤
原
頼
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
天
皇
の
忌
み
に
関
し
て
、
「
末
代
の
事
、
恩
み
た
も
ふ
を
以
て
吉
た
る
べ
き
か
」
と
、
そ
の
強
化
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

　
後
朱
雀
天
皇
の
治
世
が
含
ま
れ
る
一
一
世
紀
前
半
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
社
の
怪
異
の
訴
え
に
基
づ
く
ト
占
が
急
増
す
る
雨
期
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
天
皇
が
関
わ
る
神
事
に
お
い
て
、
藏
れ
に
対
す
る
揮
り
、
忌
避
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
天

皇
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
関
白
の
頼
通
も
支
持
し
た
措
置
で
あ
っ
た
。
先
に
想
定
し
た
両
者
の
連
関
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
繊
れ
忌
避
の
強
化
は
そ
の
後
も
続
い
た
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
。
『
禁
秘
抄
撫
の
「
恒
例
毎
日
次
第
」
の
項
に
、
次
の
よ
う

に
み
え
る
。

　
御
物
忌
之
時
、
垂
二
御
簾
↓
触
識
之
時
、
猶
有
二
御
拝
｝
之
由
、
常
緑
延
喜
御
記
↓
又
後
冷
泉
院
御
与
島
レ
此
、
編
笠
三
条
院
仰
田
、
触
械
之
時
、
錐
レ
被
レ
申
二
事

　
由
↓
不
レ
可
レ
有
二
御
拝
一
云
々
、
此
儀
誠
可
レ
然
事
也
、

後
三
条
天
皇
の
仰
せ
で
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
触
繊
時
の
御
拝
を
と
り
や
め
た
と
い
う
。
触
細
粒
の
忌
み
の
強
化
で
あ
り
、
神
事
に
お
け

る
稼
れ
忌
避
を
よ
り
強
め
る
措
置
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
天
皇
の
作
法
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
江
記
」
寛
治
七
年
目
一
〇
九
三
）
八
月
一
～
二
条
に
よ
れ
ば
、
外
出
を
恩
む
べ
き
欠
目
に
陣
定

を
行
っ
て
よ
い
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
大
江
匡
房
は
「
事
事
た
ら
ば
、
忌
ま
る
べ
か
ら
ず
、
（
中
略
）
万
事
を
忌
む
は
近
代
の
風
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
云
々
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
万
事
に
忌
み
が
強
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
神
事
に
関
わ
る
場
合
は
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
午
剋
許
頭
重
来
、
伊
勢
宮
司
融
通
間
、
可
レ
被
レ
任
否
量
頃
者
、
余
申
云
、
寛
弘
比
、
犬
死
織
内
圷
、
大
神
宮
禰
宜
等
示
賜
二
位
記
↓
難
レ
然
近
来
神
事
忌
極
重
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
過
一
一
此
程
一
可
レ
被
レ
任
欺
、
其
後
無
レ
音
、
不
レ
被
レ
仰
歎
、

天
永
二
年
（
＝
一
一
）
＝
月
、
摂
政
の
藤
原
忠
実
は
伊
勢
神
宮
宮
司
職
任
命
の
可
否
に
つ
い
て
間
わ
れ
、
寛
弘
の
頃
は
犬
死
糠
中
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
神
宮
禰
宜
等
に
位
記
を
賜
っ
て
い
た
が
、
近
頃
は
神
事
に
関
わ
る
忌
み
が
き
わ
め
て
重
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
忌
み
の
期
限
が
過

ぎ
て
か
ら
任
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
返
答
し
て
い
る
。
一
二
世
紀
前
半
で
も
、
神
事
に
お
け
る
罵
れ
忌
避
の
強
化
は
継
続
し
て
い
た
の
で
あ

⑦
る
。　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
一
世
紀
前
半
以
降
、
違
犯
に
よ
る
神
の
崇
り
を
恐
れ
、
神
事
を
中
心
に
様
々
な
場
面
で
挙
れ
に
対
す
る
忌
避
が

強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き
は
一
貫
し
て
お
り
、
世
紀
が
替
わ
っ
て
も
弱
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
忌
避
の
強
化
に
従
う
人
々

の
範
囲
も
拡
大
し
、
初
め
天
皇
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
始
ま
っ
た
こ
の
変
化
も
一
一
世
紀
後
半
に
は
貴
族
社
会
全
般
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
恩

避
の
強
化
は
論
れ
の
範
囲
の
広
が
り
と
連
動
し
て
い
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
馨
れ
の
肥
大
化
も
＝
世
紀
後
半
以
降
顕
著

　
　
　
　
　
⑧

に
な
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
変
化
の
き
っ
か
け
を
な
し
た
の
は
、
神
事
違
犯
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
神
の
崇
り
に
対
す

る
恐
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）

神社の災異と軒廊御卜（勝山）

　
＝
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
の
名
で
行
わ
れ
る
恩
赦
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
赦
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。
神
社
の
訴
え
に
よ
り
徹
せ
ら
れ
た
も
の
を
赦
免
す
る
こ
と
は
、
神
慮
の
貫
徹
を
阻
害
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の

除
外
す
る
措
置
は
神
慮
に
背
く
行
い
を
慎
む
行
為
で
あ
る
。
一
方
、
神
事
に
お
い
て
繊
気
・
不
浄
・
不
信
・
違
例
を
避
け
よ
う
と
す
る
行
為
も
、

神
慮
に
対
し
て
深
い
配
慮
を
示
す
点
で
同
根
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
は
神
の
意
思
を
左
右
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
一
括
り
に
で
き

る
行
為
で
あ
り
、
と
も
に
人
間
の
側
の
神
に
対
す
る
意
識
の
あ
り
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
神
社
の
怪
異
に
対
す
る
ト
占
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

盛
行
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
こ
の
恩
赦
に
お
け
る
神
社
訴
訟
対
象
者
の
除
外
を
考
え
て
み
た
い
。

　
怪
異
と
い
う
形
で
表
さ
れ
る
神
の
意
思
表
示
に
敏
感
に
反
応
し
、
神
事
下
命
・
不
浄
に
つ
な
が
る
誉
れ
に
鋭
敏
に
な
っ
た
一
一
世
紀
前
半
に

時
を
同
じ
く
し
て
、
恩
赦
に
際
し
、
赦
を
神
社
の
訴
え
に
よ
り
配
流
さ
れ
た
も
の
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
赦
免
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が
神
慮
に
背
く
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
念
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
三
月
五
日
の
非
常
赦
を
行
う
に
あ
た
り
、

前
年
に
伊
勢
神
宮
の
雪
祭
宮
の
託
宣
に
よ
っ
て
伊
豆
に
流
さ
れ
た
藤
原
相
通
と
、
岡
三
年
忌
伊
賀
神
戸
神
人
の
訴
え
で
伊
豆
に
流
罪
と
な
っ
た

