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史

料

編

纂

所

前
口
上

『
日
本
書
紀
』
は
、
わ
が
国
初
の
勅
撰
歴
史
書
で
、
そ
の
後
『
日に

本ほ
ん

三さ
ん

代だ
い

実じ
つ

録ろ
く

』
ま
で
継
続

し
て
編
纂
さ
れ
た
六り

っ

国こ
く

史し

の
第
一
で
す
。
そ
の
完
成
・
奏
上
に
つ
い
て
は
、『
続し

ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
養

老
四
年
（
七
二
〇
）
五
月
二
十
一
日
条
に
「
是こ

れ

よ
り
先
、
一
品
舎
人
親
王

と
ね
り
の
し
ん
の
う

、
勅
を
奉う

け
た
ま
は

り
て
日
本
紀
を
修あ

む
。
是
に
至
り
て
功く

う

成
り
て
奏さ

し

上あ

ぐ
。
紀
卅
巻
・
系
図
一
巻
な
り
」
と
あ
り
、

今
年
は
撰
上
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
千
三
百
年
の
記
念
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
記
念
の
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
神

道
博
物
館
に
お
い
て
熱
田
本
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
、『
日
本
書
紀
』
の
古
写
本
や
注
釈
書
を
展

示
す
る
企
劃
展
を
実
施
す
べ
く
、
開
催
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ

と
並
行
し
て
、
史
料
編
纂
所
と
神
道
博
物
館
が
共
催
す
る
形
で
連
続
の
公
開
講
座
を
計
畫
し
、

学
外
で
も
各
種
の
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
講
座
を
開
催
す
べ
く
、講
師
の
人
選
も
終
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
て
、
す

べ
て
の
行
事
を
中
止
ま
た
は
延
期
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
痛
恨
の
極
み

で
す
。

た
だ
、
史
料
編
纂
所
で
は
所
員
の
荊
木
を
中
心
に
、
す
で
に
公
開
講
座
の
準
備
を
進
め
て
お

り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
従
来
の
講
演
形
式
の
も
の
で
は
な
く
、
質
疑
応
答
の
ス
タ
イ
ル
を

採
り
つ
つ
、
司
会
者
と
講
師
が
問
答
形
式
で
進
行
す
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を
立
案
し
て
お
り
ま
し

た
。
一
般
聴
衆
の
か
た
が
た
が
お
聴
き
に
な
り
た
い
よ
う
な
話
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
全
体

と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
や
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
項
目

を
選
定
し
、
四
月
に
は
荊
木
が
原
稿
を
作
成
し
ま
し
た
が
、
脱
稿
し
た
と
こ
ろ
で
、
講
座
の
中

止
が
決
定
し
ま
し
た
。

実
際
の
開
講
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
ま
ま
原
稿
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
も
惜
し
い

気
が
し
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
に
史
料
編
纂
所
が
予
定
し
て
い
た
事
業
計
畫
の
一
部
を

遂
行
し
た
事
実
を
記
録
に
残
し
て
お
き
た
い
と
も
思
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
、
研
究
開
発
推

進
セ
ン
タ
ー
紀
要
の
紙
面
を
借
り
て
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の

微
意
を
お
汲
み
取
り
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
す
。

な
お
、
公
開
講
座
の
性
格
上
、
細
か
な
参
考
文
献
を
注
記
す
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

話
の
根
拠
と
な
る
文
献
に
つ
き
ま
し
て
は
、
荊
木
『『
日
本
書
紀
』
に
学
ぶ
』（
燃
焼
社
、
令
和

二
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

（
荊
木
美
行
記
）
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第
一
回
【
日
本
書
紀
と
は
な
に
か
】

◆
今
年
Ḥ
上
か
ら
千
三
百
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
た
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と

お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
が
、
本
日
は
、
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
と
は
ど
の
よ
う
な
書
物
か
と

い
う
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
荊
木
さ
ん
の
ご
本
を
拝
見
し
て
い
る
と
、

『
日
本
書
紀
』
は
い
ろ
い
ろ
と
謎
の
多
い
書
物
の
よ
う
で
す
ね
。
本
来
の
書
名
に
つ
い
て
も
議

論
が
あ
る
よ
う
で
す
が
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
べ
つ
に
「
日
本
紀
」
と
い
う
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
自
体
は
、
こ

の
書
物
の
こ
と
を
記
し
た
史
料
に
二
様
の
表
記
が
あ
る
の
で
、
疑
う
餘
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
ど
ち
ら
が
本
来
の
書
名
で
あ
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
伴ば

ん

信の
ぶ

友と
も

の
よ
う
に
、「
日
本
紀
」
を
本
来
の
書
名
と
す
る
研

究
者
が
主
流
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、「
日
本
書
紀
」
が
本
来
の
名
前
だ
と
考
え
る
研

究
者
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

◆
で
は
、「
日
本
書
紀
」
と
い
う
書
名
は
、
な
に
に
由
来
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、「
日
本
書
紀
」
の
「
書
」
は
、
中
国
の
紀
伝
体
の
歴
史
書
で
あ
る
『
漢
書
』『
後

漢
書
』
の
「
書
」
と
同
じ
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
国
の
南
北
朝
時
代
の
范は

ん

曄よ
う

と
い
う
歴

史
家
が
『
後
漢
書
』
を
書
い
た
と
き
、
皇
帝
の
動
静
を
記
し
た
「
本
紀
」
の
部
分
を
「
後
漢
書

紀
」
と
題
し
て
い
ま
す
が
、「
日
本
書
紀
」
も
こ
れ
に
倣
っ
て
「
日
本
書
」
の
「
本
紀
」
と
い

う
意
味
で
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
は
何
巻
あ
っ
て
、
な
に
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
神
代
の
む
か
し
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
続
け
て
初
代
の
神
武
天
皇

か
ら
四
十
一
代
持
統
天
皇
ま
で
の
歴
史
を
編
年
体
で
記
し
た
も
の
で
す
。
本
文
は
全
三
十
巻
か

ら
成
り
、
全
文
が
現
在
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
完
成
時
に
は
「
系
図
一
巻
」
と
い
う
も
の
が
別

に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
現
存
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
別
巻
」
と
い
う
も
の
も
附
属
し

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◆
い
つ
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
す
か
。
そ
し
て
、
完
成
ま
で
の
流
れ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
は
、
一
般
に
、
川
嶋
皇
子
以
下
十
二
名
に
、
帝
紀
と
旧
辞
を
整
理
し

て
確
定
せ
よ
と
命
じ
た
天て

ん

武む

天て
ん

皇の
う

十
年
、
西
暦
六
八
二
年
の
詔

み
こ
と
の
りに

始
ま
る
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
い
っ
ぽ
う
で
、
和
銅
七
年
、
七
一
四
年
に
紀き

の

清
人

き
よ
ひ
と

と
三
宅

み
や
け
の

藤ふ
じ

麻
呂

ま

ろ

に
詔
し
て
国

史
を
撰
ば
せ
た
と
す
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
開
始
と
す
る
考
え

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
の
完
成
を
急
ぐ
た
め
の
梃
入
れ
人
事
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
の
が
こ
の
説
で
す
。

た
し
か
に
、
天
武
天
皇
十
年
を
起
点
と
す
る
と
、
完
成
ま
で
に
三
十
九
年
も
の
歳
月
を
要
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
作
業
の
開
始
が
和
銅
七
年
だ
と
す
る
と
、
完
成
ま
で
は
約
六

年
と
な
り
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
感
じ
が
し
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
直
前
の
和
銅
五
年
に
は
『
古

事
記
』
が
完
成
し
て
い
ま
す
か
ら
、
同
書
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
元
明
天
皇
が
、
新
た
な
歴
史

書
の
編
纂
を
思
い
立
っ
た
と
考
え
る
と
、
両
者
の
関
係
も
う
ま
く
説
明
で
き
ま
す
。

◆
た
だ
、
和
銅
七
年
説
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
あ
る
人
物
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
と
き
、「
な

ん
と
か
氏う

じ

の
祖
先
の
誰
そ
れ
」
と
い
う
ふ
う
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
崇
神
天
皇
の

巻
に
「
大
水
口
の
宿
禰
」
と
い
う
ひ
と
が
出
て
き
ま
す
。
彼
は
、
穂
積
の
臣お

み

と
い
う
ウ
ジ
の
祖

先
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
臣
」
は
、
カ
バ
ネ
と
呼
ば
れ

る
称
号
の
一
つ
で
、天
武
天
皇
十
二
年
に
八
色

や
く
さ

の
姓か

ば
ねが

制
定
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
す
。
も
し
、

和
銅
七
年
か
ら
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
す
る
と
、
八
色
の
姓
を
用
い
て
「
穂
積
の
朝
臣

あ
そ
み

」
と
書
い

た
は
ず
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
臣
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
が
、
八

色
の
姓
が
定
め
ら
れ
る
よ
り
前
の
記
録
を
材
料
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
は
天
武
天
皇
十
年
、
六
八
二
年
に
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
み
る
ほ
う

が
合
理
的
で
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
と
い
え
ば
、
ど
う
し
て
も
『
古
事
記
』
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
が
、
両

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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七
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図１ 『古事記』『日本書紀』の編纂過程（私案）

作業の頓挫？

「別巻」編纂？

国家事業へ転換？

天武天皇崩御（686）

即ち阿礼に勅語して、帝皇
の日継と先代の旧辞とを誦
み習わしめたまう。（『古事
記』序） 天皇、大極殿に御して、川嶋皇子

……大山下平群臣子首に詔して、
帝紀及び上古の諸事を記し定めし
たまう。（天武天皇10年〈681〉 3 月
丙戌条）

境部石積らに新字の作
成を命ず。（同上11年
〈682〉3 月丙午条）

18氏に詔して、其の祖
等の墓記を上進させ
る。（持統天皇紀 5年
〈691〉8 月辛亥）

紀清人・三宅藤麻呂に詔して、国
史を撰

えら

ばしめたまう。（和銅 7年
〈714〉2 月戊戌条）この頃、舎人
親王、編修総裁着任か。

日本紀（紀卅巻・系図一巻）完成・奏上。（『続
日本紀』養老 4年〈720〉 5 月癸酉条

和銅 5年（711） 9 月18日、
太安万侶に詔して、「稗田
阿礼の誦む所の勅語の旧辞
を撰録して献上せよ」とい
う。（『古事記』序）

和銅 6年（712） 1 月28日、
『古事記』撰進。



者
の
関
係
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
？

『
古
事
記
』
に
は
序
文
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
完
成
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
だ
い
た
い
わ
か

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
が
稗
田

ひ
え
だ
の

阿あ

礼れ

と
い
う
舎
人

と
ね
り

を
使
っ
て
編
纂
を
始
め
た
も

の
だ
と
い
い
ま
す
。
天
皇
は
、
貴
族
の
家
に
あ
る
帝
紀
と
旧
辞
が
真
実
と
異
な
り
、
偽
り
が
た

く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
憂
え
て
い
ま
し
た
。
帝
紀
と
は
、
歴
代
天
皇
の
記
録
で
あ
り
、
旧
辞
は
宮

中
に
伝
わ
っ
た
神
話
や
伝
承
の
た
ぐ
い
を
指
し
ま
す
が
、
天
武
天
皇
は
、
そ
れ
ら
の
決
定
版
を

作
り
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
作
業
は
、
天
皇
の
存
命
中
に
は
完
成
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
の

愛
息
・
草
壁
皇
子
の
妃
で
あ
っ
た
元
明
天
皇
が
、
あ
ら
た
め
て
太お

お
の

安や
す

萬ま

侶ろ

に
命
じ
て
、
阿
礼

の
読
ん
だ
旧
辞
を
ま
と
め
さ
せ
た
の
が
『
古
事
記
』
で
す
。
序
文
に
は
、
和
銅
五
年
、
七
一
二

年
の
正
月
に
至
っ
て
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

序
文
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、『
古
事
記
』
の
編
纂
も
天
武
天
皇
の
発
案
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
帝
紀
・
旧
辞
の
正
説
を
定
め
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、『
古
事
記
』
が
『
日
本
書
紀
』

と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
有も

つ
こ
と
は
、
誰
も
が
考
え
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
序
文
に
は
、『
古

事
記
』
が
天
皇
と
阿
礼
が
二
人
で
始
め
た
小
規
模
な
事
業
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

天
武
天
皇
十
年
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
大
規
模
な
修
史
事
業
と
は
ち
ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
ち
が

い
ま
す
。

こ
れ
は
一
つ
の
假
説
で
す
が
、天
武
天
皇
は
、『
古
事
記
』の
編
纂
に
手
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
本
格
的
な
歴
史
書
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
阿
礼
と
の
作
業
と
は
べ
つ
に
、
あ
ら
た
に
大
々
的

に
帝
紀
と
旧
辞
の
整
理
を
思
い
立
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
天
武
天
皇
朝
に
始
ま
っ
た

と
い
う
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
説
が
あ
る
が
、
わ
た
く

し
は
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
は
、
ど
ん
な
材
料
を
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
は
豊
富
な
文
献
を
も
と
に
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
主
な
材
料
は
帝

紀
と
旧
辞
で
す
。
こ
の
二
つ
は
、『
日
本
書
紀
』
の
素
材
で
あ
る
と
同
時
に
、『
古
事
記
』
の
主

要
材
料
で
も
あ
り
ま
す
。

帝
紀
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い
た
の
か
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
多
少

と
ら
え
か
た
が
異
な
り
ま
す
が
、
歴
代
天
皇
の
称
号
、
宮
の
所
在
地
、
妃
や
皇
子
・
皇
女
の
こ

と
、
亡
く
な
っ
た
年
や
山
陵
の
所
在
地
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
治
世
に
お
け
る
重
要
事
項
や
、
さ
ら
に
は
、
皇
位
継
承
に
関
す
る
具
体
的
な
物
語
も

載
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
の
旧
辞
は
、
神
々
や
英
雄
の
物
語
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。
帝
紀
は
す
べ
て
の
天

皇
に
つ
い
て
記
録
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
旧
辞
の
ほ
う
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
第
二
代
（
記
紀
の
代
数
に
よ
る
）
綏
靖
天
皇
か
ら
第
九
代
の
開
化
天
皇
ま
で
は
、

記
紀
と
も
に
帝
紀
的
な
記
載
し
か
な
く
、
旧
辞
的
な
物
語
は
載
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら

の
天
皇
が
「
闕
史
八
代
」
と
呼
ば
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
は
、
帝
紀
と
旧
辞
以
外
に
ど
ん
な
材
料
を
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

『
日
本
書
紀
』
が
使
っ
た
材
料
に
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
先
生
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
ま
す
。

先
生
に
よ
れ
ば
、
さ
き
に
紹
介
し
た
①
帝
紀
・
②
旧
辞
の
ほ
か
に
も
、
③
貴
族
の
家
々
に
伝
え

ら
れ
て
い
た
先
祖
の
記
録
と
か
、
④
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
と
か
、
⑤
政
府
が
保
管
し
て
い

た
記
録
、
⑥
個
人
の
手
記
、
⑦
寺
院
の
縁
起
、
⑧
百
済
に
関
す
る
記
録
な
ど
が
利
用
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
第
五
回
で
お
話
す
る
壬
申
の
乱
の
記
述
で
は
、「
安
斗
宿
禰
智
徳

あ
と
の
す
く
ね
ち
と
こ

日
記
」
の
よ
う
に
、

大
海
人
皇
子
軍
に
従
軍
し
た
舎
人
の
手
記
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
が
歴
史
書
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
豊
富
な
文
献
を
で

き
る
だ
け
忠
実
に
引
用
し
、
叙
述
の
公
正
、
内
容
の
充
実
に
つ
と
め
た
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
資
料
は
、「
一
本
に
云
は
く
」「
別
本
に
云
は
く
」
な
ど
の
形
で
引
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、「
伊い

吉き
の

連む
ら
じ

博は
か

徳と
こ

書
」「
難
波

な
に
わ
の

吉き

士し

男お

人ひ
と

書
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
書
名
を
あ
げ
て
い

る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
『
日
本
書
紀
』
は
、
誰
が
書
い
た
の
で
す
か
。

編
纂
に
携
わ
っ
た
人
々
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
確
実
な
の
は
、
最
終
段
階
に
お
け

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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る
編
輯
総
裁
が
舎
人
親
王
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
和
銅
七
年
に
紀
清
人
と
三
宅
藤
麻
呂
が
ス
タ
ッ

フ
に
加
わ
っ
た
と
い
う
二
点
だ
け
で
す
。

も
っ
と
も
、
天
武
天
皇
十
年
の
詔
が
『
日
本
書
紀
』
に
関
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
に