源
光
清
の
二
人
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
先
例
が
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
早
い
事
例
と
な
ろ
う
。
こ
の
時
、
先
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

た
の
は
寛
弘
四
年
（
　
○
〇
七
）
六
月
一
六
日
の
非
常
赦
の
例
で
、
こ
の
赦
で
は
宇
佐
宮
神
人
の
訴
え
に
よ
り
、
佐
渡
国
に
配
流
さ
れ
た
大
宰

主
典
代
長
峯
忠
義
も
赦
免
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
長
元
五
年
に
は
寛
弘
四
年
の
例
に
倣
っ
て
、
藤
原
相
通
・
源
光
清
ら
も
赦
の
適
用
を
う
け
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
「
す
で
に
神
事
に
よ
る
、
た
や
す
く
免
じ
ら
れ
が
た
き
か
、
若
し
く
は
太
神
宮
に
申
す
の
後
、
免
じ
ら
る
べ
き
か
」
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
、
配
所
か
ら
召
し
返
す
官
符
を
出
す
前
に
、
恩
赦
に
よ
っ
て
召
還
す
る
旨
を
告
げ
る
奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
前
も
っ

て
神
に
告
申
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
神
の
意
思
に
背
く
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
相
通
ら
の
帰
京
を
う
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

右
大
弁
源
経
頼
は
「
神
慮
測
り
が
た
し
」
と
、
四
月
以
来
の
炎
旱
を
そ
の
轡
め
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
も
伊
勢
神
宮
の
訴
え
に
関
わ
る
も
の
に
対
し
て
、
特
別
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
度
重
な
る
諸
費
を
禰
宜
等
に
強
訴
さ
れ
、

罪
名
が
確
定
し
な
い
ま
ま
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
五
月
六
日
の
非
常
赦
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
た
祭
主
大
中
臣
永
輔
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の

措
遣
に
対
し
、
禰
宜
た
ち
は
改
め
て
赦
に
会
っ
た
輩
は
「
専
ら
神
事
に
供
す
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
そ
の
改
任
を
求
め
て
訴
え
、
改
任
は
う
け
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
神
事
供
奉
の
禁
止
は
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
全
面
的
な
赦
免
で
な
く
、
制
限
付
き
の
免
除
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
康
平
二
年
（
｝
〇
五
九
）
一
〇
月
、
告
祭
宮
の
託
宣
を
し
た
度
会
宮
時
な
る
も
の
を
追
捕
の
際
に
死
去
さ
せ
た
罪
で

捕
縛
さ
れ
た
祭
王
巖
代
大
申
言
頼
経
の
事
例
で
あ
る
。
頼
経
は
康
平
四
年
七
月
一
二
日
の
非
常
赦
が
実
施
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
直
前
の
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

月
～
九
日
掛
、
宣
旨
に
よ
っ
て
赦
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
赦
を
命
じ
る
詔
書
の
な
か
で
な
く
、
前
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
特
例
措
置
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
詔
書
の
な
か
で
指
示
さ
れ
る
除
外
の
直
前
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
二
つ
が
い
ず
れ
も
伊
勢
神
宮
の
訴
訟
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
恩
赦
で
神
社
の
訴
え
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る

場
合
、
当
初
か
ら
神
宮
に
対
す
る
配
慮
が
強
く
働
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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神社の災異と軒廊御卜（勝山）

　
頼
経
が
宣
旨
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
た
四
年
後
、
治
暦
元
年
（
～
〇
六
五
）
一
〇
月
一
八
日
の
法
成
寺
供
養
の
大
赦
で
、
除
外
さ
れ
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
神
社
の
訴
え
に
関
わ
る
輩
が
特
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
訴
訟
に
触
れ
る
も
の
を
赦
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

本
文
の
な
か
で
除
外
し
た
最
初
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
一
一
月
七
日
の
上
東
門
院
の
延
命
祈
願
、
永
保
元
年

（一

Z
八
一
）
二
月
一
〇
日
の
辛
酉
改
元
、
寛
治
三
年
（
～
○
八
九
）
正
月
七
日
の
堀
河
天
皇
の
元
服
、
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
七
月
二
五
日
の

天
変
等
災
異
と
、
そ
れ
ぞ
れ
発
布
の
契
機
を
異
に
す
る
恩
赦
に
お
い
て
、
神
社
訴
訟
に
関
わ
る
も
の
を
除
外
す
る
急
雷
が
明
記
さ
れ
る
。
そ
し

て
嘉
承
元
年
（
二
〇
六
）
四
月
九
日
の
彗
星
改
元
の
恩
赦
に
際
し
て
、
「
近
代
太
神
宮
・
八
幡
宮
等
事
、
軽
重
を
論
ぜ
ず
、
み
な
赦
令
に
掬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ず
」
と
い
う
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
聾
す
で
に
恩
赦
に
お
け
る
神
社
訴
訟
対
象
者
の
除
外
は
定
着
し
て
い
る
。

　
赦
令
で
除
外
の
対
象
と
な
る
神
社
の
表
記
を
み
る
と
、
当
初
の
五
例
は
「
神
社
訴
」
と
あ
り
、
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
寛
治
三
年

正
月
の
赦
で
「
正
八
幡
宮
」
が
特
記
さ
れ
、
つ
い
で
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
九
月
の
堀
河
天
皇
御
薬
に
よ
る
非
常
赦
か
ら
、
伊
勢
神
宮
と
八

幡
宮
が
並
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
一
二
世
紀
初
め
ま
で
続
く
。
そ
の
後
は
特
定
の
神
社
名
を
あ
げ
る
も
の
と
、
た
だ
「
神
社
訴
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

み
記
す
も
の
が
並
存
す
る
。

　
こ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、
神
社
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
現
在
、
平
安
時
代
で
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
除
く
措
置

が
と
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
五
三
例
で
、
そ
の
訴
え
が
除
外
の
対
象
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
神
社
を
み
る
と
、
伊
勢
神
宮
と
八
幡
宮
が
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

出
し
て
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
三
二
例
と
二
一
二
例
と
な
る
。
こ
の
一
一
つ
が
恩
赦
に
お
い
て
格
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
神
社
で
あ
り
、
除
外
さ
れ
た
神

社
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
八
幡
宮
を
代
表
す
る
宇
佐
と
石
清
水
も
宗
廟
と
み
な
さ
れ
、
朝
廷
か
ら
特
別

の
尊
崇
を
う
け
た
神
社
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
で
は
春
日
社
が
三
例
、
日
吉
社
が
二
例
、
賀
茂
社
・
住
吉
社
・
吉
田
社
・
熊
野
社
が
そ
れ
ぞ
れ
一

例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
熊
野
社
を
除
く
母
乳
は
い
ず
れ
も
二
十
二
社
に
属
し
、
祈
年
穀
な
ど
各
種
奉
幣
の
対
象
と
な
っ
た
社
格
の
高
い
神
社

で
あ
る
。
ま
た
熊
野
社
は
熊
野
詣
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
院
を
始
め
と
す
る
貴
族
た
ち
の
厚
い
信
仰
を
集
め
た
神
社
で
あ
る
。

　
神
社
名
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
そ
の
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
に
限
定
し
て
除
外
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、
長
治
元
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年
（
＝
〇
四
）
二
月
一
〇
日
の
天
変
改
元
に
よ
る
常
吉
に
際
し
て
、
堀
河
天
皇
と
右
大
弁
藤
原
宗
忠
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
や
り
と
り
で
あ

る
。
こ
の
時
、
天
皇
は
一
旦
、
先
例
に
則
し
て
、
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
赦
免
し
な
い
旨
を
詔
書
に
載
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
神
社

の
訴
え
と
す
る
と
、
対
象
が
広
が
り
、
多
く
の
人
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
宗
忠
の
進
書
を
受
け
い
れ
、
伊
勢
神
宮
の
訴
え
に
触
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
も
の
の
み
除
外
す
る
よ
う
に
改
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
や
り
と
り
か
ら
、
特
定
の
神
社
名
を
あ
げ
る
の
は
、
「
神
社
訴
」
と
す
る
と
対
象
が

広
が
り
す
ぎ
る
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
久
安
五
年
（
＝
四
九
）
三
月
二
〇
日
の
延
勝
寺
供
養
の
非
常

赦
も
対
象
を
限
定
し
た
旦
ハ
体
例
と
な
ろ
う
。
こ
の
時
は
最
初
、
「
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
餐
」
を
除
く
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
後
日
、
石
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

水
、
賀
茂
社
と
日
吉
社
の
訴
え
に
か
か
る
も
の
を
除
外
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
訴
え
る
特
定
の
事

案
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
と
く
に
対
象
か
ら
除
く
と
い
う
意
思
を
よ
り
強
く
打
ち
だ
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
特
定
の
神
社
名
を

明
示
す
る
こ
と
は
対
象
を
限
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
神
社
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
除
外
を
強
調
す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
伊
勢
神
宮
と
八
幡
宮
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
神
社
に
関
わ
る
訴
訟
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
朝
廷

側
の
特
別
の
意
思
を
表
す
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
特
定
の
神
社
名
を
明
示
す
る
事
例
か
ら
は
、
除
外
の
対
象
と
な
る
神
社
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
神
社
を
強
調
す
る
姿
勢

も
み
ら
れ
た
。
そ
の
～
方
で
、
神
社
の
訴
え
と
す
る
こ
と
で
特
定
の
神
社
に
限
ら
ず
、
広
く
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
除
外
す
る
と
い
う

態
度
も
み
ら
れ
た
。
伊
勢
神
宮
と
八
幡
宮
が
並
記
さ
れ
る
事
例
が
続
く
一
二
世
紀
初
め
の
一
時
期
を
除
き
、
時
期
に
よ
る
顕
著
な
違
い
も
認
め

ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
朝
廷
の
恩
赦
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
を
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
特
定
の
神
社
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
神
社
～
般
で
あ
れ
、
神
社
の
訴
え
の
対
象
者
を
除
外
す
る
こ
と
は
神
社
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
恩
赦
に
お
い
て
こ
う
し
た
措
遣
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
に
迫
る
に
あ
た
っ
て
手
懸
か
り
に
な
る
の
は
、
恩
赦
の

対
象
と
し
て
赦
免
し
た
場
合
、
そ
れ
が
赦
の
主
体
で
あ
る
天
皇
に
よ
る
神
へ
の
働
き
か
け
、
意
思
表
示
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
神
社
の
訴
え
が
神
の
意
思
の
現
れ
で
あ
る
以
上
、
訴
え
ら
れ
た
も
の
を
処
罰
す
る
こ
と
は
そ
の
意
思
に
沿
う
行
為
で
あ
り
、
意
思
の
成
就
で
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神社の災異と軒廊御卜（勝山）

も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
長
元
四
年
（
一
Ω
　
＝
）
六
月
の
荒
思
置
の
託
宣
で
も
、
神
戸
神
人
を
殺
害
し
た
伊
賀
守
源
光
清
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
処
罰
の
遅
延
が
公
家
の
解
怠
と
し
て
謎
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
一
旦
、
処
罰
し
た
も
の
を
赦
免
す
る
こ
と
は
神
の
意
思
の
貫
徹
を
阻
害

し
、
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
神
の
意
思
に
逆
ら
う
こ
と
に
通
じ
る
。
長
元
五
年
三
月
五
日
の
非
常
赦
の
際
、
荒
祭
宮
の
託
宣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
配
流
さ
れ
た
藤
原
相
通
が
赦
免
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
右
大
弁
源
経
頼
は
「
神
慮
測
り
が
た
し
」
と
恐
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
貴
族

た
ち
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
測
り
が
た
い
「
神
慮
」
は
下
り
と
し
て
表
さ
れ
る
。
貴
族
た
ち
が
恐
れ
た
の
は
神
の
意
思
に
背
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
崇
り
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
天
下
に
長
雨
、
炎
旱
、
疾
病
や
兵
革
な
ど
が
起
き
た
り
、
天
皇
を
始
め
と
す
る
人
々
が
発
病
し
た
り
す
る

こ
と
は
神
の
な
す
業
と
さ
れ
た
。
ま
た
様
々
な
怪
異
の
発
生
も
神
の
意
思
表
示
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
災
害
や
怪
異
は
軒
廊
御
ト

に
よ
っ
て
、
神
の
崇
り
、
あ
る
い
は
そ
の
予
兆
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
神
の
崇
り
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
は
ト
占
に
よ
れ
ば
、
神
社
の
神
事
に
お

け
る
欝
気
、
不
浄
、
不
信
、
違
例
な
ど
の
違
犯
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
直
接
的
に
は
神
事
に
関
わ
る
も
の
と
そ
の
行
為
、
お
よ
び
そ
の
場
に
お

け
る
何
ら
か
の
違
犯
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
恩
赦
は
詔
書
で
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
大
権
に
基
づ
く
、
天
皇
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
社
の
訴
え
に
触

れ
る
も
の
を
赦
免
す
る
こ
と
は
、
天
皇
に
よ
る
神
の
意
思
の
侵
害
で
あ
り
、
否
定
を
意
味
し
た
。
天
皇
が
深
く
神
事
に
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た

以
上
、
こ
れ
は
神
の
怒
り
を
招
き
か
ね
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
神
事
と
の
関
わ
り
は
様
々
な
側
面
で
認
め
ら
れ
る
が
、
広
く
神
社
と
関

わ
る
の
は
神
々
に
対
す
る
奉
幣
を
通
じ
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
奉
幣
は
天
皇
の
名
で
行
わ
れ
る
の
で
、
天
皇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
神
事
と
み