名
を
連
ね
る
川
嶋
・
忍
壁
（
刑
部
）
二
皇
子
と
広
瀬
・
竹
田
・
桑
田
・
三
野
の
四
王
、
そ
れ
に

中な
か

臣と
み
の

大お
お

嶋し
ま

や
平へ

群ぐ
り
の

子こ

首び
と

と
い
っ
た
貴
族
の
代
表
者
も
編
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、老
齢
や
死
亡
を
理
由
に
途
中
で
こ
の
事
業
か
ら
離
れ
た
ひ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

完
成
ま
で
に
は
メ
ン
バ
ー
の
交
替
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
坂
本
太
郎
先
生
は
、

大
宝
律
令
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

不ふ

比ひ

等と

・
下し

も
つ

毛け

野の
の

古こ

麻ま

呂ろ

・
伊い

吉き
の

博は
か

徳と
こ

・
伊い

余よ

部べ
の

馬う
ま

養か
い

の
な
か
に
も
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
関
与
し
た
ひ
と
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
て
お

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
加
藤
謙
吉
先
生
は
、
養
老
五
年
に
紀
清
人
と
と
も
に
表
彰
さ
れ
た
文も

の

章
じ
ょ
う

博は
か

士せ

の
山や

ま

田だ
の

三み

方か
た

・
下
毛
野
古
麻
呂
・
楽さ

ざ

浪な
み
の

河か
わ

内ち

を
『
日
本
書
紀
』
編
者
に
あ
て
る
と
と
も
に
、

彼
ら
の
多
く
が
藤
原
不
比
等
と
接
点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

◆
天
武
天
皇
十
年
当
時
の
編
輯
委
員
に
関
し
て
は
、な
に
か
興
味
深
い
お
話
が
あ
る
よ
う
で
す
が
。

そ
れ
は
、
安
康
天
皇
の
巻
に
み
え
る
大お

お

草く
さ

香か
の

皇み

子こ

事
件
で
す
ね
。

安
康
天
皇
紀
に
よ
れ
ば
、
安
康
天
皇
が
、
弟
の
大お

お

泊は
つ

瀬せ
の

皇み

子こ

、
の
ち
の
雄
略
天
皇
に
大
草
香

皇
子
の
妹
の
幡は

た

梭び
の

皇ひ
め

女み
こ

を
娶
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
根ね

の

使お

主み

と
い
う
人
物
を
使
者
に
立
て
、
大
草

香
皇
子
の
も
と
に
派
遣
し
た
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
、
大
草
香
皇
子
が
妹
の
贈
り
物

と
し
て
献
上
し
た
み
ご
と
な
冠
に
目
が
眩
み
、「
皇
子
は
妹
を
差
し
出
す
こ
と
を
拒
否
し
て
い

る
」
と
讒
言
し
ま
す
。

こ
れ
を
信
じ
た
安
康
天
皇
は
、
激
怒
し
て
大
草
香
皇
子
を
殺
害
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ

の
時
、
皇
子
に
仕
え
て
い
た
難な

に

波わ
の

吉き

師し

日ひ

香か

蚊か

の
父
子
は
、
主
人
が
罪
な
く
し
て
死
ん
だ
こ
と

を
悼
み
、
皇
子
の
遺い

骸が
い

の
傍
ら
で
殉
死
を
と
げ
ま
す
。

◆
こ
れ
に
は
、
別
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
が
。

そ
う
で
す
。
平
安
時
代
の
は
じ
め
に
お
こ
な
わ
れ
た『
日
本
書
紀
』の
勉
強
会
の
記
録
が
残
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
大
草
香
皇
子
事
件
の
異
伝
を
記
し
た
「
帝
王
紀
」
と
い
う
文
献
が

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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日ひ
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図２ 大草香皇子関係系図



引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
日
香
蚊
は
主
君
の
大
草
香
皇
子
の
あ
と
を
追
っ
て
自

殺
し
た
の
で
は
な
く
、
安
康
天
皇
の
軍
勢
に
殺
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ

こ
に
は
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
忠
義
な
家
来
の
面
影
は
微
塵
も
な
く
、
安
康
天
皇
側
の
軍

勢
か
ら
「
カ
マ
キ
リ
の
よ
う
に
卑
し
い
奴
」
と
侮
蔑
さ
れ
る
従
者
の
姿
が
あ
る
だ
け
で
す
。

二
つ
の
史
料
に
共
通
す
る
の
は
、大
草
香
皇
子
の
家
来
に
日
香
蚊
と
い
う
人
物
が
い
た
こ
と
、

彼
は
首
を
切
る
と
い
う
形
で
命
を
落
と
し
た
と
い
う
二
点
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
評
価
に

至
っ
て
は
、
百
八
十
度
ち
が
う
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
描
写
が
真
実

に
近
い
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
日
本
書
紀
』
が
日
香
蚊
父
子
を
忠
臣
と
す
る
伝
承
を
採

用
し
た
の
は
、
天
武
天
皇
十
年
の
帝
紀
・
旧
辞
の
整
理
・
確
定
の
事
業
の
メ
ン
バ
ー
に
日
香
蚊

の
子
孫
に
あ
た
る
難
波
大
形
と
い
う
人
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

難
波
大
形
は
、
編
輯
会
議
の
席
上
、
自
家
の
家
記
を
持
ち
出
し
て
、
日
香
蚊
が
主
君
に
忠
実

な
家
来
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
日
本
書
紀
』

の
編
纂
は
、
彼
が
参
加
し
て
い
る
天
武
天
皇
十
年
の
段
階
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が

合
理
的
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
さ
き
ほ
ど
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
系
図
一
巻
」
が
存
在
し
た
と
い
う
話
を
う
か
が
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
、
ど
ん
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

さ
き
に
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
ほ
ぼ
全
部
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
本
文
と

は
別
に
、「
系
図
一
巻
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
ま
し
た
。
こ
の
系
図
は
現
存
し
な
い
の
で
、

不
明
な
点
が
多
い
の
で
す
が
、「
帝
王
系
図
」
と
言
い
換
え
て
い
る
文
献
も
あ
る
の
で
、
天
皇

を
中
心
と
す
る
皇
室
系
図
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
も
か
な
り
詳
し
い
系
図
だ
っ
た
ら
し
く
、

必
要
に
応
じ
て
四
世
、
五
世
の
孫
に
及
び
、
さ
ら
に
は
皇
族
か
ら
興
っ
た
氏
族
の
名
も
注
記
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ほ
か
に
も
、
歴
代
天
皇
が
政
治
を
と
っ
た
宮
、
亡
く
な
っ
た
年
、
陵
墓

の
所
在
地
、
治
世
の
お
も
な
出
来
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

散
逸
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
十
四
世
紀
後
半
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
本
朝

ほ
ん
ち
ょ
う

書
籍

し
ょ
じ
ゃ
く

目も
く

録ろ
く

』
と
い
う
図
書
目
録
で
は
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
三
十
巻
を
「
帝
紀
」
の
部
に
、「
帝
王

系
図
一
巻
」
を
「
氏
族
」
の
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
み
る
と
、
本
文
三

十
巻
と
「
系
図
一
巻
」
は
は
や
い
段
階
か
ら
別
々
に
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、

あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
認
識
が
散
逸
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
系
図
一

巻
」
は
、
閲
覧
に
便
利
な
、
図
式
化
さ
れ
た
系
図
の
普
及
に
押
さ
れ
、
次
第
に
存
在
価
値
を
失

い
、
姿
を
消
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◆
「
別
巻
」
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
も
、「
系
図
一
巻
」
同
様
、
現
存
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、「
系
図
一
巻
」
の
ほ
う
は
完
成

を
記
し
た
記
事
に
名
前
が
出
て
き
ま
す
が
、「
別
巻
」
の
こ
と
は
み
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、『
日

本
書
紀
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
本
文
三
十
巻
と
「
系
図
一
巻
」
の
ほ
か
に
、「
別
巻
」
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

雄
略
天
皇
の
二
十
二
年
七
月
条
に
は
、
有
名
な
浦
島
太
郎
伝
説
が
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
こ
に
「
詳
し
い
内
容
は
別
巻
に
あ
る
」
と
み
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
日

本
書
紀
』
に
は
「
別
巻
」
が
附
属
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
浦
島
太
郎
伝
説
の
詳
細
が
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
で
は
、
こ
の
「
別
巻
」
に
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
く
し
も
確
た
る
根
拠
が
あ
っ
て
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
別
巻
」
こ
そ
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
で
出
た
餘
材
を
類
聚
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
が
出
来
上
が
っ
た
あ
と
、
編
纂
に
利
用
し
た
材
料
や
、
割
愛
し
た
原

稿
を
あ
つ
め
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
を
作
る
た
め
に
、
厖
大
な
資
料
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
文
献

を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
ま
す
。
し
か
し
、い
っ
ぽ
う
で
、日
の
目
を
み
な
か
っ

た
材
料
や
没
原
稿
も
、
か
な
り
の
量
に
の
ぼ
っ
た
は
ず
で
す
。
不
採
択
の
資
料
の
な
か
に
は
捨

て
が
た
い
情
報
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
整
理
し
、

後
日
『
日
本
書
紀
』
を
繙
く
ひ
と
び
と
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
作
業
、
今
風
に
い
え
ば

ア
ー
カ
イ
ブ
に
着
手
し
た
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
「
別
巻
」
で
は
な
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館
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か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

◆
こ
れ
ま
で
う
か
が
っ
た
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
ど
う
な
り
ま

す
か
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
天
武
天
皇
が
そ
の
編
纂
を
思
い
立
っ
た
も
の
で
、
そ
の
淵
源
を
辿
る
と
、

天
皇
が
稗
田
阿
礼
を
使
っ
て
始
め
た
帝
紀
・
旧
辞
の
整
理
に
行
き
つ
く
と
思
い
ま
す
。
完
成
ま

で
に
は
作
業
の
捗
ら
な
い
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
元
明
天
皇
の
時
代
に
事
業
が
再
開
さ

れ
、
舎
人
親
王
を
編
修
総
裁
と
す
る
体
制
が
整
い
、
養
老
四
年
に
至
っ
て
完
成
し
た
と
考
え
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
元
明
天
皇
は
、
夫
の
草
壁

く
さ
か
べ
の

皇み

子こ

の
お
父
さ
ん
に
あ
た
る
天
武
天
皇
の
遺
志

を
継
い
で
、
こ
の
事
業
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
そ
う
な
る
と
、『
日
本
書
紀
』
が
な
に
を
目
指
し
て
い
た
か
を
う
か
が
う
ヒ
ン
ト
は
、『
古
事

記
』
序
文
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
古
事
記
』
の
序
文
を
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
、
ま
ち

が
っ
た
内
容
の
帝
紀
と
旧
辞
が
あ
る
こ
と
を
心
配
し
た
天
武
天
皇
が
正
し
い
も
の
を
作
る
作
業

を
始
め
た
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
も
も
と
を
辿
れ
ば
、
帝
紀
と
旧

辞
の
正
説
を
択
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。「
帝
紀
と
旧
辞
は
、
国
家
組
織
の
根
本
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
統
治
の
礎
で
あ
る
」
と
い
う
天
皇
の
お
言
葉
に
は
、
こ
れ
ら
が
国
家
の

根
幹
を
な
す
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
こ
こ
に
い
う
、
も
と
も
と
の
帝
紀
や
旧
辞
は
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
編
ま
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

旧
辞
の
ほ
う
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
古
事
記
』
下
巻
の
皇
位
継
承
の
伝
承
が
、
欽
明

天
皇
即
位
の
正
統
性
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
帝
紀
の
原
形
は
、
欽
明
天

皇
の
時
代
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
欽
明
天
皇
は
、
異
母
兄
弟
に
あ
た
る
安

閑
天
皇
・
宣
化
天
皇
系
の
王
統
と
対
立
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
記
録
に

残
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

◆
た
だ
、
実
際
の
『
日
本
書
紀
』
は
、
帝
紀
・
旧
辞
以
外
に
も
、
豊
富
な
材
料
を
駆
使
し
た
、

本
格
的
な
歴
史
書
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
天
武
天
皇
の
目
指
し
て
い
た
も
の
と
い
さ
さ
か
ち
が

う
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

た
し
か
に
、
帝
紀
と
旧
辞
だ
け
を
使
っ
た
『
古
事
記
』
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
そ
の
ち
が
い

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
疑
問
が
出
て
く
る
の
も
も
っ
と
も
で
す
。

こ
れ
は
想
像
で
す
が
、
当
初
は
帝
紀
と
旧
辞
の
決
定
版
を
目
指
し
て
い
た
の
で
す
が
、
編
纂

が
長
引
く
あ
い
だ
に
、
編
集
方
針
の
転
換
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
、

『
日
本
書
紀
』
が
最
終
的
に
目
指
し
た
と
こ
ろ
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
国
の
は

じ
ま
り
か
ら
の
歴
史
を
綴つ

づ

っ
た
、
堂
々
た
る
国
史
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
答
え
る
べ
き
か
と

思
い
ま
す
。

第
二
回
【
神
話
か
ら
歴
史
へ
】

◆
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
の
巻
第
一
と
第
二
は
神
代
の
巻
で
す
が
、
こ
こ
に
は
ど
ん
な
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

巻
頭
の
巻
第
一
と
二
は
、
神
代
の
巻
に
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、『
古
事
記
』
が
全

三
巻
中
、
上
巻
を
神
代
の
叙
述
に
費
や
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。

わ
た
く
し
た
ち
が
「
日
本
神
話
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

の
冒
頭
部
分
で
す
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
登
場
す
る
神
々
や
神
話
の
展
開
に

異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
天あ

め

地つ
ち

の
は
じ
ま
り
か
ら
説
き
起
こ
し
、
伊い

弉ざ

諾な
ぎ
の

尊み
こ
と

・
伊い

弉ざ

冉な
み
の

尊み
こ
と

に
よ
る
国
生
み
、
天
照
大
神
の
誕
生
、
大お

お

己な

貴
神

む
ち
の
か
み

（
大
国
主
命
）
の
国
譲
り
を
経
て
、

瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
と

の
降
臨
、
神
武
天
皇
の
生
誕
と
展
開
さ
れ
る
話
の
大
筋
は
一
致
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
っ
て
い
る
の
が
、

大
き
な
特
色
で
す
。
記
紀
の
神
話
が
「
歴
史
神
話
」「
古
史
神
話
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
も
、
そ

こ
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
天
照
大
神
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
は
、
系
譜
の
上
で
は
神
武
天
皇

の
祖
先
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
物
語
は
、
天
皇
が
日
本
を
統
治
す
る
こ
と
の
正
統
性

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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を
語
っ
た
、
き
わ
め
て
政
治
的
色
彩
の
濃
い
神
話
で
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
の
巻
を
み
る
と
、
た
く
さ
ん
の
異
説
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
び
っ

く
り
し
ま
す
が
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
成
立
は
古
く
、
そ
の
も
と
と
な
る
旧
辞
は
、
帝
紀
と
と

も
に
六
世
紀
に
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、『
日
本
書
紀
』
が
本
文
に
つ
づ
け
て

引
用
す
る
「
一
書
」
の
よ
う
な
異
説
が
、
数
多
く
存
在
し
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
神
話
や
伝
承
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
次
第
に
新
し
い
要
素
が
加
わ
る
の

が
普
通
で
す
。
ま
た
、
語
り
手
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
い
く
性
格
の
も
の
で
す
か
ら
、
異
な
る

複
数
の
神
話
が
存
在
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
す
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
多
く
の
異
説

を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
古
伝
を
尊
重
す
る
、
編
者
の
公
正
な
態
度
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
「
一
書
」
は
、
少
な
い
と
こ
ろ
で
も
一
二
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
十
以
上
も
引
用
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
割
注
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
が
出
来
た
当
時
は
、
二
行
に
割
っ
て
小
さ
い
字
で
書
か
れ
て
い
た
の

で
す
。
現
存
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
古
い
写
本
が
「
一
書
」
を
割
注
に
し
て
い
る
の
は
、
も
と

の
体
裁
を
伝
え
た
も
の
で
す
。
た
だ
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
本
文
と
同
じ
大
き
さ
の
字
で
一

字
下
げ
に
し
て
写
す
こ
と
が
普
及
し
た
よ
う
で
、
卜う

ら

部べ

家
本
系
と
い
わ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の

写
本
は
い
ず
れ
も
こ
の
体
裁
を
と
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
念
の
た
め
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、『
日
本
書
紀
』
本
文
、
ま
た
は
正
文
と
い
わ

れ
る
も
の
は
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
際
に
、
新
た
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
た
く
さ
ん

あ
る
「
一
書
」
の
一
つ
を
そ
の
ま
ま
本
文
と
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
で
は
、
巻
第
一
の
内
容
か
ら
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
書
き
出
し
は
、
天
地
の
は
じ