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
平
安
朝
の
朝
廷
（
天
皇
）
と
神
社
を
つ
な
ぐ
祭
祀
制
の
主
流
は
、
天
皇
の
使
を
発
遣
す
る
奉
幣
型
祭

祀
が
定
式
」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
後
期
に
は
天
皇
は
伊
勢
神
宮
・
石
清
水
八
幡
宮
・
賀
茂
社
を
始
め
、
祈
雨
・
祈

年
穀
な
ど
国
家
の
大
事
に
奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
る
二
十
二
社
、
天
皇
の
即
位
に
際
し
、
一
代
一
度
の
神
宝
使
が
遣
わ
さ
れ
る
有
力
社
な
ど
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
の
神
社
に
対
し
、
恒
例
、
あ
る
い
は
臨
時
の
奉
幣
使
を
発
遣
し
、
祈
願
・
祈
謝
の
奉
幣
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
神
事
に
関
わ
る
天
皇
が
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神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
赦
免
す
る
こ
と
は
、
神
の
意
思
の
侵
害
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
神
を
崇
敬
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
神
事
不

信
に
あ
た
る
。
そ
し
て
神
事
不
信
は
神
の
蹴
り
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
の
除
外
は
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

皇
の
神
事
不
信
に
よ
る
神
の
崇
り
を
恐
れ
て
の
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
早
り
は
自
然
災
害
や
社
会
的
な
災
い
ば
か
り
で
な
く
、
天
皇
の
病
を
も
た
ら
す
恐
る
べ
き
神
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

神
事
な
ど
神
に
働
き
か
け
る
行
為
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
天
皇
の
神
事
不
信
に
よ
っ
て
崇
り
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行

為
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
恩
赦
に
お
け
る
神
社
訴
訟
対
象
者
の
除
外
は
恒
常
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
群
書
類
従
二
六
輯
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
大
山
喬
平
「
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」
（
『
日
本
中
世
継
村
史
の
研
究
』
岩
波
書

②
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。
こ
の
史
料
は
佐
藤
早
紀
子
の
御
教
示
に
よ
る
。

③
『
春
記
』
長
久
元
年
九
星
＝
二
日
条
。

④
『
春
記
㎞
長
暦
二
年
一
〇
月
二
九
日
条
。
関
連
し
て
つ
け
加
え
る
と
、
長
久
三

　
年
＝
一
月
八
日
、
伊
勢
大
宮
司
大
中
臣
兼
任
が
重
服
に
よ
り
停
任
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
（
『
年
暦
』
天
永
二
年
一
〇
月
一
五
日
条
）
、
コ
世
紀
前

　
半
に
は
神
官
に
対
し
て
も
忌
み
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
に
は

　
日
常
的
に
神
事
に
携
わ
る
神
官
の
間
で
も
黙
れ
忌
避
の
強
化
が
進
ん
だ
と
考
え
ら

　
れ
る
。

⑤
木
本
好
信
編
㎎
江
山
逸
文
集
成
㎞
。

⑥
欄
殿
暦
』
（
大
日
本
古
記
録
）
天
永
二
年
＝
月
一
〇
下
条
。

⑦
＝
世
紀
末
以
降
、
微
気
が
内
裏
を
中
心
と
す
る
脳
中
に
遍
満
し
て
い
る
こ
と

　
を
さ
す
「
世
間
繊
」
「
天
下
繊
」
「
天
下
触
織
」
と
い
う
用
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら

　
れ
る
よ
う
に
な
る
（
青
島
史
敏
「
平
安
時
代
の
天
下
触
繊
」
、
欄
三
重
大
史
学
』
九

　
号
、
二
〇
〇
九
年
）
。
ま
た
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
担
当
す
る
公
卿
で
あ
る
神
宮
上

　
卿
も
一
二
世
紀
初
め
か
ら
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
（
岡
野
浩
二
「
平
安
末
・
鎌
倉

　
期
の
神
宮
上
卿
扁
、
『
年
報
中
世
史
研
究
㎞
二
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
こ
れ
ら
も

　
織
れ
忌
避
が
強
化
さ
れ
、
織
れ
が
肥
大
化
す
る
事
態
と
深
く
関
係
す
る
。

　
店
、
一
九
七
八
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）
。

⑨
こ
の
問
題
を
論
じ
た
研
究
に
は
、
佐
竹
昭
「
平
安
中
・
後
期
の
恩
赦
偏
（
『
古
代

　
王
権
と
恩
赦
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）
、
稲
葉
佳

　
代
「
平
安
後
期
に
お
け
る
神
社
に
つ
い
て
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
＝
号
、
一

　
九
八
六
年
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
恩
赦
を
ま
と
め
た
表
が
付
さ
れ
て
お
り
、
参

　
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
両
論
文
と
も
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
が
除
外
さ
れ
る

　
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

⑩
欄
左
経
記
㎞
（
増
補
史
料
大
成
）
長
元
五
年
三
月
五
日
、
三
月
一
四
日
、
六
月
七

　
日
条
。
欄
小
右
記
㎞
長
元
五
年
三
月
＝
白
日
、
三
月
一
四
日
条
。

⑪
㎎
春
記
』
永
承
七
年
八
月
二
日
、
同
八
月
一
四
日
半
、
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
睡

　
（
神
道
大
系
神
宮
編
～
、
以
下
同
）
永
承
七
年
九
月
条
。

⑫
隅
太
神
宮
諸
雑
事
記
蝕
康
平
二
年
一
〇
月
二
三
日
、
同
四
年
七
月
一
九
日
条
。

⑬
剛
扶
桑
略
記
㎞
治
暦
元
年
一
〇
月
一
八
日
条
。

⑭
稲
葉
佳
代
前
掲
注
⑨
論
文
。

⑮
噸
永
昌
記
轍
（
増
補
史
料
大
成
）
嘉
承
元
年
四
月
九
日
条
。

⑯
稲
葉
佳
代
前
掲
注
⑨
論
文
所
載
「
神
社
関
係
の
訴
者
が
登
場
す
る
赦
の
～
覧

　
表
」
。

30　（842）



⑰
稲
葉
佳
代
前
掲
注
⑨
論
文
所
載
「
神
社
関
係
の
誉
者
が
登
場
す
る
赦
の
一
覧

　
表
」
に
記
さ
れ
て
い
る
恩
赦
に
、
長
承
元
年
（
一
＝
二
二
）
八
月
一
一
日
の
改
元

　
恩
赦
（
宮
内
庁
書
陵
部
東
山
御
文
庫
「
改
元
部
類
記
」
）
を
闘
え
て
い
る
。
ま
た

　
春
日
社
等
の
件
数
も
こ
の
表
に
よ
る
。

⑱
『
中
右
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
長
治
元
年
二
月
一
〇
日
灸
。

⑲
『
本
朝
世
紀
』
久
安
五
年
三
月
二
〇
日
章
。

⑳
『
小
右
記
』
長
元
四
年
八
月
四
日
条
。

⑳
『
左
経
記
』
長
元
五
年
六
月
七
日
条
。

⑫
　
岡
田
荘
罰
「
宇
多
朝
祭
祀
制
の
成
立
」
（
明
平
安
時
代
の
国
家
と
摺
目
㎞
続
群
書

　
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
、
初
出
は
一
九
八
七
年
）
。

㊧
　
熊
野
三
社
の
場
合
、
平
安
時
代
、
ほ
と
ん
ど
奉
幣
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
宮
地

　
直
一
㎎
熊
野
三
山
の
史
的
研
究
幅
理
想
社
、
一
九
五
六
年
半
の
で
、
奉
幣
に
際
し

　
て
の
神
事
不
信
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
が
、
神
社
と
い
う
こ
と
で
同
じ
よ
う
に
み
な

　
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
崇
る
神
か
ら
応
え
る
神
へ

神社の災異と軒廊御卜（勝山）

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
一
世
紀
初
め
ま
で
、
軒
廊
御
ト
は
災
害
を
題
目
と
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
一
一
世
紀
第
二
四
半
期
以

降
、
神
社
に
お
け
る
怪
異
に
よ
る
ト
占
が
多
く
な
る
。
こ
れ
ら
怪
異
の
多
く
は
ト
占
の
結
果
、
天
皇
の
病
気
、
天
下
疾
疫
、
兵
革
、
炎
皐
や
長

雨
な
ど
の
災
厄
の
発
生
を
知
ら
せ
る
予
兆
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
た
め
に
、
天
皇
の
慎
み
、
神
社
へ
の
奉
幣
や
祈
禧
が
求
め
ら
れ
た
。

神
社
に
お
け
る
怪
異
は
神
の
贈
り
が
現
れ
る
前
に
、
そ
れ
を
人
間
に
知
ら
せ
、
手
立
て
を
こ
う
じ
さ
せ
る
た
め
の
予
兆
と
し
て
の
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
予
兆
と
し
て
の
怪
異
は
何
も
神
社
に
お
け
る
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
＝
世
紀
前
半
以
前
で
も
天
皇
の
居
住
す
る
内
裏
や
官
衙
が
建

ち
並
ぶ
大
内
裏
で
発
生
し
た
怪
異
に
対
し
て
、
卜
占
が
行
わ
れ
、
軽
重
様
々
な
災
厄
の
予
兆
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
表
1
に
そ
れ
ら
の
ト
占
の

件
数
を
あ
げ
た
。
（
）
内
の
数
字
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ト
占
は
～
○
世
紀
以
降
、
主
に
陰
陽
師
に
よ
っ
て
蔵
人
所
で
実
施
さ
れ
た
が
、
例
外

的
に
内
裏
の
火
災
な
ど
深
刻
な
被
害
を
被
っ
た
場
合
は
軒
廊
御
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ト
占
は
一
一
世
紀
第

一
四
半
期
ま
で
は
ほ
か
の
災
異
に
対
し
て
な
さ
れ
る
軒
廊
御
ト
よ
り
圧
倒
的
に
数
が
多
く
、
朝
廷
が
行
う
占
い
全
体
の
な
か
で
多
数
を
占
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
内
裏
や
大
内
裏
で
の
怪
異
も
神
社
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
、
卜
占
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
天
皇
・
貴
族
や
天
下
に
生
じ
る
で
あ

ろ
う
災
厄
と
物
忌
み
の
期
間
や
撰
災
法
が
示
さ
れ
た
。
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で
は
こ
れ
ら
の
怪
異
に
よ
っ
て
、
貴
族
社
会
に
餐
め
を
告
げ
る
と
み
な
さ
れ
た
主
体
は
何
で
あ
っ
た
か
。
現
存
す
る
歴
史
書
や
記
録
の
記
載

は
怪
異
の
発
生
、
卜
占
の
実
施
と
予
想
さ
れ
る
災
厄
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
餐
め
る
主
体
は
分
か
り
に
く
い
が
、
い
く
つ
か
そ
の
手
懸
か

り
を
与
え
て
く
れ
る
史
料
も
あ
る
。
ま
ず
は
占
い
の
結
果
を
記
し
た
占
文
が
残
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
次
の
あ
げ
る
鳩
が
太
政
官
正
長
母

屋
内
に
入
っ
た
怪
異
を
占
っ
た
占
文
は
、
異
常
の
内
容
を
記
す
最
初
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
、
主
要
部
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。

　
天
文
博
士
安
倍
晴
明
占
云
、
毒
殺
日
興
丑
、
時
加
レ
未
、
見
・
平
時
、
三
月
節
、
伝
送
臨
レ
遠
洋
レ
用
、
将
勾
陣
、
中
河
魁
朱
雀
、
終
神
館
天
一
、
竿
燈
一
　
重
審
↓

　
推
レ
之
、
非
レ
盛
物
自
二
午
申
方
一
嵩
管
見
ハ
性
所
自
習
亥
年
額
有
二
口
舌
事
一
歎
、
期
某
日
以
後
廿
五
日
内
、
群
来
四
月
五
月
七
月
掛
中
並
庚
辛
日
也
、
於
二
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
所
一
致
二
嬢
法
一
無
一
｝
其
答
一
乎
、

こ
こ
か
ら
は
怪
異
の
生
じ
た
日
時
（
占
時
）
、
六
図
式
盤
が
示
す
占
相
（
六
中
音
式
）
、
推
断
内
容
（
推
条
）
、
物
忌
期
、
穰
災
措
置
な
ど
、
占
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
主
要
な
内
容
は
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
怪
異
に
よ
り
答
め
を
な
し
た
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
神
が
曲
り
を
な
し
た
こ
と

を
示
唆
す
る
神
事
不
浄
・
違
例
な
ど
の
文
言
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
こ
の
時
期
の
内
裏
・
大
内
裏
の
怪
異
に
対
す
る
ほ
か
の
占
文
で
も

　
　
　
　
③

同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
タ
イ
プ
の
占
文
は
そ
の
な
か
で
餐
め
を
な
し
た
主
体
に
関
し
て
、
強
い
関
心
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
怪
異
を
お
こ
し
、
餐
め
を
な
す
主
体
が
判
然
と
し
な
い
な
ら
ば
、
薄
儀
措
置
も
十
分
に
行
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

ら
の
怪
異
に
対
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ト
占
で
明
ら
か
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
よ
っ
て
、
人
々
に
は
告
起
す
る
主
体
に
つ
い

て
、
共
通
し
た
認
識
が
で
き
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
。
神
社
に
お
け
る
怪
異
で
は
、
卜
占
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
量
り
を
な
す
の
は
そ
こ
に
祀