ま
り
で
す
ね
。

冒
頭
の
記
述
を
現
代
語
訳
し
ま
す
と
、
こ
ん
な
感
じ
で
す
ね
。

「
昔
、
天
と
地
は
ま
だ
分
か
れ
ず
、
陰
と
陽
の
区
別
も
な
く
、
混
沌
と
し
て
〔
そ
の
様
子
は

ま
る
で
〕
鶏
の
卵
の
よ
う
で
あ
り
、
ほ
の
暗
く
、
物
の
き
ざ
し
は
そ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ

て
い
た
。
そ
の
明
る
く
清
ん
だ
も
の
は
た
な
び
い
て
天
と
な
り
、
重
く
濁
っ
た
も
の
が
停

滞
し
て
地
と
な
っ
た
。
清
ら
か
で
細
か
い
も
の
は
む
ら
が
り
や
す
く
、
重
く
濁
っ
た
物
は

固
ま
り
に
く
い
。
だ
か
ら
、
天
が
さ
き
に
で
き
あ
が
り
、
地
は
後
に
定
ま
っ
た
。
そ
の
後
、

そ
の
な
か
か
ら
神
が
生
ま
れ
た
」

◆
『
古
事
記
』
に
も
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
ど
ち
ら
も
、
天
地
の
創
成
・
神
の
出
現
か
ら
物
語
が
は
じ
ま

り
ま
す
が
、
内
容
は
す
こ
し
ち
が
っ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
は
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
よ

う
に
、
天
地
の
開
闢
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、『
古
事
記
』
は
、「
天
地
が

は
じ
め
て
分
か
れ
た
と
き
」
と
記
す
の
み
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
の

よ
う
に
し
て
天
と
地
が
出
来
た
の
か
、
高
天
原
は
ど
こ
な
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
な

に
も
説
明
が
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
が
し
ま
す
。

も
っ
と
も
、『
日
本
書
紀
』の
よ
う
な
、混
沌
の
状
態
か
ら
天
と
地
が
わ
か
れ
た
と
い
う
話
は
、

中
国
の
『
淮え

南な
ん

子じ

』
や
『
藝げ

い

文も
ん

類る
い

聚じ
ゅ
う

』
と
い
う
古
典
に
み
え
て
お
り
、
陰
陽
論
を
も
ち
い
て

天
地
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
天
地
出
現
の

話
は
、
こ
う
し
た
智
識
に
学
ん
だ
も
の
で
し
ょ
う
。

◆
い
よ
い
よ
神
々
の
誕
生
で
す
ね
。

は
い
。『
日
本
書
紀
』
は
、
最
初
に
登
場
す
る
神
を
国
常
立
尊
と
し
て
い
ま
す
が
、『
古
事
記
』

で
は
天
御
中
主
神
で
す
。
生
ま
れ
た
神
の
名
や
数
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
あ
い
だ

で
異
な
り
ま
す
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
国
常
立
尊
→
国く

に

狭さ

槌つ
ち

尊
→
豊と

よ

斟く
む

渟ぬ

尊
と
い
う
陽
気

の
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
男
神
の
あ
と
、
男
女
の
対
偶
神
四
代
つ
づ
き
ま
す
が
（
神
世
七
代
）、

そ
の
最
後
に
登
場
す
る
の
が
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
で
す
。

こ
の
二
人
が
磤お

の

馭こ

慮ろ

嶋し
ま

で
夫
婦
の
契
り
を
か
わ
し
、
大お

お

八や

洲し
ま

国ぐ
に

を
生
み
、
さ
ら
に
山
や
川
を

生
み
ま
す
。
そ
し
て
、
天
照
大
神
・
月
夜
見
尊
・
蛭
子
・
素
戔
嗚
尊
と
い
う
四
神
を
生
み
ま
す
。

こ
の
な
か
で
、
天
照
大
神
は
、
光
り
輝
い
て
美
し
く
、
国
内
を
隈
な
く
照
ら
し
た
の
で
、
伊
弉
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諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
は
喜
ん
で
、「
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も
は
多
い
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
に
霊
妙
な

子
ど
も
は
い
な
い
。
な
が
く
こ
こ
に
留
め
お
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
、
天
上
に
送
っ
て
、

天
上
の
ま
つ
り
ご
と
を
授
け
ま
す
。

つ
い
で
、
月
夜
見
尊
も
、
そ
の
美
し
い
光
は
日
神
に
次
ぐ
も
の
だ
っ
た
の
で
、
日
と
な
ら
ん

で
治
め
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
天
上
に
送
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
蛭

児
は
三
年
が
経
過
し
て
も
脚
が
立
た
な
か
っ
た
の
で
放
棄
さ
れ
、
素
戔
嗚
尊
は
乱
暴
な
の
で
、

天
下
に
君
臨
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
根
の
国
に
追
放
さ
れ
ま
す
。

◆
追
放
さ
れ
た
素
戔
嗚
尊
は
、
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

素
戔
嗚
尊
は
、
暇い

と
ま

乞ご

い
の
た
め
に
高
天
原
の
天
照
大
神
を
訪
れ
る
の
で
す
が
、
天
照
大
神

は
素
戔
嗚
尊
を
警
戒
し
ま
す
。
邪
悪
な
心
の
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
二
人
は
誓
約

う
け
い

に

よ
っ
て
、
神
を
生
み
ま
す
。

誓
約
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
こ
れ
と
い
う
兆
候
が
出
れ
ば
結
果
は
こ
う
だ
と
決
め
て
お

い
て
、
神
意
を
う
か
が
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

判
定
の
基
準
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
面
で
は
、
生
ま
れ
る
神
の
性
別
に
よ
っ
て

勝
ち
負
け
を
決
め
る
方
法
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
素
戔
嗚
尊
か
ら
女
神
が
生
ま

れ
れ
ば
邪
心
あ
り
、
男
神
が
生
ま
れ
れ
ば
潔
白
と
い
う
、
事
前
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
素
戔
嗚
尊
が
天
照
大
神
の
頭
髪
と
腕
に
巻
い
て
い
た
玉
を
噛
み
砕
い
て
五
人
の

男
神
を
生
み
ま
す
。
最
初
の
子
ど
も
に
、
正ま

さ

哉か

吾あ

勝か
つ

勝か
ち

速は
や

日ひ
の

天
忍

あ
め
の
お
し

穂ほ

耳み
み
の

尊み
こ
と

と
い
う
、「
ま
さ
し

く
わ
た
く
し
は
勝
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
お
わ
か
り
の
よ
う

に
、
素
戔
嗚
尊
は
勝
利
を
確
信
し
ま
す
。
し
か
し
、
天
照
大
神
は
、
玉
は
わ
た
く
し
が
身
に
つ

け
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、
男
神
は
自
分
の
子
だ
と
主
張
し
て
、
結
局
、
素
戔
嗚
尊
が
敗
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
あ
と
、
素
戔
嗚
尊
の
行
動
は
乱
暴
で
手
が
つ
け
ら
れ
ず
、
怒
っ
た
天
照
大
神
が
天
石
窟

に
籠
る
話
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
国
中
が
闇
と
化
し
、
昼
と
夜
の
区
別
も

つ
か
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
八
十
万
神
は
智
慧
を
絞
っ
て
、
よ
う
や
く
天
照
大
神

を
天
石
窟
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
ま
す
が
、
乱
暴
を
働
い
た
素
戔
嗚
尊
は
、
罪
を
科
せ

ら
れ
根
国
に
追
放
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

◆
こ
の
あ
と
、
素
戔
嗚
尊
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る
話
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
。
素
戔
嗚
尊
は
根
国
に
向
か
う
途
中
、
出
雲
で
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
（
草
薙
剣
の

出
現
）、
奇く

し

稲い
な

田だ

姫ひ
め

と
結
ば
れ
、
大
己
貴
神

―
大
国
主
命
の
こ
と
で
す

―
を
生
み
ま
す
。

無
事
、
奇
稲
田
姫
を
救
出
し
、
出
雲
の
清
（
須
賀
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ま
い
を
構
え
た
と

き
、
素
戔
嗚
尊
が
詠
ん
だ
「
八や

雲く
も

立た

つ

出
雲

い
ず
も

八や

重え

垣が
き

妻つ
ま

ご
め
に

八や

重え

垣が
き

作つ
く

る

そ
の
八や

重え

垣が
き

ゑ
」
と
い
う
歌
謡
は
、『
古
事
記
』
に
も
出
て
く
る
有
名
な
歌
で
す
。

八
つ
の
頭
と
尾
を
も
つ
八
岐
大
蛇
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
も
の
支
流
に
わ
か
れ
て
蛇
行
す
る

出
雲
の
斐
伊
川
の
姿
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。
赤
い
眼
や
血
が
に
じ

ん
だ
腹
は
、
上
流
域
が
鉄
の
産
地
で
川
の
水
が
赤
く
濁
っ
て
み
え
る
さ
ま
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
。

た
だ
、
斐
伊
川
説
以
外
に
も
、
中
国
山
地
の
山
並
み
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、

『
古
事
記
』
が
八
岐
大
蛇
の
こ
と
を
「
高
志

こ

し

の
八
俣
遠
呂
智
」
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
越
、

す
な
わ
ち
北
陸
地
方
の
豪
族
が
出
雲
に
攻
め
て
く
る
様
子
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
あ
と
、
素
戔
嗚
尊
は
根
国
に
向
か
い
ま
す
。『
古
事
記
』
で
は
、
こ
の
あ
と
素
戔
嗚
尊

の
子
孫
で
あ
る
大
国
主
命
の
活
躍
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『
日
本
書
紀
』
本
文
に
は

こ
の
話
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。

◆
巻
第
一
の
内
容
を
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
つ
づ
く
巻
第
二
で
は
神
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と

も
い
え
る
天
孫
降
臨
神
話
が
登
場
し
ま
す
ね
。
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

天
照
大
神
は
、
孫
の
瓊
瓊
杵
尊
を
地
上
の
支
配
者
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
地
な
ら
し
と
し
て

神
々
を
派
遣
し
て
葦あ

し

原は
ら

中
国

な
か
つ
く
に

を
平
定
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』で
は
、天
孫
で
あ
る
瓊
瓊
杵
尊
を
君
主
に
立
て
る
こ
と
が
、あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
で
は
、
さ
き
に
指
名
を
受
け
て
い
た
天
忍
穂
耳
尊
が
、
降

臨
の
身
支
度
を
し
て
い
る
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
自
分
の
息
子
を
降
臨
さ
せ
る
よ
う
、
天
照
大
神

に
進
言
し
ま
す
。

天
孫
降
臨
に
先
立
っ
て
葦
原
中
国
を
平
定
さ
せ
る
た
め
に
、
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
天

穂
日
命
で
す
。
し
か
し
、
天
穂
日
命
は
大
己
貴
神
に
媚
び
て
三
年
経
っ
て
も
復
命
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

第
二
の
使
者
に
推
さ
れ
た
の
は
、
天あ

め
の

稚わ
か

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
こ
の
神
も
復
命
し
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
、
二
度
の
失
敗
の
あ
と
、
第
三
の
使
者
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
の
が
、
経ふ

津つ

主
神

ぬ
し
の
か
み

で
す
。『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
、
み
ん
な
に
推
さ
れ
た
経
津
主
神
に
、
み
ず
か
ら
売
り
込
ん

だ
武た

け

甕み
か

槌
神

つ
ち
の
か
み

が
加
わ
る
か
た
ち
で
す
。

◆
い
よ
い
よ
国
譲
り
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
国
譲
り
は
順
調
に
進
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
己

貴
神
も
そ
の
子
の
事こ

と

代し
ろ

主
神

ぬ
し
の
か
み

も
か
ん
た
ん
に
降
伏
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
無
血
開
城
」

と
い
っ
た
印
象
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、『
古
事
記
』
で
は
、
事
代
主
神
は
国
土
の
献
上
を
承
知
し
ま
す
が
、
大
国
主

命
の
も
う
一
人
の
息
子
建た

け

御み

名な

方
神

か
た
の
か
み

は
、
武
甕
槌
神
に
力
く
ら
べ
を
挑
み
ま
す
。
そ
の
結
果
、

建
御
名
方
神
は
敗
れ
、
武
甕
槌
神
に
信
濃
国
の
諏
訪
湖
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
国
譲
り
を
誓
い

ま
す
。

『
古
事
記
』
で
は
、
こ
の
あ
と
、
武
甕
槌
神
が
ふ
た
た
び
出
雲
に
戻
っ
て
、
大
国
主
命
の
本

心
を
た
し
か
め
ま
す
。
大
国
主
命
は
、
国
譲
り
を
受
諾
し
ま
す
が
、
そ
の
条
件
と
し
て
天
つ
神

の
よ
う
な
壮
大
な
御
殿
を
要
求
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
出
雲
大
社
の
ご
正
殿
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ご
正
殿
は
、
平
安
時
代
か
ら
日
本
一
の
高
層
建
築
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
高
さ
が
四
十
八
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
て
準
備
が
整
っ
た
と
こ
ろ
で
、
よ
う
や
く
天
孫
の
降
臨
で
す
。
瓊
瓊
杵
尊
が

日
向
の
高
千
穂
の
峰
に
天
降
り
す
る
と
い
う
話
は
、
ま
さ
に
神
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
す
。

た
だ
、
国
譲
り
が
出
雲
を
舞
台
と
し
な
が
ら
、
そ
の
後
瓊
瓊
杵
尊
が
天
降
っ
た
の
が
日
向
と
い

う
の
は
、
い
さ
さ
か
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
日
本
神
話
が
い
く
つ
か
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

繋
ぎ
合
わ
せ
た
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
し
て
、
神
話
の
舞
台
は
出
雲
か
ら
日
向
へ
と
移
り
ま
す
。

◆
こ
こ
か
ら
「
日
向
三
代
」
と
呼
ば
れ
る
瓊
瓊
杵
尊
・
彦
火
火
出
見
尊
・
鸕

草
葺
不
合
尊
の

話
が
つ
づ
き
ま
す
ね
。

瓊
瓊
杵
尊
は
、
吾あ

田た

の
長な

が

屋や

の
笠か

さ

狭さ

の
碕さ

き

、
い
ま
の
鹿
児
島
県
の
加
世
田
市
附
近
ま
で
き
て

鹿か

葦し

津つ

姫ひ
め

（
木
花
開
耶
姫
）
と
結
婚
し
、
彼
女
は
懐
妊
し
ま
す
。
し
か
し
、
瓊
瓊
杵
尊
は
、
鹿

葦
津
姫
が
一
夜
で
身
籠
っ
た
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
彼
女
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る

た
め
に
、
産
屋
に
火
を
放
ち
ま
す
。
燃
え
盛
る
炎
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
火ほ

の

闌す
そ

降り
の

命み
こ
と

や

彦ひ
こ

火ほ

火ほ

出で

見み
の

尊み
こ
と

で
す
。

こ
の
二
人
は
海
幸
・
山
幸
と
い
っ
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

海
幸
・
山
幸
の
物
語
は
有
名
で
す
か
ら
、
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
火
闌
降

尊
（
兄
・
海
幸
）
と
彦
火
火
出
見
尊
（
弟
・
山
幸
）
は
、
あ
る
と
き
釣
り
針
と
弓
矢
を
交
換
し

ま
す
が
、
彦
火
火
出
見
尊
は
釣
り
針
を
紛
失
し
ま
す
。
困
っ
た
彦
火
火
出
見
尊
は
塩し

お

土つ
ち
の

老を

翁じ

と
い
う
人
物
に
相
談
し
、
こ
の
人
の
計
ら
い
で
海わ

た

神つ
み

の
宮
殿
に
至
り
、
そ
こ
で
な
く
し
た
釣
り

針
を
海
神
に
捜
索
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
彦
火
火
出
見
尊
は
、
海

神
の
娘
の
豊と

よ

玉た
ま

姫ひ
め

を
娶
り
、
海
中
の
宮
殿
で
暮
ら
し
ま
す
。
や
が
て
故
郷
に
戻
っ
た
彦
火
火
出

見
尊
は
、
海
神
か
ら
授
か
っ
た
、
潮
の
満
ち
引
き
を
自
在
に
あ
や
つ
る
二
つ
の
玉
の
威
力
で
兄

を
服
従
さ
せ
ま
す
。

◆
神
話
の
最
後
は
、
鸕

草
葺
不
合
尊
の
話
で
す
ね
。

海
神
の
宮
殿
で
別
れ
る
際
、
彦
火
火
出
見
尊
に
妊
娠
を
告
げ
て
い
た
豊
玉
姫
は
、
妹
の
玉た

ま

依よ
り

姫ひ
め

を
連
れ
て
海
辺
に
や
っ
て
き
ま
す
。
い
よ
い
よ
出
産
と
い
う
と
き
、
豊
玉
姫
は
、
彦
火
火
出

見
尊
に
産
屋
を
覗
か
な
い
よ
う
に
懇
願
し
ま
す
が
、
彦
火
火
出
見
尊
は
約
束
を
破
っ
て
、
龍
の

姿
に
化
身
し
て
出
産
す
る
豊
玉
姫
を
み
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
激
怒
し
た
豊
玉
姫
は
子
ど
も
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を
海
辺
に
捨
て
て
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
の
子
が
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
で
す
。
さ
き
の
鹿
葦