ら
れ
て
い
る
神
と
み
な
さ
れ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
怪
異
の
記
事
の
な
か
で
そ
の
主
体
に
触
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
も
の
を
表
4
に
ま
と
め
た
。
神
を
祀
っ
て
い
る
場
に
お
け
る
怪
異
で
は
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
御
竈
神
」
の
よ
う
な
神
の
崇

り
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
御
霊
、
怨
霊
、
邪
気
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
霊
気
・
鬼
気
を
含
め
た
欝
気
（
モ
ノ
ノ
ケ
）
と
み
な
さ
れ

　
　
　
　
　
④

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
気
こ
そ
、
特
殊
な
場
を
除
き
、
内
裏
や
大
内
裏
の
お
い
て
怪
異
を
お
こ
す
主
体
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
怪
異
が
「
物
権
」
（
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
）
と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
も
し
｝
歩
下
が
っ
て
、
朝
廷
関
連
の
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施
設
に
お
け
る
怪
異
が
何
ら
か
の
神
の
崇
り
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ら
ば
、
捜
災
の
た
め
に
そ
の
神
の
所
在
す
る
方
角
、
さ
ら
に
は
そ
の

神
の
名
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
措
置
は
何
ら
と
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
妊
め
る
主
体
が
神
で
な
い
こ
と
を
示
す
で

　
　
⑥

あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
＝
世
紀
第
一
四
半
期
ま
で
陰
陽
師
の
行
う
大
内
裏
で
発
生
し
た
怪
異
に
対
す
る
ト
占
が
、
朝
廷
で
実
施
さ
れ
る
占
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
で
多
数
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
怪
異
も
様
々
な
災
厄
の
予
兆
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
お
こ
す
主
体
は
特
殊
な
場
を
除
き
、
外
気
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
に
物
気
が
天
皇
・
貴
族
や
天
下
に
生
じ
る
災
厄
を
予
兆
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
気
が
お
こ
す
大
内
裏
で
の
怪
異
に
対
し
、
同
じ
怪
異
で
あ
っ
て
も
神
社
で
生
じ
た
場
合
、
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
場
所
が
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
場
で
あ
る
の
で
、
怪
異
を
も
た
ら
し
た
の
が
神
で
あ
る
こ
と
は
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
怪
異
は
神
の
意
思
の
直
裁
的
な
表
示
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
怪
異
は
、
そ
の
神
が
深
刻
な
黙
り
を
な
す
前
に
、
人
間
に
対
応
を
迫
る
予
兆
と
な
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
神
社
に
お
け
る
怪
異
が
大
き
な
災
厄
の
予
兆
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
九
世
紀
後
半
に
ま
で
遡
る
。

の

描
　
　
　
　
　
　
　
葡
を
示
そ
、
つ
。

軋
　
　
　
　
　
　
　
　
先
レ
是
、
越
前
岬
言
、
気
比
大
神
宮
祝
部
等
申
日
、
神
宮
忽
昇
火
災
驚
牢
入
口
実
無
”
女
火
↓
陰

硫
　
　
　
　
　
　
　
　
陽
寮
占
云
、
為
叡
耳
蝉
因
現
二
言
箕
譲
国
須
レ
慎
疫
綴
水
之
雲
量
、
『
知
平
蔵
準
掃

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転
コ
読
仏
経
一
、

異
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
｛
旦

怪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
宮
社
で
火
事
の
火
が
見
え
た
の
で
、
宮
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
失
火
が
な
か
っ
た
と

　表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
怪
異
が
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
な
さ
れ
た
陰
陽
寮
の
占
い
は
、
神
社
を
潔
し

年　月 怪　　　異 原因・主体 出　　　典

延喜16．10 宮中に怪異 菅霊 皇代記

天慶3，3 外記周西廊転倒 物量 兵範記（仁安2．7．10＞

天暦元．⑦ 内裏殿上に犬矢 物粧 日本紀略

〃7．2 神紙官延焼 含怨霊気 中右記（大治2．2．15）

天延元．12 太政富庁に犬跡 物惟 改元部類記

長保元，8 外記局に鳥怪 物悟 小右記

長和2ユ1 妥女町等焼亡 御竈神の崇 小右記逸文

〃4．9 外記局に鳥入 物粧 小右記

寛仁4．10 安福殿に鑑集 邪気 小右記
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た
の
で
、
神
の
崇
り
と
し
て
こ
の
怪
異
が
現
れ
た
、
越
前
国
は
疫
病
と
風
水
の
災
い
に
備
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事

例
で
は
神
社
で
火
災
の
幻
影
が
見
え
た
と
い
う
怪
異
が
占
わ
れ
た
結
果
、
繊
れ
に
よ
る
神
の
侮
り
と
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
続
い
て
生
じ
る
災
厄

の
予
兆
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
占
文
の
な
か
で
は
撰
災
の
措
置
も
明
示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
内
容
は
一
一
世
紀
以
降
の

神
社
に
お
け
る
怪
異
の
ト
占
の
場
合
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
特
定
の
神
が
宿
り
を
予
兆
す
る
あ
り
方
は
九
世
紀
後
半
か
ら
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
単
発
的
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
余
り
広

が
り
を
み
せ
な
か
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
予
兆
し
、
人
間
に
崇
り
に
対
す
る
備
え
を
迫
る
神
は
姿
を
み
せ
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
崇
る
神
の
陰

に
隠
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
に
現
れ
て
く
る
の
は
一
〇
世
紀
末
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
摂
関
家
縁
の
興
福

寺
・
多
武
峰
や
春
日
社
の
怪
異
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
占
い
の
結
果
、
天
皇
や
藤
原
氏
の
公
卿
の
慎
み
が
求
め
ら
れ
る
。
相
前
後
し
て
、

賀
茂
社
や
石
清
水
・
宇
佐
八
幡
宮
も
怪
異
を
申
し
た
て
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
に
お
け
る
怪
異
に
よ
る
ト
占
は
～
一
世
紀
第
二
四
半
期
に
は
一

気
に
増
加
す
る
。
こ
れ
ら
は
予
兆
と
い
う
形
で
天
皇
の
身
体
や
天
下
の
動
静
に
つ
い
て
告
知
し
、
天
皇
の
慎
み
、
撰
災
の
祈
薦
や
奉
幣
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。
神
は
不
意
に
崇
り
を
な
す
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
予
兆
に
よ
っ
て
、
崇
り
を
避
け
る
た
め
の
対
応
を
求
め
、
そ
う
し
た

人
間
の
行
為
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
崇
り
を
な
す
神
は
依
然
と
し
て
そ
の
性
格
を
維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
背
後
に
退

き
、
人
間
の
信
心
に
基
づ
く
行
為
に
「
応
え
る
神
」
が
前
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
神
は
「
応
え
る
神
」
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
の
で
あ

る
。
す
で
に
「
あ
ら
か
じ
め
人
が
な
す
べ
き
明
確
な
基
準
を
示
し
、
そ
れ
に
厳
格
に
対
応
す
る
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
」
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

神
々
を
「
応
え
る
神
」
と
規
定
し
、
そ
こ
に
神
の
中
世
的
な
変
貌
を
見
い
だ
す
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
神
の
性
格
変
化
は
古

代
的
な
「
凝
る
神
」
か
ら
中
世
的
な
「
応
え
る
神
」
へ
の
変
容
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
、
度
重
な
る
怪
異
を
通
じ
て
予
兆
す
る
神
が
意
思
表
示

を
す
る
な
か
で
、
明
確
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
神
社
の
怪
異
と
ト
占
が
盛
行
し
始
め
る
＝
世
紀
前
半
か
ら

中
葉
に
か
け
て
は
、
神
の
中
世
的
な
変
容
が
全
面
的
に
展
開
す
る
画
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
二
月
二
七
日
条
。

②
小
坂
虞
二
前
掲
第
～
章
注
⑫
論
文
。

③
『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
二
月
＝
廿
日
条
、
『
小
右
記
』
長
和
二
年
七
月
二
日
条
、

　
同
前
長
和
四
年
九
月
～
六
日
条
、
同
前
長
元
元
年
七
月
一
〇
日
優
等
。
こ
れ
は
敦

　
康
親
王
第
や
藤
原
実
悪
邸
で
の
怪
異
に
対
す
る
占
文
で
も
同
様
で
あ
る
。

④
山
下
克
明
「
陰
陽
師
再
考
」
（
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
岩
田
書
院
、

　
一
九
九
六
年
）
。

⑤
森
正
人
「
モ
ノ
ノ
ケ
・
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
・
物
上
・
怪
異
」
（
噛
国
語
国
文
学
研

　
究
』
二
七
号
、
一
九
九
一
年
）
。

⑥
内
裏
・
大
内
裏
の
お
け
る
怪
異
の
ト
占
は
九
世
紀
で
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一

　
〇
世
紀
以
降
と
異
な
り
、
餐
告
を
な
す
主
体
を
明
示
す
る
事
例
が
し
ば
し
ば
み
ら

　
れ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
内
裏
・
大
内
裏
に
お
け
る
物
粧
、
あ
る
い
は
場

　
所
が
特
定
さ
れ
な
い
物
惟
に
対
し
て
、
一
部
「
疫
気
」
の
誉
め
、
あ
る
い
は
宮
域

　
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
祇
の
票
り
と
み
な
す
事
例
も
あ
る
も
の
の
、
多
く
は
山
陵

　
の
崇
り
と
す
る
。

⑦
噌
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
七
月
二
日
、
貞
観
七
年
二
月
～
O
B
条
。

⑧
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
二
月
二
七
日
条
。

⑨
　
佐
藤
弘
夫
「
崇
る
神
か
ら
罰
す
る
神
へ
」
（
明
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
㎞
法
蔵
館
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
。
た
だ
佐
藤
は
変
化
す
る
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
同
じ

　
く
神
の
性
格
の
変
化
を
論
じ
る
上
島
享
は
、
～
○
世
紀
前
半
か
ら
寺
社
の
怪
異
が

　
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
卜
占
を
通
じ
て
襲
撃
の
予
兆
が
示
さ
れ
、
対
策
が

　
こ
う
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
と
神
と
の
間
に
「
相
互
依
存
的
な
関
係
」
が
生

　
じ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
関
係
が
人
と
神
と
の
間
に
も
築
か
れ
て
い
き
、
中
世
的
な

　
神
観
念
が
成
立
し
た
と
説
く
（
「
中
世
宗
教
支
配
秩
序
の
形
成
」
、
『
日
本
中
世
社

　
会
の
形
成
と
王
権
㎞
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
は
二
〇
〇
一
年
、

　
二
〇
〇
四
年
）
。
確
か
に
一
〇
世
紀
に
も
怪
異
の
報
告
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一

　
一
世
紀
以
降
に
比
べ
る
と
、
数
も
少
な
く
、
単
発
的
で
あ
る
。
や
は
り
神
の
性
格

　
の
変
化
が
明
確
に
な
り
、
中
世
的
な
変
容
が
全
面
的
に
展
開
す
る
の
は
、
怪
異
と

　
ト
占
が
盛
行
す
る
＝
世
紀
前
半
以
降
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
人
と
神
と
の

　
関
係
の
変
化
に
関
わ
る
返
祝
詞
に
つ
い
て
は
、
横
井
靖
仁
「
中
世
成
立
期
の
神
祇

　
と
王
権
」
（
噸
日
本
史
研
究
㎞
四
七
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

神社の災異と軒廊御卜（勝山）

　
一
一
世
紀
以
降
急
増
す
る
、
神
社
に
よ
る
怪
異
の
訴
え
と
朝
廷
で
の
ト
占
の
実
施
に
つ
い
て
、
そ
の
要
因
と
歴
史
的
な
意
義
を
究
明
し
よ
う

と
試
み
た
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
簡
単
な
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
神
社
の
怪
異
が
占
わ
れ
、
朝
廷
の
ト
占
の
な
か
で
最
も

重
要
視
さ
れ
た
軒
廊
御
ト
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
し
た
う
え
で
、
占
い
の
題
目
の
時
代
毎
の
変
化
を
調
べ
る
と
、
｝
一
世
紀
第
二
四
半
期
以
降
、

神
社
の
怪
異
の
訴
え
が
急
増
し
、
そ
れ
を
占
う
軒
廊
御
ト
の
件
数
も
増
加
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
軒
廊
御
ト
が
増
え
は
じ
め
る
＝
世
紀
前
半
、
貴
族
の
間
で
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
代
を
乱
れ
た
宋
世
と
み
る
末
代
観
が
深
ま
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る
に
つ
れ
、
貴
族
た
ち
は
将
来
の
災
厄
を
も
た
ら
す
神
の
崇
り
の
予
兆
で
あ
る
神
社
の
怪
異
に
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
側
が
怪

異
を
訴
え
る
と
い
う
形
で
自
己
主
張
を
強
め
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
ト
占
の
盛
行
を
も
た
ら
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
卜
占
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
貴
族
た
ち
は
漁
り
を
も
た
ら
す
神
事
の
違
犯
に
鋭
敏
に
な
り
、
集
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
忌
避

を
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
日
常
的
に
神
事
に
関
わ
っ
て
い
た
天
皇
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
か
ら
一
一
世
紀
前
半
に
始
ま
り
、
そ
れ
以
降
そ

の
度
合
い
を
強
め
つ
つ
、
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
。
一
一
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
の
名
で
行
わ
れ
る
恩
赦
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
神
社
の
訴
え