津
姫
が
彦
火
火
出
見
尊
を
生
む
話
と
と
も
に
、
出
産
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
物
語
で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
神
が
玉
依
姫
を
妃
に
迎
え
て
生
ん
だ
の
が
、
の
ち
の
神
武
天
皇
、
神か

む

日や
ま

本と

磐い
わ

余れ

彦ひ
こ
の

尊
み
こ
と

で
す
。

◆
こ
う
し
た
神
話
か
ら
、
い
っ
た
い
な
に
が
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
神
話
が
い
い
た
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
神
話
の
最
後
に
登
場
す

る
神
武
天
皇
が
、
国
土
を
生
成
し
た
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
や
、
葦
原
中
国
に
そ
の
支
配
者
と

し
て
降
臨
し
た
瓊
瓊
杵
尊
の
子
孫
で
あ
る
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
の
神
話
は
、
神
武
天
皇
と
そ
の
子
孫
が
代
々
日
本
を
統
治
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
暗

に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
神
話
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
考
え
か
た
が
異
な
り
ま
す
。
わ

た
く
し
は
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
が
国
土
を
作
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
別
に
し
て
、
神
話

の
な
か
に
は
神
武
天
皇
以
前
の
歴
史
を
伝
え
た
部
分
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
証
明

は
む
つ
か
し
い
で
す
。

◆
つ
ぎ
に
、
巻
第
三
の
神
武
天
皇
の
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
ち
ょ
っ
と
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。「
神
武
」
と
か
「
雄
略
」
と
か
い
う
の
は
、

奈
良
時
代
に
な
っ
て
か
ら
贈
ら
れ
た
名
前
で
す
が
、
便
宜
上
こ
れ
を
使
用
し
ま
す
。
ま
た
、「
天

皇
」
と
い
う
称
号
に
つ
い
て
も
、
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
か
は
学
界
で
も
諸
説
あ
り
ま
す
。

古
く
は
「
大
王
」、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
単
に
「
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
う
し
た
称
号
の
変
化
が
い
つ
の
こ
と
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
す
べ

て
「
天
皇
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

同
様
に
「
日
本
」
と
い
う
国
号
も
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
倭
国
が
日
本
と
な
っ
た
の
か
は
い
ろ
い

ろ
説
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
日
本
」
で
統
一
し
て
い
ま
す
。

◆
神
武
天
皇
と
云
え
ば
、
東
征
伝
承
が
有
名
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
磐
余
彦
尊
は
、
四
十
五
歳
の
と
き
、
高た

か

千ち

穂ほ
の

宮み
や

に
あ
っ
て
、
兄
弟
や
子
た
ち
と

相
談
し
て
、
塩
土
老
翁
の
い
う
東
方
の
美
し
い
国
に
都
を
移
す
こ
と
を
決
意
し
、
水
軍
を
ひ
き

い
て
日
向
を
出
発
し
ま
す
。
い
ま
の
大
分
県
宇
佐
市
の
あ
た
り
で
地
元
の
豪
族
の
歓
迎
を
う
け

た
一
行
は
、
宇
佐
か
ら
九
州
北
岸
に
出
て
、
遠
賀
川

お
ん
が
が
わ

河
口
附
近
の
岡お

か
の

水
門

み
な
と

に
と
ど
ま
り
ま
す
。

つ
い
で
、
瀬
戸
内
海
を
東
進
、
安
藝
国
の
埃
宮

え
の
み
や

か
ら
吉
備
国
の
高
島
宮

た
か
し
ま
の
み
や

に
至
り
、
こ
こ
に
三

年
間
と
ど
ま
り
、
船
舶
や
食
料
を
準
備
し
ま
す
。

さ
ら
に
東
へ
進
ん
だ
一
行
は
、河
内
国
の
草
香
邑
の
白し

ら

肩
津

か
た
の
つ

に
辿
り
着
き
ま
す
。
草
香
邑

く
さ
か
の
む
ら

は
、

い
ま
の
東
大
阪
市
日
下

く
さ
か

町
附
近
で
す
が
、
か
つ
て
は
こ
の
あ
た
り
ま
で
海
が
迫
っ
て
お
り
、
船

で
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
こ
で
陸
行
に
切
り
替
え
た
一
行
は
、
生
駒
山
を
越
え
て
大

和
に
入
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
大
和
の
豪
族
長
髄
彦

な
が
す
ね
び
こ

の
強
い
抵
抗
に
あ
い
、
実
現
し
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
や
む
な
く
進
路
を
か
え
て
、
大
阪
湾
沿
い
に
南
下
し
ま
す
。
途
中
、
負
傷
し
た
彦
五
十

瀬
命
が
紀
国
の
竈
山
で
亡
く
な
り
、
こ
こ
で
葬
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
も
紀
伊
半
島
沿
岸
を
航

行
し
た
一
行
は
、
熊
野
に
上
陸
し
、
ふ
た
た
び
大
和
を
目
指
し
ま
す
。

◆
そ
の
あ
と
、
大
和
で
即
位
す
る
ま
で
の
道
の
り
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
行
く
手
を
阻
む
も
の
は
跡
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
上
陸
後
も
苦
難
の
連
続
で
し
た
が
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
た
磐
余
彦
尊
は
、
い
よ
い
よ
宿
敵
長
髄
彦
と
の
対
決
に
臨
む
の
で
す
が
、
こ

れ
も
苦
戦
の
連
続
で
す
。
し
か
し
、
最
後
は
、
長
髄
彦
の
仕
え
る
饒
速

に
ぎ
は
や

日ひ
の

命み
こ
と

（
神
武
天
皇
即
位

前
紀
に
よ
れ
ば
、
饒
速
日
命
は
、
神
武
天
皇
東
征
以
前
に
天
磐
船
に
乗
っ
て
天
降
っ
た
と
い
う
。
長
髄
彦

は
命
に
仕
え
、
妹
を
命
に
娶
せ
て
い
る
）
が
、
磐
余
彦
尊
に
刃
向
う
こ
と
の
無
駄
を
悟
り
、
長
髄

彦
を
殺
し
て
降
伏
し
ま
す
。
餘
勢
を
か
っ
て
大
和
の
多
く
の
土つ

ち

蜘ぐ

蛛も

を
討
伐
し
た
磐
余
彦
尊

は
、
畝う

ね

傍び

山や
ま

の
東
南
の
橿
原
の
地
に
壮
大
な
宮
殿
を
造
営
し
て
即
位
し
ま
す
。『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
、
辛し

ん

酉ゆ
う

の
年
の
正
月
の
こ
と
だ
っ
た
と
云
い
ま
す
。

◆
神
武
天
皇
伝
承
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
し
た
が
、
こ
の
話
は
、
歴
史
学
の
観
点
か
ら
み
て
、

ど
ん
な
問
題
が
あ
り
ま
す
か
。

こ
の
物
語
全
体
の
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
年
代
、
す
な
わ
ち
干
支
の
算
定
は
、
讖し

ん

緯い

説せ
つ

に
も

と
づ
い
て
い
ま
す
。
讖
緯
説
と
い
う
の
は
、
中
国
古
代
の
陰
陽
五
行
説
な
ど
か
ら
発
展
し
、
そ

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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れ
に
天
文
暦
数
を
こ
じ
つ
け
て
後
世
に
起
こ
る
事
件
を
予
言
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
讖

緯
説
に
よ
る
と
、
社
会
の
変
革
に
は
一
定
の
周
期
が
あ
り
、
そ
れ
は
辛
酉
・
甲
子
・
戊
午
の
年

に
起
こ
る
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
た
学
説
は
、
日
本
に
も
早
く
か
ら
伝
わ
り
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
知
識
人
に
滲
透
し

ま
し
た
。
干
支
は
、
六
十
年
で
一
巡
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
一
元
と
い
い
、
二
十
一
元
す
な
わ
ち

千
二
百
六
十
年
を
一
蔀
と
い
い
ま
す
。
一
元
の
交
替
に
は
世
の
中
に
変
化
が
起
き
、
一
蔀
の
交

替
に
あ
た
っ
て
は
さ
ら
に
大
き
な
変
化
が
起
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』

の
編
者
は
、
推
古
天
皇
九
年
、
西
暦
六
〇
一
年
の
辛か

の
と

酉と
り

の
年
を
一
蔀
の
始
め
と
考
え
、
そ
こ

か
ら
千
二
百
六
十
年
遡
っ
た
辛
酉
の
年
、
す
な
わ
ち
紀
元
前
六
六
〇
年
を
神
武
天
皇
の
即
位
の

年
と
し
た
の
で
す
（
一
蔀
の
は
じ
ま
り
を
推
古
天
皇
九
年
と
す
る
こ
と
に
は
、
異
説
も
あ
る
）。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
年
代
は
、
ほ
ん
と
う
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
神
武
天

皇
の
即
位
の
年
を
必
要
以
上
に
古
く
設
定
し
た
た
め
に
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
ほ
か
の
記
事
の
年

代
も
実
際
の
年
代
よ
り
も
か
な
り
古
く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
神
功
皇
后
や
応
神
天
皇

の
と
こ
ろ
で
は
実
年
代
よ
り
も
百
二
十
年
古
く
設
定
さ
れ
た
記
事
が
み
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
実
年
代
が
確
定
し
な
い
現
状
で
は
、
神
武
天
皇
の
研
究
は
一
筋
縄
で
は
い
き

ま
せ
ん
。
皇
室
の
祖
先
が
南
九
州
か
ら
大
和
に
移
っ
て
き
た
と
い
う
伝
説
が
な
に
を
意
味
す
る

の
か
は
、
人
に
よ
っ
て
解
釈
が
岐わ

か

れ
ま
す
。
た
だ
、
こ
う
し
た
神
話
・
伝
承
が
な
ん
ら
か
の
史

実
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

第
三
回
【
崇
神
天
皇
か
ら
神
功
皇
后
ま
で
】

◆
前
回
は
、
初
代
の
神
武
天
皇
の
お
話
ま
で
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
本
日
は
、
引
き
続
き
、『
日

本
書
紀
』
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
荊
木
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
ょ
う
。

神
武
天
皇
の
あ
と
、
第
二
代
綏
靖
天
皇
か
ら
第
九
代
の
開
化
天
皇
ま
で
は
、
記
述
も
少
な
く
、

詳
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の
治
世
に
な
る
と
、
一
転

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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図３ 竃山墓（五瀬命を祀る竃山神社の後方に位置する）



し
て
記
事
が
豊
富
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
四
道
将
軍
伝
承
な
ど
、
ヤ
マ
ト
政
権
に
よ
る
国
土

の
拡
大
が
進
ん
だ
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
が
目
に
つ
き
ま
す
。

◆
四
道
将
軍
伝
承
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

崇
神
天
皇
の
巻
に
は
「
天
皇
は
、
大お

お

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

を
北
陸
道
に
派
遣
し
、
武た

け

渟ぬ

川か
わ

別わ
け

を
東
海
道
に

派
遣
し
、
吉き

備び

津つ

彦ひ
こ

を
西
道
（
山
陽
道
）
に
派
遣
し
、
丹た

に

波は
の

道み
ち

主ぬ
し
の

命み
こ
と

を
丹
波
に
派
遣
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
印
綬
を
授
け
将
軍
に
任
命
し
た
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
大
彦
命
は
孝
元
天
皇
皇

子
で
、
武
渟
川
別
は
そ
の
子
で
す
。
吉
備
津
彦
も
孝
霊
天
皇
皇
子
と
伝
え
ら
れ
る
人
で
、
丹
波

道
主
命
も
や
は
り
開
化
天
皇
皇
子
の
日
子
坐
王
の
子
で
す
。
つ
ま
り
、
地
方
を
平
定
す
る
た
め

に
王
族
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
道
将
軍
の
派
遣
伝
承
そ
の
も
の
は
、
語
り
継
が
れ
て
い
く
う
ち
に
、
こ
う
し
た
ま
と
ま
っ

た
形
に
落
ち
着
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。『
古
事
記
』
で
は
、
吉
備
へ
の
派
遣
は
三
代
前
の
孝
霊

天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
四
道
将
軍
伝
承
が
、
最
初
は
、
か

な
ら
ず
し
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
ぎ
ゃ
く
に
云
え

ば
、
北
陸
・
東
海
・
丹
波
に
吉
備
（
西
道
）
が
加
わ
り
、
四、

道、

将
軍
伝
承
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

伝
承
の
完
成
さ
れ
た
姿
だ
と
い
え
ま
す
。

◆
こ
う
し
た
王
族
将
軍
の
伝
承
は
、
事
実
な
の
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
、
大
彦
命
を
例
に
と
る
と
、
彼
の
進
ん
だ
ル
ー
ト
は
、『
日
本
書
紀
』
に
詳
し
い

記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
、
奈
良
県
桜
井
市
附
近
か
ら
伊
賀
地
方
を
経
て
、

近
江
か
ら
北
陸
方
面
に
進
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
、

伊
賀
臣
・
阿
閇
臣
・
膳
臣
・
狭
狭
城
山
君
な
ど
、
大
彦
命
の
系
統
を
ひ
く
豪
族
の
盤
踞

ば
ん
き
ょ

し
て
い

た
こ
と
で
す
。

ま
た
、
四
道
将
軍
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
丹
後
半
島
や
岡
山
平
野
に
は
、
四
世
紀
代
の
巨
大

な
前
方
後
円
墳
が
い
く
つ
も
築
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ
い
て
は
ヤ
マ
ト
政
権

と
の
密
接
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
考
古
学
的
に
み
て
も
、
四
世
紀
に
こ
れ
ら
の

地
方
に
ヤ
マ
ト
政
権
の
支
配
が
及
ん
だ
こ
と
は
確
実
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
四
道
将
軍
伝
承

も
ま
っ
た
く
の
作
り
話
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。『
日
本
書
紀
』
が
記
す
崇
神
天
皇
の
時
代
は
、

ヤ
マ
ト
政
権
が
勢
力
を
拡
大
し
た
、
劃
期
的
な
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
崇
神
天
皇
に
つ
づ
く
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
も
劃
期
的
な
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
代
表
的
な
も
の
が
、
天
照
大
神
の
伊
勢
鎮
座
で
す
ね
。

は
い
。
崇
神
天
皇
の
巻
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
宮
殿
の
な
か
に
お
祭
り
さ
れ
て
い
た
天
照
大

神
は
、
天
皇
が
そ
の
神
勢
を
畏
れ
た
た
め
に
、
皇
居
を
出
て
笠か

さ

縫ぬ
い
の

邑む
ら

と
い
う
と
こ
ろ
に
祀
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
い
ま
す
。
そ
し
て
、
垂
仁
天
皇
の
二
十
五
年
に
な
っ
て
、
倭
姫
命
を

御み

杖つ
え

代し
ろ

と
し
、
鎮
座
地
を
も
と
め
て
宇
陀
の
筱た

く

幡は
た

・
近
江
国
・
美
濃
国
の
各
地
を
巡
行
し
、
や

が
て
伊
勢
国
に
至
っ
て
、
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に
「
斎

い
つ
き
の

宮み
や

」
を
立
て
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
垂
仁
天
皇
紀
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
と

く
に
こ
れ
を
疑
う
必
要
は
認
め
ま
せ
ん
。
た
だ
、
問
題
は
、
こ
れ
が
実
年
代
で
は
い
つ
ご
ろ
の

こ
と
か
と
い
う
点
で
す
。『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
は
、
西
暦
に
換
算
す
る
と
紀

元
前
五
年
、
い
ま
か
ら
二
千
年
以
上
前
の
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
前
回
お
話
し
た
よ
う
に
、『
日

本
書
紀
』
の
は
じ
め
の
ほ
う
の
年
代
は
実
際
よ
り
か
な
り
古
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
ほ

ん
と
う
は
も
っ
と
新
し
い
時
代
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
わ
た
く
し
が
注
目
す
る
の
が
、
垂
仁
天
皇
の
陵
墓
に
関
す
る
伝
承
で
す
。

垂
仁
天
皇
の
陵
墓
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
大
和
の
菅
原
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
の
奈
良
市
尼
辻
西
町
あ
た
り
で
す
。
ご
承
知
の
か
た
も
多
い
と
思

う
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
宝
来
山
古
墳
と
い
う
、
四
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た
巨
大
な
前
方
後

円
墳
が
存
在
し
ま
す
。
周
辺
に
は
ほ
か
に
大
き
な
古
墳
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
古
墳
を
、