に
触
れ
る
も
の
を
赦
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
神
慮
に
背
く
行
い
を
慎
む
点
で
、
凝
れ
忌
避
の
強
化
と
同
根
で
あ

る
。
奉
幣
な
ど
を
通
じ
て
深
く
神
事
と
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
天
皇
が
神
社
の
訴
え
に
触
れ
る
も
の
を
赦
免
す
る
こ
と
は
、
神
の
意
思
の
侵
害

で
あ
り
、
神
事
不
信
に
あ
た
る
。
そ
れ
が
神
の
下
り
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
る
以
上
、
赦
免
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
神
社
に
お
け
る
怪
異
は
ま
た
、
神
の
奉
り
が
現
れ
る
前
に
、
そ
れ
を
人
間
に
知
ら
せ
手
立
て
を
こ
う
じ
さ
せ
る
予
兆
の
意
昧
を
も
っ
て

い
た
。
神
は
不
意
に
殴
り
を
な
す
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
予
兆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
り
を
避
け
る
た
め
の
対
応
を
求
め
、
そ
う
し
た

人
間
の
行
為
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
怪
異
に
よ
る
ト
占
の
盛
行
に
は
こ
う
し
た
神
の
性
格
の
変
化
、
中
世
的
な
「
応
え
る
神
」

が
明
確
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
神
社
の
怪
異
に
よ
る
ト
占
に
焦
点
を
あ
て
た
た
め
、
＝
世
紀
初
め
に
い
た
る
ま
で
の
ト
占
の
位
置
づ
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い

な
い
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
朝
廷
の
ト
占
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
神
の
性
格
の
変
化
を

怪
異
を
訴
え
る
二
十
二
社
で
代
表
さ
せ
て
論
じ
た
が
、
そ
の
広
が
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
作
業
が
必
要
で
あ

り
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
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Strange　Phenomena　at　Shrines　and　Konro一　no　Miura　during

　　the　Keian　Period：　Changes　in　the　Relationship　between

　　　　　　　　Humans　and　Deities　in　the　llth　Century

by

KATsuYAMA　Seiji

　　From　the　first　half　of　the　11th　censury　onward　the　number　of　appeaJs　by

shrines　regarding　the　occurrence　of　unusual　happenings　（strange

phenomena）　and　the　divinatioR　earried　out　at　the　imperial　court　in　response

mushroomed．　This　article　examines　the　causes　and　historical　significance　of

this　sudden　increase．　After　providing　an　overview　of　the　konro一　no　miura　（a

divination　carried　out　in　a　palace　corridor　by　officials　of　the　Department　of

Worship　Uingikan］　and　Yin－Yang　Bureau　［Onmy6ry61）　which　was　considered

the　most　important　type　of　court　divination　when　divining　straBge

phenomena　at　shrines，　1　first　examine　the　changes　in　the　topics　of　divination

by　era　and　make　clear　through　primary　sources　that　there　was　a　sudden

increase　in　appeals　by　shrines　about　strange　phenomena　and　a

correspondjng　increase　in　the　number　of　cases　of　konro““　no　miura　from　the

second　quarter　of　the　11th　century．　Then，　why　was　there　a　sudden　rise　in

divinations　due　to　strange　phenomena　at　shrines？　The　increase　in　the

number　of　konro一　no　miura　divinations　began　in　the　first　half　of　the　11‘h

century，　as　the　sense　of　the　arrival　of　the　final　stage　of　history，　the　turbulent

｝ast　age　in　which　aristocrats　lived，　grew　more　profound，　aristocrats　began　to

respond　more　sensitively　to　strange　phenomena　at　shrines　that　prophesized

on　the　curses　of　the　deities　who　might　cause　catastrophic　results　in　their

futures，　and　as　the　shrines　were　able　to　strengthen　themselves　by　these

appeals，　this　brought　about　the　popularity　of　these　divinations．　As　the

divinations　became　popular，　the　aristocrats　became　increasingly　sensitive　to

any　breach　in　rites　for　native　deities　who　could　issue　curses，　and　in　order　to

avoid　pollution，　they　attempted　to　strengthen　taboos　in　regard　to　sources　of

pollution．　These　began　with　the　emperor，　who　was　involved　in　rites　for

native　deities　on　a　regular　basis，　and　those　around　him　in　the　first　half　of　the

llth　century；　their　frequency　increased　and　extent　grew，　spreading

（　960　）



throughout　aristocratic　society．　From　the　latter　half　of　the　11th　century，　in

the　pardons　carried　out　in　the　emperor’s　narne，　there　was　often　a　move　to

eliminate　pardons　for　those　related　to　the　appeals　of　the　shrines，　but　since

clemency　for　those　punished　as　result　of　appeals　by　the　shrines　meant

obstructing　the　realization　of　divine　will，　this　was　a　serious　act　betraying

divine　wishes，　and　in　this　sense　it　roots　were　the　same　．as　those　of　the

strengthening　of　taboos　on　pollution．　P，ardons　for　those　who　faced

punishment　as　a　result　of　the　appeals　of　the　ishrines　by　the　emperor　whose

existence　was　profoundly　linked　to　rites　for　native　deities　through　the

offering　rituals　was　a　violation　of　the　deities　intent　by　the　emperor　and

showed　an　absence　of　proper　respect　for　the　deities．　Being　aR　act　that　might

invite　the　curses　of　the　deities，　these　pardons　had　to　avoided．

　　Strange　pheRomena　at　shrines　were　also　portends　for　humans　of　the

possible　occurrence　of　curses　by　the　deities　and　signified　an　omen　warning

them　to　prepare　measures　to　deal　with　catastrophe．　The　curses　of　deities

were　never　unforeseen，　and　through　these　omens　providing　advaRce

warning，　people　could　see｝〈　measures　to　avoid　the　curses　that　were　attempts

to　respond　to　the　actions　of　such　people．　From　the　popularity　of　divinations

due　to　strange　phenomena，　oRe　can　clearly　see　a　change　in　the　character　of

deities，　i．　e．　the　appearance　of　medieval　deities　who　would　respond　to

appeals．　The　period　from　the　first　half　of　the　11th　century　to　the　middle　of

the　century　that　saw　the　increase　in　divination　due　to　strange　phenomeRa　at

shrines　was　the　turning　peint　in　the　appearance　of　deities　that　could　be

characterized　as　medievat

The　Structure　of　the　Division　of　Labor　between　Priests　and　Laity

　　　at　Funerals　during　Medieval　Times　and　Changes　Therein，

　　　　　　As　Viewed　through　an　Examination　of　lkko一　so一　zata

by

SHIMAZU　Talceshi

　　This　article　attempts　to　clarify　the　structure　of　the　division　of　labor　for

funeral　rites　that　were　performed　by　Buddhist　priests　and　laity　and　the

actual　conditions　of　tke　change　in　JapaRese　medieval　funeral　rites．
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