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
垂
仁
天
皇
と
し
て
描
く
ヤ
マ
ト
政
権
の
大
王
の
奥
津
城
に
あ
て
る

こ
と
は
、
け
っ
し
て
不
当
な
解
釈
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
垂
仁
天
皇
は
四
世

紀
後
半
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
伊
勢
神
宮
の
鎮

座
も
、
や
は
り
四
世
紀
後
半
の
あ
る
時
期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
も
う
一
つ
、
景
行
天
皇
の
時
代
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
う
か
が
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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『
日
本
書
紀
』
に
は
、
景
行
天
皇
自
身
に
よ
る
熊
襲
征
伐
や
日や

ま

本と

武
た
け
る
の

尊み
こ
と

の
東
征
・
西
征
の

伝
承
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
古
事
記
』
で
は
、
日
本
武
尊
を
中
心
と
し
て
描
く
と
い
う
方
針

か
ら
、
彼
の
西
征
・
東
征
伝
承
だ
け
を
採
用
し
て
い
ま
す
。『
古
事
記
』
が
景
行
天
皇
の
親
征

に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
材
料
と
し
た
帝
紀
な
い
し
は
旧
辞
に
は
、
日
本
武
尊
の
事
蹟

し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
景
行
天
皇
の
西
征
と
日
本
武
尊
の
東

征
を
中
心
に
、
多
く
の
伝
承
を
統
合
し
、
そ
れ
ら
を
景
行
天
皇
西
征
→
日
本
武
尊
西
征
→
日
本

武
尊
東
征
の
順
に
整
理
し
、
最
後
を
、
景
行
天
皇
が
日
本
武
尊
を
偲
ん
で
東
国
に
行
幸
す
る
と

い
う
話
で
締
め
括
っ
て
い
ま
す
。

◆
日
本
武
尊
の
征
討
伝
承
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
う
か
が
い
た
い
の
で
す
が
。

日
本
武
尊
は
、
双
子
の
兄
と
と
も
に
、
景
行
天
皇
と
播は

り

磨ま
の

稲い
な

日び
の

大お
お

郎い
ら

姫つ
め

と
い
う
播
磨
国
の
豪

族
の
娘
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
と
い
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
日や

ま

本と

童お
ぐ

男な

と
も
呼
ば
れ
、
ひ
と
き
わ
勇
壮
な
人
物
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
古
事
記
』
で
は
、
日
本
武
尊
の
熊く

ま

襲そ

征
伐
は
、
兄
殺
し
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
話
か
ら

は
じ
ま
り
ま
す
。

景
行
天
皇
は
、
あ
る
日
、
日
本
武
尊
に
、「
大
碓
命
は
、
な
ぜ
、
朝
夕
の
食
事
に
出
て
こ
な

い
の
か
、
お
ま
え
が
ね
ん
ご
ろ
に
教
え
諭
し
て
こ
い
」
と
命
じ
ま
し
た
が
、
五
日
た
っ
て
も
大

碓
命
は
出
仕
し
て
き
ま
せ
ん
。
天
皇
が
日
本
武
尊
に
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
彼
は
「
大
碓
命

が
厠
に
は
い
っ
た
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
、
手
足
を
も
ぎ
と
り
、
薦こ

も

に
包
ん
で
投
げ
捨
て
ま
し
た
」

と
事
も
な
げ
に
答
え
ま
す
。
天
皇
は
、
日
本
武
尊
の
荒
々
し
さ
を
恐
れ
、
彼
を
遠
ざ
け
る
た
め

に
熊
襲
征
伐
を
命
じ
る
の
で
す
が
、こ
の
話
は『
日
本
書
紀
』に
は
み
え
ま
せ
ん
。『
日
本
書
紀
』

に
は
、
景
行
天
皇
の
熊
襲
親
征
の
あ
と
を
う
け
て
、
熊
襲
国
に
赴
く
勇
ま
し
い
姿
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

日
本
武
尊
は
、
熊
襲
の
首
長
川か

わ

上か
み

梟た
け

師る

と
い
う

―
『
古
事
記
』
で
は
熊
曾
建
兄
弟
と
な
っ

て
い
ま
す
が

―
土
地
の
豪
族
の
宴
会
に
女
性
に
扮
し
て
ま
ぎ
れ
こ
み
、
梟
師
を
斬
り
ま
す
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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梟
師
は
、
殺
さ
れ
る
直
前
、
彼
に
「
日
本
武
皇
子

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ

」
の
名
を
奉
っ
た
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
れ

が
、
日
本
武
尊
の
称
号
の
由
来
で
す
。

『
古
事
記
』
で
は
、
日
本
武
尊
は
、
九
州
か
ら
の
帰
り
に
、
出
雲
国
に
立
ち
寄
っ
て
出い

ず

雲も

建
た
け
る

と
い
う
土
地
の
豪
族
を
倒
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
話
は
、『
日
本
書
紀
』
の
ほ

う
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

◆
ヤ
マ
ト
に
帰
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
休
む
間
も
な
く
東
国
へ
派
遣
さ
れ
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
。
東
国
の
蝦
夷
が
叛
乱
を
起
こ
し
た
と
い
う
の
で
、
景
行
天
皇
は
日
本
武
尊
に
そ

の
征
伐
を
命
じ
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
天
皇
の
命
令
に
勇
躍
し
て
東
征
に
向
か
っ
た
と

あ
り
ま
す
が
、
い
っ
ぽ
う
の
『
古
事
記
』
は
、「
天
皇
は
私
な
ん
か
死
ん
で
し
ま
え
と
思
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
」
と
嘆
き
、
泣
く
泣
く
出
発
す
る
弱
々
し
い
姿
を
伝
え
て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
、
叔
母
の
倭
姫
命
か
ら
草く

さ

薙な
ぎ
の

剣つ
る
ぎ

を
授
か
っ
た
日
本
武
尊
は
、
駿
河
に

至
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
賊
の
焼
き
打
ち
に
遭
い
ま
す
。
し
か
し
、
草
薙
剣
の
霊
力
で
火
を
退

け
、
ぎ
ゃ
く
に
賊
を
焼
き
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
相
模
に
進
み
、
そ
こ
か
ら
上
総
に

渡
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
こ
ん
ど
は
暴
風
雨
に
苦
し
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、
日
本
武
尊
の
妃

弟お
と

橘
た
ち
ば
な

媛ひ
め

が
、
海
神
の
犠
牲
と
な
っ
て
入じ

ゅ

水す
い

し
た
た
め
、
暴
風
は
止
み
、
一
行
は
無
事
接
岸
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
本
武
尊
は
、
そ
こ
か
ら
陸
奥
に
す
す
み
、
船
に
大
き
な
鏡
を
か
け
て

蝦
夷
に
戦
を
挑
み
ま
す
が
、
彼
ら
は
戦
わ
ず
し
て
降
服
し
ま
す
。

そ
の
帰
り
に
、
日
本
武
尊
は
、
甲
斐
国
の
酒さ

か

折
宮

お
り
の
み
や

と
い
う
と
こ
ろ
に
滞
在
し
、
さ
ら
に
甲

斐
か
ら
武
蔵
・
上
野
を
経
て
碓
日
坂
で
弟
橘
媛
を
偲
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
信
濃
を
経
て
尾
張
ま

で
戻
っ
た
彼
は
、
近
江
の
伊い

吹ぶ
き

山さ
ん

の
荒
ぶ
る
神
を
退
治
し
よ
う
と
し
て
傷
つ
き
、
大
和
に
帰
る

こ
と
を
望
み
な
が
ら
も
、
つ
い
に
伊
勢
国
の
能の

褒ぼ

野の

と
い
う
と
こ
ろ
で
歿
す
る
の
で
す
。

◆
こ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
、
信
頼
で
き
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
崇
神
・
垂
仁
・
景
行
天
皇
の
巻
の
記
述
か
ら
ど
れ
だ
け
史
実
が
読
み
取
れ

る
か
と
い
う
の
は
、
む
つ
か
し
い
問
題
で
す
が
、
ま
っ
た
く
の
伝
承
と
し
て
そ
の
史
実
性
を
否

定
す
る
の
も
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

崇
神
天
皇
や
景
行
天
皇
が
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
三
輪
山
山
麓
に
は
、
四
世
紀
に
築
か
れ

た
と
み
ら
れ
る
行
燈
山
古
墳
や
渋
谷
向
山
古
墳
と
い
っ
た
古
墳
が
存
在
し
ま
す
が
、
こ
う
し
た

大
王
陵
と
み
ら
れ
る
巨
大
な
前
方
後
円
墳
の
偉
容
を
み
る
と
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
躍
進
を
語
っ
た

記
紀
の
伝
承
が
、
ま
っ
た
く
架
空
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
天
照
大
神
が
各
地
を
巡
行
し

た
と
い
う
伝
承
に
し
て
も
、
天
照
大
神
を
奉
斎
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
が
東
国
へ
進
出
し
た
史
実
を

反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
い
ち
が
い
に
荒
唐
無
稽
な
物
語
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
三
重
県
の
亀
山
市
に
は
、
日
本
武
尊
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
能
褒
野
王
塚
古
墳
と

い
う
巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
考
古
学
的
に
み
て
も
四
世
紀
後
半
に
活

躍
し
た
王
族
の
墓
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
古
墳
の
存
在
は
、

日
本
武
尊
が
蝦
夷
征
討
の
帰
路
、
こ
の
附
近
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
記
紀
の
伝
承
と
も
よ
く
合

致
し
て
お
り
、
日
本
武
尊
の
東
征
伝
承
の
も
と
に
な
っ
た
王
族
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

◆
最
後
に
、
神
功
皇
后
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
皇
后
で
一
巻
を
立

て
る
と
い
う
編
成
が
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。『
日
本
書
紀
』
は
、
天
皇
ご
と
に
巻
を
立
て
て
い
る
の
で
、
皇
后
の
た
め
に
一

巻
を
設
け
て
い
る
の
は
、
異
例
で
す
。
神
功
皇
后
の
巻
で
は
、
魏
志
倭
人
伝
を
引
用
し
て
い
ま

す
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
神
功
皇
后
が
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
邪
馬
台
国
の
女
王

卑
弥
呼
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皇
后
を
あ
え
て
天
皇
に
見
立
て

て
一
巻
を
立
て
て
い
る
の
も
、
そ
の
せ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。『
常
陸
国
風
土
記
』
を
み
る
と
、

神
功
皇
后
の
こ
と
を
「
天
皇
」
と
書
い
て
い
た
り
し
ま
す
か
ら
、
神
功
皇
后
を
歴
代
天
皇
の
一

人
に
数
え
る
よ
う
な
認
識
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

◆
で
は
、
神
功
皇
后
伝
説
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

神
功
皇
后
は
、
第
十
四
代
仲
哀
天
皇
の
皇
后
だ
っ
た
か
た
で
す
。
仲
哀
天
皇
の
治
世
に
熊
襲

が
叛
乱
を
起
こ
し
た
の
で
、
天
皇
は
こ
れ
を
征
伐
す
る
た
め
に
筑
紫
に
遠
征
し
ま
す
。
橿か

し

日ひ
の

宮み
や

で
の
作
戦
会
議
の
最
中
に
皇
后
に
憑
依
し
た
神
が
、「
不
毛
の
地
で
あ
る
熊
襲
を
討
つ
必
要
な

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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ど
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
財
宝
の
豊
か
な
新
羅
を
討
ち
な
さ
い
。
わ
た
く
し
を
祀
れ
ば
新
羅
は
帰

服
す
る
だ
ろ
う
」
と
告
げ
ま
す
。
し
か
し
、
天
皇
は
こ
の
託
宣
を
疑
い
、
熊
襲
征
討
を
強
行
し

ま
す
が
、
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
突
如
崩
御
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
度

は
皇
后
が
神
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
新
羅
に
出
陣
し
ま
す
。
新
羅
は
戦
わ
ず
し
て
降
伏
し
、
朝

貢
を
誓
い
、
皇
后
は
凱
旋
を
果
た
し
ま
す
。

◆
神
功
皇
后
は
、
新
羅
を
平
定
し
た
あ
と
、
日
本
に
戻
っ
て
九
州
で
の
ち
の
応
神
天
皇
を
出
産

し
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
皇
子
の
異
母
兄
弟
が
謀
反
を
起
こ
し
た
と
い
う
話
が
出
て
き

ま
す
ね
。

そ
う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
麛か

ご

坂さ
か

王
・
忍お

し

熊く
ま

王
の
叛
乱
で
す
。

新
羅
出
兵
の
際
、
神
功
皇
后
は
誉ほ

む

田た

別わ
け

皇の
み

子こ

、
の
ち
の
応
神
天
皇
を
身
ご
も
っ
て
お
り
、
陣

痛
を
こ
ら
え
て
出
陣
し
ま
す
が
、
筑
紫
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
、
応
神
天
皇
を
出
産
し
ま
す
。

応
神
天
皇
が
生
ま
れ
た
翌
年
、
神
功
皇
后
は
、
皇
子
を
と
も
な
っ
て
穴あ

な

門と

の
豊と

浦
宮

ゆ
ら
の
み
や

、
い

ま
の
山
口
県
下
関
市
附
近
か
ら
大
和
に
帰
還
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
、
麛
坂
王
・
忍
熊
王
兄
弟

が
謀
反
を
起
こ
し
ま
す
。
彼
ら
の
母
は
大
中
姫
で
す
か
ら
、
二
王
と
応
神
天
皇
は
、
異
母
兄
弟

に
な
り
ま
す
。
二
王
は
、
皇
后
が
筑
紫
で
誉
田
別
皇
子
を
出
産
し
た
こ
と
を
知
り
、
群
臣
が
こ

の
幼
い
皇
子
を
天
皇
に
立
て
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
い
だ
い
た
の
で
す
。

神
功
皇
后
摂
政
前
紀
に
よ
れ
ば
、
兄
の
麛
坂
王
は
、
Ἠと

餓が

野の

で
戦
の
勝
敗
を
占
っ
た
際
に
、

猪
に
喰
い
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
弟
の
忍
熊
王
は
、
各
地
を
転
戦
し
な
が
ら
、
神
功
皇
后

の
差
し
向
け
た
数
万
の
軍
に
抵
抗
し
ま
す
。
し
か
し
、
最
後
は
、
琵
琶
湖
沿
岸
ま
で
敗
走
し
、

瀬
田
で
入
水
し
ま
す
。

◆
神
功
皇
后
伝
説
の
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
し
た
が
、
こ
の
話
の
重
要
な
と
こ
ろ
は

何
処
で
し
ょ
う
か
。

神
功
皇
后
の
伝
説
は
、
複
数
の
物
語
が
時
間
を
か
け
て
融
合
し
た
も
の
で
、
な
か
な
か
複
雑

で
す
。
な
か
に
は
御
伽
噺
の
よ
う
な
話
も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
話
を
す
べ
て

額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
四
世
紀
末
に
ヤ
マ
ト
政
権
が
朝
鮮
半

島
に
ま
で
進
出
し
た
こ
と
は
、
高
句
麗
広
開
土
王
碑
文
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
ま
す
か
ら
、
神
功

皇
后
の
新
羅
征
討
も
そ
う
し
た
海
外
派
兵
の
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
麛
坂
王
・
忍
熊
王
の
叛
乱
伝
承
も
、
塚
口
義
信
先
生
の
研
究
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
末

に
実
際
に
あ
っ
た
ヤ
マ
ト
政
権
内
部
の
内
部
抗
争
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
次
第
に
あ

き
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
内
紛
は
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
の
対
立
が

き
っ
か
け
の
よ
う
で
す
。
考
古
学
、
と
く
に
古
墳
の
研
究
か
ら
、
こ
の
時
期
、
各
地
で
政
治
集

団
の
没
落
と
新
興
勢
力
の
擡
頭
と
い
う
、権
力
の
交
代
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
こ
と
は
、麛
坂
王
・
忍
熊
王
の
叛
乱
が
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
、大
規
模
な
も
の
だ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
内
乱
の
際
に
、
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
を
支
援
し
た
勢
力
の
一
つ
に
河
内

国
古
市
郡
を
拠
点
と
す
る
、
河
内
の
政
治
集
団
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
首
長
を
品ほ

む

陀だ
の

真ま

若
王

わ
か
の
み
こ

と
い
い
ま
す
が
、
彼
は
、
娘
の
仲な

か

津つ

姫ひ
め
の

命み
こ
と

の
婿
に
応
神
天
皇
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
そ
の
拠
点
を
大
和
か
ら
河
内
に
シ
フ
ト
し
ま
す
。
百
舌
鳥
・

古
市
古
墳
群
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
が
、
五
世
紀
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
巨
大
な
前

方
後
円
墳
が
相
次
い
で
河
内
地
方
に
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
そ
の
た
め
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

第
四
回
【
仁
徳
天
皇
か
ら
継
体
天
皇
ま
で
】

◆
前
回
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
が
、
次
第
に
そ
の
勢
力
を
拡
げ
、
さ
ら
に
は
四
世
紀
末
に
は
朝
鮮
半

島
に
ま
で
進
出
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。
今
日
は
、
そ
の
後
の
『
日

本
書
紀
』
の
記
述
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
回
の
最
後
に
、
五
世
紀
に

な
る
と
、
ヤ
マ
ト
政
権
が
大
阪
平
野
に
拠
点
を
移
す
こ
と
い
う
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
が
、

難
波
と
い
え
ば
、
仁
徳
天
皇
が
有
名
で
す
ね
。

仁
徳
天
皇
は
、
応
神
天
皇
の
皇
子
で
す
。
皇
后
の
葛か

ず
ら

城き
の

磐い
わ

之の

媛ひ
め

は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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ば
、
仁
徳
天
皇
二
年
三
月
、
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
の
ち
に
四
人
の
皇
子
を
生
み

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
、
三
人
が
皇
位
を
踐ふ

み
ま
し
た
。
同
母
の
皇
子
が
三
人
も
即
位
し
た
の
は

ほ
か
に
例
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
磐
之
媛
の
父
葛
城
襲
津
彦
が
、
当
代
き
っ
て
の
実

力
者
だ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

磐
之
媛
が
葛
城
襲
津
彦
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
古
事
記
』に
も「
葛
城
の
曽
都
毘
古
の
女
、

石い
わ

之の

比ひ

売め
の

命み
こ
と

」
と
み
え
る
と
お
り
で
す
。
皇
族
以
外
の
女
性
が
皇
后
に
な
っ
た
の
は
、
彼
女

が
は
じ
め
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し
た
異
例
の
措
置
も
、
葛
城
氏
の
権
勢
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
後
年
、
や
は
り
、
臣
下
の
藤
原
光こ

う

明み
ょ
う

子し

が
聖
武
天
皇
の
皇
后
に

立
て
ら
れ
た
と
き
、
天
皇
は
、
二
百
年
以
上
も
ま
え
の
磐
之
媛
の
故
事
を
例
に
引
い
て
「
別
段

珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
勅
し
て
い
ま
す
が
、
い
か
に
も
苦
し
い
辯
解
で
す
。

◆
磐
之
媛
の
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
さ
き
に
こ
の
女
性
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
磐
之
媛
は
、
嫉
妬
深
い
性
格
だ
っ
た
こ
と
で
世
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
後

世
の
人
物
評
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
磐
之
媛
の
ひ
と
と
な
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
古
事
記
』
に
「
た
い
そ
う
や
き
も
ち
焼
き
で
、
そ
の
せ
い
で
、
天
皇
の
使
っ
て
い
る
侍
女
た

ち
も
迂
闊
に
宮
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
か
ら
で
す
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、
彼
女
の
嫉
妬
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
話
が
、
い
く
つ
も
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
、
吉き

備び
の

海あ
ま

部べ
の

直あ
た
い

の
女
黒く

ろ

比ひ

売め

と
い
う
女
性
を
召
し
上
げ
ま
す
が
、
彼
女
は
、
皇
后
の
嫉
妬
を
恐
れ
て
本
国
に
逃
げ
帰
っ
た

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
仁
徳
天
皇
は
、
女
官
だ
っ
た
桑く

わ

田た
の

玖く

賀が

媛ひ
め

と
い

う
女
性
を
家
来
た
ち
に
示
し
て
、「
朕
は
、
こ
の
婦
女
を
愛
し
た
い
と
思
う
が
、
皇
后
の
嫉
妬

が
苦
に
な
っ
て
召
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
何
年
も
経
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
苦
悩
し
た
話
が
載

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
仁
徳
天
皇
も
、
ず
い
ぶ
ん
皇
后
の
嫉
妬
心
に
は
気
を
遣
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
（
笑
）。

こ
う
し
た
、
磐
之
媛
の
嫉
妬
が
絶
頂
に
達
す
る
の
が
、
天
皇
が
八や

田た
の

皇ひ
め

女み
こ

を
宮
中
に
召
し
入

れ
た
と
き
で
す
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り

で
す
。

天
皇
は
、
八
田
皇
女
を
召
し
入
れ
よ
う
と
皇
后
に
相
談
し
ま
す
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

却
下
さ
れ
ま
す
。

あ
る
と
き
、
皇
后
が
紀
国
へ
出
か
け
た
の
で
、
天
皇
は
、
そ
の
ス
キ
を
ね
ら
っ
て
八
田
皇
女

を
宮
中
に
召
し
入
れ
ま
す
。
し
か
し
、
皇
后
は
、
難
波
の
港
ま
で
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ

の
話
を
聞
い
て
、
大
い
に
恨
み
、
船
を
着
岸
さ
せ
ま
せ
ん
。

そ
う
と
は
知
ら
ず
、
天
皇
は
皇
后
の
船
を
待
つ
の
で
す
が
、
皇
后
は
港
に
停
泊
せ
ず
、
淀
川

を
遡
っ
て
、
木き

津づ

か
ら
倭や

ま
とへ

と
向
か
い
ま
す
。
翌
日
、
天
皇
は
家
来
を
差
し
向
け
て
、
皇
后
に

帰
還
を
促
し
ま
す
が
、
皇
后
は
そ
れ
を
無
視
し
て
な
お
も
進
み
、
木
津
川
に
至
り
、
奈な

良ら

山や
ま

を

越
え
て
、
そ
こ
か
ら
故
郷
の
葛
城
を
望
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、
ふ
た
た
び
山
城
に
戻
っ
て
、
筒つ

つ

城き
の

宮み
や

に
落
ち
着
い
た
の
で
、
天
皇
は
、
家
来
に
説

得
に
あ
た
ら
せ
ま
す
が
、
皇
后
は
こ
れ
を
黙
殺
し
ま
す
。
つ
い
に
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
山
城
に

向
か
う
の
で
す
が
、皇
后
は
、「
八
田
皇
女
と
な
ら
ん
で
后
で
い
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
」と
い
っ

て
、
面
会
を
拒
絶
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
頑
固
で
す
。

結
局
、
お
二
人
は
和
解
で
き
な
い
ま
ま
、
皇
后
は
、
筒
城
宮
で
亡
く
な
り
、
奈
良
山
に
葬
ら

れ
た
と
い
い
ま
す
。

◆
こ
う
し
た
皇
后
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
な
に
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
、
八
田
皇
女
の
入
内
を
き
っ
か
け
に
天
皇
と
皇
后
が
不
仲
に
な
る
と
い
う
話
は
、

歌
物
語
の
体
裁
を
と
っ
て
い
て
、
い
さ
さ
か
芝
居
が
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
真
実
か

は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
磐
之
媛
の
実
家
に
あ
た
る
葛
城
氏
の
勢
力
を
考

え
る
う
え
で
、
興
味
深
い
点
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
磐
之
媛
は
筒
城
宮
に
住
み
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
葛
城
氏

が
山
城
南
部
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
皇
は
、
筒
木
宮
の
皇
后
の
も
と
に
丸わ

邇に
の

臣お
み

口く
ち

子こ

を
派
遣

し
た
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
葛
城
氏
が
、
や
は
り
山
城
南
部
を
本
拠
地
と
す
る
和
珥
氏
と

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
、

磐
之
媛
は
、
和
珥
氏
の
本
拠
の
奈
良
山
附
近
ま
で
行
っ
て
、
故
郷
の
葛
城
を
望
ん
だ
と
書
い
て

い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
、
和
珥
氏
と
葛
城
氏
と
の
か
か
わ
り
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
和
珥
氏
と
葛
城
氏
と
は
、
山
城
南
部
と
葛
城
地
方
を
結
ぶ
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て

提
携
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
磐
之
媛
が
淀
川
・
木
津
川
を
利
用
し
、
難
波
か
ら
山
城
南

部
に
至
っ
た
こ
と
は
、
葛
城
氏
が
こ
の
ル
ー
ト
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

磐
之
媛
は
、
許
し
を
乞
う
天
皇
に
対
し
、
一
歩
も
譲
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
う
し

た
強
気
の
態
度
は
、
実
家
の
権
勢
を
恃た

の

む
彼
女
の
自
負
心
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
え
ま
す
。

◆
さ
て
、
つ
ぎ
に
仁
徳
天
皇
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
が
、『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も

仁
徳
天
皇
が
徳
の
高
い
す
ぐ
れ
た
天
皇
だ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
ね
。

仁
徳
天
皇
の
在
位
は
長
期
に
及
ん
だ
よ
う
で
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
天
皇
に
ま
つ

わ
る
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
天
皇
が
高
臺
か
ら
遠
望
し
て
、

民
の
竈か

ま
ど

に
煙
が
立
た
な
い
の
を
知
り
、
三
年
間
免
税
し
た
と
い
う
話
は
有
名
で
す
。
天
皇
が
、

倹
約
を
重
ね
つ
つ
善
政
を
施
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
、
仁じ

ん

政せ
い

ぶ
り

は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
と
も
に
記
す
と
こ
ろ
で
す
。
記
紀
は
、
こ
の
よ
う
な
仁
徳
天

皇
の
こ
と
を
「
聖
帝

ひ
じ
り
の
み
か
ど

」
と
讃
え
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
仁
徳
天
皇
の
人
物
像
は
、
葛
城
氏
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
仁
徳
天
皇
か

ら
履
中
天
皇
に
至
る
系
統
を
正
統
と
す
る
、
最
初
の
帝
紀
の
性
質
に
由
来
す
る
よ
う
で
す
。
そ

の
た
め
、
こ
う
し
た
思
想
を
引
き
継
い
で
い
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
鵜
呑
み

に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
現
在
仁
徳
天
皇
の
陵
墓
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
上
石
津
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
は
、

宮
内
庁
が
仁
徳
天
皇
陵
と
し
て
管
理
す
る
大だ

い

仙せ
ん

古
墳
（
墳
丘
長
四
八
六
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
墳
丘
長
三
六
五
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
前
方
後
円
墳
で
す
。
そ
の
偉
容
を
み
れ
ば
、

当
時
の
ヤ
マ
ト
政
権
の
力
が
巨
大
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

◆
中
国
の
歴
史
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
、
倭
の
五
王
と
呼
ば
れ
る
権
力
者
が
南
朝
の
宋
に
使

者
を
派
遣
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
『
日
本
書
紀
』
の
ど
の
天
皇
に
あ
た
る
の
で
し
ょ
う
か
。

南
朝
の
宋
の
歴
史
を
記
録
し
た
『
宋
書
』
と
い
う
書
物
に
は
、
四
二
一
年
か
ら
四
七
八
年
に

か
け
て
、
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
と
称
す
る
五
人
の
王
が
宋
に
使
者
を
派
遣
し
、
皇
帝
か
ら
爵

号
を
授
与
さ
れ
た
記
事
が
、
都
合
十
一
回
も
み
え
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
で
す
。

こ
の
う
ち
、
済
・
興
・
武
の
三
王
に
つ
い
て
は
、
記
紀
の
系
譜
と
照
合
し
て
、
済
＝
允
恭
天

皇
、
興
＝
安
康
天
皇
、
武
＝
雄
略
天
皇
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
讃
・

珍
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
五
王
の
う
ち
、
興
以
外
の
四
王
は
最
終
的

に
「
使
持
節
、
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
、

倭
王
」
に
任
じ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
歴
代
の
倭
王
は
、
こ
う
し
た
南
朝
の
権
威
を
後
ろ
盾
に
、

高
句
麗
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
実
質
的
な
効
果
は
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
ら

の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本

の
権
益
は
後
退
の
一
途
を
辿
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
は
、
こ
う
し
た
南
朝
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
一
切
ふ
れ
て
い

ま
せ
ん
。『
日
本
書
紀
』
を
作
っ
た
ひ
と
た
ち
が
使
者
の
派
遣
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
で
す
が
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
大
王
が
中
国
に
朝
貢
し
た
こ
と
を

不
名
誉
に
思
い
、
わ
ざ
と
載
せ
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

◆
こ
の
あ
と
の
『
日
本
書
紀
』
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
骨
肉
相
食
む
と
で
も
い
う
べ
き
皇
位

継
承
争
い
が
続
き
ま
す
ね
。

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
の
な
か
ご
ろ
か

ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
皇
室
内
部
で
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
骨
肉
の
争
い
が
、
絶
え
間
な

く
続
い
た
と
い
い
ま
す
。
仁
徳
天
皇
の
あ
と
、
履
中
・
反
正
・
允
恭
と
い
う
磐
之
媛
が
生
ん
だ

皇
子
が
あ
い
つ
い
で
即
位
し
、
兄
弟
に
よ
る
皇
位
継
承
が
定
着
し
ま
す
が
、
こ
う
し
た
兄
弟
に

よ
る
皇
位
の
継
承
が
、
皇
位
を
め
ぐ
る
争
い
に
拍
車
を
か
け
た
よ
う
で
す
。

ま
ず
、
履
中
天
皇
や
允
恭
天
皇
は
、
皇
位
継
承
の
資
格
の
あ
る
も
の
を
殺
害
し
た
り
、
自
害

に
追
い
込
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
残
虐
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
の
は
、
雄
略
天
皇
で

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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す
。
独
断
に
陥
り
や
す
く
、
誤
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
世
間
で
は
、
こ
の
天

皇
の
こ
と
を
「
大は

な
は

だ
悪あ

し
く
い
ま
す
天
皇
」
と
評
し
た
と
『
日
本
書
紀
』
に
あ
り
ま
す
。

天
皇
は
、
允
恭
天
皇
の
第
五
皇
子
で
、
母
は
忍
坂
大
中
姫
命
。
安
康
天
皇
の
同
母
弟
に
あ
た

り
る
の
で
す
が
、
兄
の
安
康
天
皇
は
、
根ね

の

使お

主み

の
讒ざ

ん

言げ
ん

を
信
じ
て
伯
父
の
大
草
香
皇
子
を
殺
し

た
た
め
に
（
第
一
回
参
照
）、
み
ず
か
ら
も
大
草
香
皇
子
の
子
眉ま

よ

輪わ
の

王お
お
き
みに

殺
害
さ
れ
ま
す
。
弟

の
雄
略
天
皇
は
、
こ
の
報
に
接
し
、
た
い
へ
ん
驚
く
と
と
も
に
、
兄
た
ち
を
疑
い
、
ま
ず
、
兄

の
八や

釣
白

つ
り
の
し
ろ

彦ひ
こ
の

皇み

子こ

を
殺
害
し
ま
す
。
そ
し
て
、
お
な
じ
く
兄
の
境さ

か

合い
の

黒く
ろ

彦ひ
こ
の

皇み

子こ

や
、
従
兄
弟

に
あ
た
る
眉
輪
王
に
も
そ
の
矛
先
を
向
け
ま
す
。
二
人
は
、
相
談
し
て
葛か

ず
ら

城き
の

円
つ
ぶ
ら
の

大お
お

臣お
み

の
家
に

逃
げ
込
み
ま
す
が
、
雄
略
天
皇
は
、
兵
を
起
こ
し
て
円
大
臣
の
家
を
囲
み
、
彼
ら
を
焼
き
殺
し

て
し
ま
い
ま
す
。

◆
た
し
か
に
、
す
さ
ま
じ
い
争
い
で
す
ね
。

雄
略
天
皇
の
残
虐
ぶ
り
は
、
そ
の
後
も
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん
。
安
康
天
皇
が
市い

ち
の

辺へ
の

押お
し

磐わ
の

皇み

子こ

を
皇
位
継
承
者
に
予
定
し
て
い
た
こ
と
を
恨
み
、
皇
子
を
騙
し
て
狩
り
に
誘
い
出

し
て
殺
害
し
、
お
な
じ
こ
ろ
、
皇
子
の
同
母
弟
の
御み

馬ま
の

皇み

子こ

も
殺
害
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
兄
弟
の
排
斥
に
成
功
し
た
雄
略
天
皇
は
、
泊
瀬
の
朝
倉
に
お
い
て
即
位
を
果
た
す

の
で
す
が
、
血
で
血
を
洗
う
抗
争
は
、
結
果
的
に
、
皇
室
の
弱
体
化
を
招
き
、
つ
い
に
は
皇
位

継
承
者
に
も
こ
と
缺か

く
あ
り
さ
ま
で
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
雄
略
天
皇
の
子
の
清

寧
天
皇
に
は
皇
子
が
な
く
、
殺
さ
れ
た
市
辺
押
磐
皇
子
の
子
で
、
播
磨
国
に
身
を
隠
し
て
い
た

顕
宗
天
皇
と
仁
賢
天
皇
の
兄
弟
が
発
見
さ
れ
て
、
い
っ
た
ん
は
皇
位
断
絶
の
危
機
を
の
が
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
仁
賢
天
皇
の
子
の
武
烈
天
皇
に
も
皇
子
が
な
く
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
つ
い
に

仁
徳
天
皇
の
皇
統
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
仁
徳
天
皇
の
系
統
の
最
後
に
立
っ
た
武
烈
天
皇
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
は
ず
い
ぶ
ん
暴

虐
な
天
皇
だ
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
初
代
の
神
武
天
皇
に
は
じ
ま
り
、
の
べ
四
十
一
人
の
天
皇
こ
と
が
み
え

ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
悪
逆
無
道
の
暴
君
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
武
烈
天
皇

で
す
。
気
性
が
激
し
く
、
多
く
の
人
を
殺
し
た
と
い
う
点
で
は
雄
略
天
皇
も
「
暴
君
」
で
す
が
、

雄
略
天
皇
の
弑
逆
の
場
合
、
多
く
は
皇
位
継
承
争
い
を
め
ぐ
る
大
王
家
の
内
紛
が
原
因
で
す
か

ら
、
そ
れ
な
り
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
武
烈
天
皇
の
場
合
は
、
無む

辜こ

の
民
に
対
す
る
暴
虐
で
す
か
ら
、
そ
の
印
象
は
強
烈
で
す
。

武
烈
天
皇
紀
を
ひ
も
と
く
と
、
た
と
え
ば
、
妊
婦
の
腹
を
割
い
て
胎
児
を
み
た
だ
と
か
、
人

の
爪
を
抜
い
て
イ
モ
を
掘
ら
せ
た
と
か
、
人
を
木
に
登
ら
せ
て
弓
で
射い

殺こ
ろ

し
た
と
か
い
っ
た
、

目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
話
が
目
立
ち
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
民
衆
の
苦
し
み
を
よ
そ
に
奢
侈

の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、こ
れ
ら
の
記
述
が
事
実
だ
と
す
る
と
、

武
烈
天
皇
は
異
常
な
性
格
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
事
実
を
伝
え
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
か
ら
さ
き
に
い
う
と
、
い
ま
紹
介
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
、『
日
本
書
紀
』
の

編
者
が
武
烈
天
皇
を
こ
と
さ
ら
悪
者
に
仕
立
て
る
た
め
に
造
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
武
烈
天
皇
が
こ
の
よ
う
な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、『
古
事
記
』
の
武
烈
天
皇
段
に
は
、
こ
う
し
た
残
虐
行
為
や
贅
沢
三
昧
の
生
活

ぶ
り
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
記
述
が
な
い
か
ら
で
す
。

あ
と
で
も
お
話
し
し
ま
す
が
、
じ
つ
は
こ
う
し
た
『
古
事
記
』
の
記
載
こ
そ
が
武
烈
天
皇
の

実
像
を
伝
え
た
古
い
記
録
で
あ
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
か
な
り
潤
色
や
改
変
の
あ
と
が

み
ら
れ
ま
す
。

◆
で
は
、『
日
本
書
紀
』
は
、
ど
う
し
て
武
烈
天
皇
を
こ
と
さ
ら
貶
め
る
よ
う
な
書
き
方
を
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
物
の
成
り
立
ち
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

前
に
も
お
話
し
し
ま
し
た
が
、『
日
本
書
紀
』
は
、
天
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
六
八
一
年

に
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
持
統
天
皇
朝
・
文
武
天
皇
朝
・
元
明
天
皇
朝
を
経
て
、
元
正
天
皇
朝
の

養
老
四
年
、
七
二
〇
年
に
完
成
し
た
歴
史
書
で
す
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
編
纂
に
関
与

し
た
五
人
の
天
皇
は
、
す
べ
て
継
体
天
皇
を
直
接
の
始
祖
と
す
る
皇
統
に
属
す
る
天
皇
で
、
武

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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烈
天
皇
と
は
皇
統
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
武
烈
天
皇
に
は
男
子
が
な
く
、
や
む
な

く
越
前
か
ら
応
神
天
皇
五
世
孫
の
継
体
天
皇
が
迎
え
ら
れ
て
即
位
す
る
こ
と
は
あ
と
で
ふ
れ
ま

す
が
、
武
烈
天
皇
は
断
絶
し
た
皇
統
の
最
後
の
天
皇
で
し
た
。

継
体
天
皇
系
の
皇
統
に
属
す
る
人
々
は
、
断
絶
し
た
皇
統
の
最
後
に
く
る
武
烈
天
皇
を
こ
と

さ
ら
悪
者
に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
継
体
天
皇
の
皇
統
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
思
想
は
、
中
国
か
ら
き
た
も
の
で
す
。
夏
の
桀け

つ

王お
う

・
殷
の
紂
王

ち
ゅ
う
お
う

な
ど
、
不
徳
の

帝
王
が
あ
ら
わ
れ
、
国
を
滅
ぼ
し
、
王
統
も
そ
こ
で
杜
絶
え
る
と
い
う
話
は
、
中
国
に
古
く
か

ら
あ
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
編
者
が
武
烈
天
皇
を
悪
く
描
い
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
中
国

の
革
命
思
想
の
模
倣
だ
と
い
え
ま
す
。
武
烈
天
皇
紀
の
暴
虐
行
為
の
描
写
が
中
国
の
典
籍
か
ら

の
引
き
写
し
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
ま
す
。

◆
『
日
本
書
紀
』
の
武
烈
天
皇
に
関
す
る
記
述
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
多
い
と
す
る
と
、
武
烈
天

皇
は
ほ
ん
と
う
に
実
在
の
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

た
し
か
に
、
一
枚
一
枚
ベ
ー
ル
を
剥
い
で
い
く
と
、
武
烈
天
皇
は
実
在
し
た
の
か
と
い
う
疑

惑
が
生
じ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
暴
虐
記
事
が
デ
タ
ラ
メ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
武
烈

天
皇
は
実
在
の
人
物
で
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
早
計
で
す
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
歴
代
天
皇
の
系
譜
や
事
蹟
は
、
六
世
紀
の
な
か
ご
ろ

に
書
か
れ
た
帝
紀
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
武
烈
天
皇
に
つ
い
て

も
、
そ
の
系
譜
や
宮
の
所
在
地
や
、
あ
る
い
は
太
子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
も
と
の
帝

紀
に
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
武
烈
天
皇
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
天
皇
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

最
初
の
帝
紀
の
編
纂
さ
れ
た
欽
明
天
皇
の
時
代
か
ら
た
か
だ
か
数
十
年
前
の
こ
と
で
す
。
け
っ

し
て
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
古
い
時
代
の
出
来
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
事
実
を
歪
め
て

書
く
こ
と
さ
え
む
つ
か
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
武
烈
天
皇
と
い
う
大
王
が
い

た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
武
烈
天
皇
の
陵
墓
は
、
現
在
、
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い
る
奈
良
県
香
芝
市
小
泉

の
武
烈
天
皇
陵
で
は
な
く
、
お
な
じ
香
芝
市
狐
井
に
位
置
す
る
狐き

つ

井い

城
山

し
ろ
や
ま

古こ

墳ふ
ん

が
相
応
し
い
と

い
う
こ
と
が
、
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

◆
武
烈
天
皇
の
あ
と
、
つ
ぎ
の
天
皇
が
な
か
な
か
決
ま
り
ま
せ
ん
が
、
最
終
的
に
擁
立
さ
れ
た

の
は
継
体
天
皇
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
困
っ
た
大
伴
金
村
ら
群
臣
は
鳩
首
協
議
の
う
え
、
越
前
国
に
い
た
男お

大ほ

迹ど
の

王み
こ

を

迎
え
ま
す
。
王
は
、
応
神
天
皇
五
世
孫
と
い
っ
た
、
皇
族
と
し
て
は
ま
っ
た
く
の
傍
系
で
し
た

が
、
そ
の
よ
う
な
遠
縁
の
王
族
を
天
皇
に
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
候
補
者
が
不
足
し
て
い

た
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
男
大
迹
王
を
擁
立
し
た
ほ
ん
と
う
の
ね
ら
い
は
、
王
の
も
つ
政
治
力
や
経
済
的

基
盤
を
取
り
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
最
初
、王
は
首
を
縦
に
ふ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

や
が
て
河こ

う

内ち
の

馬う
ま

飼か
い
の

首お
び
と

荒あ
ら

籠こ

の
助
言
に
よ
っ
て
承
諾
し
、
樟く

ず

葉は
の

宮み
や

、
今
の
大
阪
府
枚
方
市
樟
葉

附
近
で
即
位
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
た
だ
ち
に
大
和
に
入
ら
ず
、
山
背
の
筒つ

つ

城き

、
弟お

と

国く
に

と
宮
処
を
転
々
と
し
、

即
位
後
、
じ
つ
に
二
十
年
（
七
年
と
い
う
異
説
も
あ
る
）
の
の
ち
、
よ
う
や
く
磐い

わ

余れ
の

玉た
ま

穂ほ
の

宮み
や

で
政

治
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
天
皇
が
長
い
間
大
和
入
り
を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
は
、

大
和
や
河
内
の
豪
族
の
な
か
に
、
他
所
か
ら
き
た
天
皇
を
快
く
思
わ
な
い
一
派
が
あ
り
、
彼
ら

が
天
皇
の
大
和
入
り
を
邪
魔
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
継
体
天
皇
が
名
実
と
も
に
「
大
王
」

と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
前
王
統
の
血
を
引
く
仁
賢
天
皇
皇
女
の
手た

白し
ら

香か
の

皇ひ
め

女み
こ

と
結
婚
し
て

か
ら
の
こ
と
で
す
。

◆
継
体
天
皇
が
応
神
天
皇
の
五
世
孫
と
い
う
の
は
、
信
じ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

た
し
か
に
、『
日
本
書
紀
』
は
、
継
体
天
皇
を
応
神
天
皇
の
五
世
孫
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

中
間
の
系
譜
を
記
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
、「
五
世
の
孫
」
と
い
う
記
述
は
、
皇
族
の
範

囲
が
四
世
王
か
ら
五
世
王
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
慶
雲
三
年
、
七
〇
六
年
の
二
月
以
降
に
捏
造
さ

れ
た
も
の
だ
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
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日
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を
語
る
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日
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撰
上
千
三
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に
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て

（
史
料
編
纂
所
）
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図５ 天皇系図（仁賢天皇～文武天皇間）
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こ
の
説
は
、
戦
後
の
一
時
期
、
き
わ
め
て
有
力
で
し
た
が
、
現
在
で
は
下
火
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、『
釈し

ゃ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
所
引
の
「
上じ

ょ
う

宮ぐ
う

記き

曰
く
一
に
云
う
」（
推
古
天
皇
朝
前
後
の
時
期
、
お
そ
く
と

も
七
世
紀
末
ま
で
に
成
立
）
に
引
か
れ
た
継
体
天
皇
の
系
譜
が
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
皇
は
、
近
江
国
坂
田
郡
、
現

在
の
滋
賀
県
米
原
市
附
近
に
土
着
し
て
い
た
王
族
の
末
裔
で
あ
る
彦ひ

こ

主う

人し
の

王み
こ

と
、
越
前
国
の
三

国
、
現
在
の
福
井
県
坂
井
市
附
近
に
本
拠
を
お
く
一
族
の
娘
振ふ

り

媛ひ
め

の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

第
一
回
の
と
き
に
お
話
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
「
系
図
一
巻
」
に
は
、
継
体
天
皇
の
詳
し
い

系
譜
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
な
お
、『
古
事
記
』
も
継
体
天
皇
の
系
譜
を

載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
る
天
皇
の
五
世
の
孫
が
即
位
す
る
の
は
ほ
か
に
例
の
な
い
こ
と
で
す
か

ら
、
応
神
天
皇
五
世
の
孫
と
書
く
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
継
体
天
皇
の
時
代
の
大
き
な
事
件
と
し
て
は
、
百
済
に
任
那
四
県
を
割
譲
し
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
九
州
で
筑つ

く

紫し
の

君き
み

磐い
わ

井い

が
兵
を
挙
げ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
ま

す
ね
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
継
体
天
皇
の
二
十
一
年
、
五
二
七
年
六
月
に
、
天
皇
は
、
新
羅

に
破
ら
れ
た
任
那
の
故
地
を
再
興
す
る
た
め
に
、近お

う

江み
の

毛け

野な

と
い
う
人
物
を
将
軍
に
任
命
し
て
、

六
万
の
兵
を
任
那

み
ま
な

に
派
遣
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
新
羅
は
、
筑
紫
の
国
造
磐
井
に
賄
賂
を
贈
り
、

毛
野
の
軍
の
渡
航
を
防
ぐ
よ
う
要
請
し
ま
す
。
磐
井
は
か
ね
て
か
ら
叛
逆
を
企
て
て
い
た
と
い

い
ま
す
か
ら
、
ヤ
マ
ト
政
権
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
不
平
・
不
満
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
磐

井
の
支
配
地
の
九
州
北
部
は
、
大
陸
侵
攻
の
基
地
と
し
て
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
大
き
な
負
担
を

強
い
ら
れ
た
の
で
、
あ
る
い
は
今
回
の
派
兵
に
も
批
判
的
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

事
態
を
重
く
み
た
天
皇
は
、
物
部

も
の
の
べ
の

麁あ
ら

鹿か

火ひ

を
大
将
軍
と
し
て
筑
紫
に
下
向
さ
せ
、
そ
の
征

討
を
命
じ
ま
す
。
麁
鹿
火
は
、
翌
二
十
二
年
十
一
月
に
筑
紫
の
御み

井い

、
現
在
の
福
岡
県
久
留
米

市
・
小
郡
市
附
近
で
磐
井
の
軍
勢
と
交
戦
し
ま
す
。
両
軍
は
必
死
に
戦
い
、
お
た
が
い
一
歩
も

譲
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
後
は
麁
鹿
火
が
磐
井
を
斬
り
ま
す
。
十
二
月
に
は
、
筑つ

く

紫し
の

君き
み

葛く
ず

子こ

皇
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図６ 狐井城山古墳（武烈天皇陵として有力視されている）



が
、
父
磐
井
に
連
坐
し
て
誅
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
糟か

す

屋や
の

屯み

倉や
け

を
献
上
し
て
許
し
を
乞
い
、
こ
こ

に
乱
は
終
熄
を
み
ま
す
。

◆
今
日
は
、
仁
徳
天
皇
か
ら
継
体
天
皇
に
至
る
ま
で
の
『
日
本
書
紀
』
の
内
容
に
つ
い
て
う
か

が
い
ま
し
た
が
、
こ
の
時
代
を
総
括
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

朝
鮮
半
島
で
は
、
五
世
紀
の
中
頃
か
ら
高
句
麗
の
勢
力
が
強
大
と
な
り
、
新
羅
も
法
興
王
の

時
代
に
な
る
と
、
南
下
政
策
を
進
め
、
日
本
の
支
配
権
は
五
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
次
第
に

後
退
し
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
、
国
内
で
も
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
が
激
化
し
た
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
お
話

し
た
と
お
り
で
す
。
倭
の
五
王
の
最
後
の
「
武
」
と
み
ら
れ
る
雄
略
天
皇
な
ど
は
、
ラ
イ
バ
ル

で
あ
る
王
族
を
何
人
も
殺
害
し
た
の
で
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
弱
体
化
し
ま
す
。
武
烈
天
皇
が
亡
く

な
っ
た
あ
と
、
大
和
に
は
適
当
な
皇
位
継
承
者
が
お
ら
ず
、
は
る
ば
る
越
前
か
ら
応
神
天
皇
五

世
の
孫
と
い
う
よ
う
な
遠
縁
の
王
族
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、皮
肉
な
こ
と
で
す
。

た
だ
、
広
域
に
わ
た
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
強
力
な
経
済
的
基
盤
を
も
つ
、
こ
の
天
皇
を
迎
え

た
こ
と
で
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
息
を
吹
き
返
し
ま
す
。
継
体
天
皇
の
在
位
中
に
勃
発
し
た
磐
井
の

乱
を
鎮
圧
で
き
た
の
も
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
五
回
【
聖
徳
太
子
か
ら
大
化
改
新
へ
】

◆
『
日
本
書
紀
』
を
取
り
上
げ
た
お
話
も
、
今
日
が
最
終
回
で
す
が
、
今
日
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
う
か
が
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
あ
と
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
記
事
が
正
確
で
、
し
か
も
詳
し
く
な
り
ま
す

か
ら
、
最
終
回
の
今
日
は
駆
け
足
に
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
何
人
か

の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
な
る
天
皇
や
皇
子
を
取
り
上
げ
、
六
、
七
世
紀
の
日
本
に
つ
い
て
み
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
ま
ず
は
、
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
推
古
天
皇
の
治
世
に
は

皇
太
子
と
し
て
聖
徳
太
子
が
活
躍
し
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
す
か
？

は
じ
め
に
断
っ
て
お
き
ま
す
と
、「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
は
、
後
世
の
称
え
名
で
、
本
来
の

名
前
は
厩う

ま
や

戸と
の

皇み

子こ

で
す
。
た
だ
、
一
般
に
は
聖
徳
太
子
の
ほ
う
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
「
聖
徳
太
子
」
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
、
用
明
天
皇
の
皇
子
で
、『
日

本
書
紀
』
に
は
推
古
天
皇
は
み
ず
か
ら
政
治
を
執
ら
ず
、
彼
に
す
べ
て
の
こ
と
を
任
せ
た
と
あ

り
ま
す
。

超
人
的
な
活
躍
を
し
た
聖
徳
太
子
で
す
が
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
が
作
り
上
げ
た
偶
像
だ

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
聖
徳
太
子
虚
構
説
」
で
、
昨
今
で
は
有
力
な
学
説
で
す
。

た
だ
、
わ
た
く
し
個
人
は
、
こ
の
説
に
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
推
古
天
皇
が
亡

く
な
っ
た
あ
と
、
聖
徳
太
子
の
子
ど
も
の
山
背
大
兄
皇
子
は
、
田
村
皇
子
と
と
も
に
、
つ
ぎ
の

天
皇
の
有
力
な
候
補
者
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
彼
が
有
し
て
い
た
「
大
兄
」
と
い
う

称
号
は
、
天
皇
の
第
一
子
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
称
号
を
も
つ
皇
子
は
お
お
む
ね
即
位

し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
山
背
大
兄
皇
子
が
こ
う
し
た
称
号
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

は
、
彼
の
父
・
聖
徳
太
子
も
天
皇
に
準
ず
る
有
力
な
王
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
厩
戸
皇
子
は
推
古
天
皇
の
時
代
の
実
力
者
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◆
聖
徳
太
子
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
仏
教
興
隆
に
尽
力
さ
れ
た
こ
と
が
有
名
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
推
古
天
皇
朝
に
は
、
蘇
我
馬
子
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
む
聖
徳

太
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
に
み
え
る
の
が
、
仏
教
興
隆
で
す
。
仏
教
は
、
こ
れ

よ
り
先
、
欽
明
天
皇
の
時
代
、
す
な
わ
ち
六
世
紀
前
半
に
百
済
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

欽
明
天
皇
の
あ
と
に
即
位
し
た
敏
達
天
皇
は
、
仏
教
の
受
容
に
消
極
的
で
し
た
が
、
聖
徳
太
子

の
父
で
あ
る
用
明
天
皇
は
は
じ
め
て
仏
教
に
帰
依

き

え

し
た
天
皇
で
す
。
蘇
我
馬
子
が
仏
教
の
受
容

に
積
極
的
だ
っ
た
の
に
対
し
、
物
部
守
屋
は
反
対
派
の
立
場
を
貫
き
、
こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ

て
二
人
が
鋭
く
対
立
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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聖
徳
太
子
は
、
推
古
天
皇
の
十
二
年
、
六
〇
四
年
に
憲
法
十
七
条
を
作
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
憲
法
で
は
、
は
じ
め
の
ほ
う
に
重
要
事
項
を
お
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
第
二
条
に
「
篤
く

三
宝
を
敬う

や
ま

え
。
三
宝
と
は
仏
・
法
・
僧
な
り
」
と
み
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
三
宝
を
も
っ
て
こ

の
世
の
悪
を
正
す
と
い
う
現
実
的
・
政
治
的
な
効
果
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
太
子
が
、

国
家
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
仏
教
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

◆
新
羅
征
討
と
聖
徳
太
子
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。

仏
教
興
隆
が
推
古
天
皇
朝
全
体
を
貫
く
大
方
針
だ
っ
た
の
に
対
し
、
初
期
の
具
体
的
な
施
策

と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
新
羅
征
討
で
す
。
六
世
紀
を
通
じ
て
、
日
本
の
勢
力
は
朝
鮮
半
島

か
ら
大
き
く
後
退
し
ま
し
た
。
継
体
天
皇
の
六
年
、
五
一
二
年
に
は
百
済
に
任
那
四
県
を
割
譲

し
て
い
ま
す
し
、
欽
明
天
皇
の
二
十
三
年
、
五
六
二
年
に
は
新
羅
が
大
加
羅
国
を
滅
ぼ
し
、
つ

い
に
任
那
は
滅
び
ま
す
。
新
羅
を
討
っ
て
任
那
を
復
興
す
る
こ
と
は
、
欽
明
天
皇
の
遺
言
で
あ

り
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
あ
と
を
つ
い
だ
用
明
天
皇
や
崇
峻
天
皇
の
悲
願
で
し
た
。
し

か
し
、
不
運
が
続
き
、
結
局
、
新
羅
を
撃
破
す
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
任
那
は
回
復
で
き
な
い

ま
ま
で
し
た
。

推
古
天
皇
朝
に
お
け
る
二
度
の
新
羅
征
討
計
画
に
お
い
て
、
来く

目め

皇
子
や
当た

ぎ

麻ま

皇
子
と
い
っ

た
聖
徳
太
子
の
兄
弟
が
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
太
子
み
ず
か
ら
が
こ
の
計
畫
に
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
事

実
で
す
。
以
後
、
推
古
天
皇
紀
に
は
新
羅
征
討
の
こ
と
は
み
え
ず
、
一
転
し
て
、
内
政
改
革
に

関
す
る
記
事
が
多
く
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
太
子
の
方
針
転
換
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

◆
内
政
の
改
革
に
も
力
を
入
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

聖
徳
太
子
は
、
推
古
天
皇
の
十
一
年
、
六
〇
三
年
ご
ろ
か
ら
内
政
改
革
に
乗
り
出
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
具
体
的
な
施
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
冠
位
十
二
階
の
制
定
、
憲
法
十

七
条
の
発
布
、
国
史
の
編
纂
な
ど
で
す
。

推
古
天
皇
の
十
一
年
、
六
〇
三
年
に
施
行
さ
れ
た
冠
位
十
二
階
は
、
直
接
に
は
朝
鮮
半
島
の

三
国
の
制
度
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
す
が
、
具
体
的
に
は
、
色
の
ち
が
う
冠
を
臣
下
の
も
の
に

与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
位
の
上
下
を
明
確
に
し
た
も
の
で
す
。
冠
位
は
そ
れ
ま
で
の
カ
バ
ネ

に
か
わ
る
も
の
で
す
が
、
カ
バ
ネ
と
ち
が
い
、
は
た
ら
き
に
応
じ
て
昇
転
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

国
家
に
対
す
る
忠
誠
心
や
奉
公
の
気
持
ち
を
高
揚
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た

だ
、
蘇
我
氏
を
は
じ
め
、
有
力
豪
族
に
こ
の
冠
位
を
授
け
た
形
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の

制
度
に
は
限
界
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

憲
法
十
七
条
の
こ
と
は
、
さ
き
に
も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ま
し
た
が
、
推
古
天
皇
の
十
二
年
、

六
〇
四
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
全
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
こ
の

憲
法
十
七
条
は
、
儒
家
・
法
家
の
思
想
を
ベ
ー
ス
に
し
た
政
策
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
の
ち
の

律
令
に
く
ら
べ
る
と
、
む
し
ろ
訓
令
と
し
て
の
色
彩
が
濃
く
、
具
体
性
を
缺
い
て
い
ま
す
。

◆
推
古
天
皇
の
時
代
と
い
え
ば
、
隋
と
の
国
交
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
ね
。

そ
う
で
す
。
新
羅
征
伐
や
任
那
復
興
で
は
捗は

か

々ば
か

し
い
成
果
を
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

対
隋
外
交
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
推
古
天
皇
の

八
年
、
六
〇
〇
年
に
日
本
か
ら
使
者
が
来
た
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
日
本
書
紀
』

の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
の
記
録
が
一
致
す
る
の
は
、
推
古
天
皇
の
十
五
年
、
す
な
わ
ち

西
暦
六
〇
七
年
の
遣
使
で
す
。
小お

野の
の

妹い
も

子こ

に
よ
っ
て
煬
帝
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
日
出
ず
る
処
の

天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
。
恙
無

つ
つ
が
な

き
や
」
と
い
う
書
き
出
し
の
国
書
は
、
あ
ま

り
に
も
有
名
で
す
。
従
来
の
服
属
的
外
交
を
や
め
、
対
等
な
立
場
で
の
国
交
を
展
開
し
よ
う
と

し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
記
事
で
す
。
当
時
、
隋
は
高
句

麗
討
伐
計
畫
し
て
お
り
、
そ
の
牽
制
の
た
め
に
も
日
本
を
利
用
し
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
煬
帝
は
、
無
礼
な
国
書
に
対
し
て
怒
り
を
露
に
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
翌
年
に
は
、

小
野
妹
子
に
附
し
て
裴は

い

世せ
い

清せ
い

を
日
本
に
送
っ
て
い
ま
す
。

小
野
妹
子
は
、
推
古
天
皇
の
十
六
年
、
六
〇
八
年
に
こ
の
裴
世
清
を
送
っ
て
ふ
た
た
び
隋
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。
二
度
目
の
国
書
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
ま
す
が
、
こ
こ
に
も
「
東

の
天
皇
、
敬
ん
で
西
の
天
皇
に
白
す
」
と
あ
っ
て
、
対
等
外
交
の
精
神
が
堅
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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◆
遣
隋
使
は
、
何
度
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

回
数
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。
は
っ
き
り
し
た
回
数
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、『
日
本

書
紀
』
と
『
隋
書
』
の
記
録
が
う
ま
く
一
致
し
な
い
か
ら
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、遣
隋
使
は
複
数
回
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
外
交
の
背
景
に
は
、

先
進
国
隋
の
進
ん
だ
政
治
や
文
化
を
学
ぼ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
随

行
し
た
留
学
僧
や
留
学
生
は
、
の
ち
に
本
国
に
召
還
さ
れ
、
律
令
国
家
の
建
設
に
貢
献
し
ま
す
。

推
古
天
皇
の
三
十
一
年
、六
二
三
年
に
帰
朝
し
た
医

く
す
し
の

恵え

日に
ち

は
、留
学
生
ら
を
召
還
す
る
こ
と
や
、

隋
に
か
わ
っ
た
唐
と
国
交
を
開
く
こ
と
と
を
朝
廷
に
奏
聞
し
て
い
ま
す
。

推
古
天
皇
の
あ
と
を
受
け
た
舒
明
天
皇
は
、
即
位
後
ま
も
な
く
の
舒
明
天
皇
二
年
、
六
三
〇

年
に
、
こ
の
恵
日
を
第
一
回
の
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
舒
明
天
皇
十
二

年
、
六
四
〇
年
に
は
、
中
臣
鎌
子
や
中
大
兄
皇
子
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る

南
淵

み
な
ぶ
ち
の

請し
ょ
う

安あ
ん

や
、
の
ち
に
大
化
改
新
の
新
政
権
が
発
足
し
た
際
、
国
博
士
と
し
て
活
躍
す
る
高た

か

向む
こ
の

玄げ
ん

理り

が
帰
朝
し
て
い
ま
す
。
か
れ
ら
が
、
向
こ
う
で
見
聞
し
た
東
ア
ジ
ア
の
動
静
や
、
唐

の
す
ぐ
れ
た
文
化
は
、
当
時
蘇
我
氏
の
ふ
る
ま
い
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
朝
廷
内

部
の
人
間
に
、わ
が
国
に
も
政
治
的
改
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

◆
つ
ぎ
に
中
大
兄
皇
子
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
中
大
兄
皇
子
と
い
え
ば
、
中
臣
鎌
足
と
と

も
に
蘇
我
氏
を
打
倒
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

蘇
我
氏
の
専
横
に
憤
り
を
感
じ
て
い
た
中
臣
鎌
足
は
、
中
大
兄
皇
子
に
心
を
寄
せ
、
接
近
の

機
会
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
。
法ほ

う

興こ
う

寺じ

の
打だ

毬き
ゅ
う

（
ま
り
う
ち
）
の
会
で
、
中
大
兄
皇
子
の
沓く

つ

を
拾
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
皇
子
に
近
づ
き
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
計
畫
を
打
ち
明
け
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
有
名
で
す
。

こ
う
し
て
手
を
組
ん
だ
鎌
足
と
中
大
兄
皇
子
で
す
が
、
二
人
は
、
蘇そ

我が
の

倉く
ら

山や
ま

田だ

石い
し

川か
わ

麻ま

呂ろ

を

は
じ
め
、
佐
伯

さ
え
き
の

子こ

麻ま

呂ろ

や
葛
城

か
ず
ら
ぎ
の

稚わ
か

犬
養

い
ぬ
か
い
の

網あ
み

田た

を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
仲
間
に
引
き
入
れ
、
皇
極
天
皇

四
年
、
西
暦
六
四
五
年
の
六
月
、
つ
い
に
大
極
殿
で
入
鹿
を
殺
害
し
ま
す
。
三
韓
が
調
を
進
上

す
る
日
に
、
ま
ず
、
宮
中
で
入
鹿
が
斬
ら
れ
、
つ
い
で
甘
檮

あ
ま
か
し
の

岡お
か

に
蝦
夷
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
と

い
う
『
日
本
書
紀
』
の
叙
述
は
真
に
迫
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
一
場
の
ド
ラ
マ
を
観
る
か
の
よ

う
で
す
。

◆
こ
う
し
て
み
る
と
、
蘇
我
氏
本
宗
家
の
没
落
は
、
ま
こ
と
に
あ
っ
け
な
い
も
の
で
す
ね
。
蘇

我
氏
打
倒
に
成
功
し
た
中
大
兄
皇
子
は
、
律
令
国
家
の
建
設
を
進
め
て
い
く
わ
け
で
す
か
。

こ
こ
か
ら
の
動
き
は
迅
速
で
す
ね
。
こ
の
乙
巳
の
変
の
直
後
に
皇
極
天
皇
は
軽
皇
子
に
位
を

譲
り
、
孝
徳
天
皇
が
誕
生
し
ま
す
。
こ
の
日
、
さ
ら
に
新
政
権
の
首
脳
陣
が
発
表
さ
れ
る
と
と

も
に
、
あ
ら
た
に
「
大
化
」
と
い
う
年
号
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
の
首
脳
陣
の
ス
タ
ッ
フ

は
、
中
大
兄
皇
子
を
皇
太
子
と
し
た
の
を
筆
頭
に
、
阿
倍
内
麻
呂
を
左
大
臣
に
、
蘇
我
倉
山
田

石
川
麻
呂
を
右
大
臣
に
、
中
臣
鎌
足
を
内

う
ち
つ

臣お
み

に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
僧
旻
と

高
向
玄
理
の
二
人
を
国
博
士
に
任
じ
て
、
国
政
上
の
顧
問
と
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
改
新
の
新
政
府
は
、あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
周
到
さ
を
も
っ
て
、

矢
継
ぎ
ば
や
に
新
し
い
政
策
を
発
布
し
て
い
き
ま
す
が
、『
日
本
書
紀
』
の
大
化
元
年
以
降
の

記
事
に
は
、
そ
う
し
た
改
革
案
が
数
多
く
み
え
て
い
ま
す
。
改
新
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
大
化
二

年
、
六
四
六
年
に
出
さ
れ
た
「
改
新
の
詔
」
は
、
そ
う
し
た
改
新
政
府
の
基
本
方
針
を
ま
と
め

た
総
合
的
な
プ
ラ
ン
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
「
改
新
の
詔
」
に
つ
い
て
は
、
学
界
で
も
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
声
が
あ
る
と
う
か
が
っ
て
い

ま
す
が
。

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。「
改
新
の
詔
」
は
、
前
後
に
出
た
他
の
法
令
と
比
較
す
る
と
、

整
い
す
ぎ
て
い
る
感
じ
を
受
け
ま
す
し
、全
四
項
目
の
う
ち
二
項
目
以
下
の
副
文
の
な
か
に
は
、

の
ち
の
大
宝
令
や
養
老
令
と
同
じ
文
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
存
在
を
念
頭
に
お
か

な
い
と
、
意
味
の
と
れ
な
い
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「
改
新
の
詔
」
が
ほ
ん
と
う
に
大

化
二
年
当
時
の
も
の
か
ど
う
か
を
疑
う
研
究
者
も
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
詔
に
は
独
自
の
内

容
も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
化
二
年
に
「
改
新
の
詔
」
の
原
形
と
な
る
政
策
が
打
ち
出

さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

◆
た
だ
、
こ
う
し
た
政
治
改
革
も
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
中
大
兄
皇
子
も
苦
労
さ
れ

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
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た
よ
う
で
す
が
。

そ
う
で
す
。
す
べ
て
を
刷
新
す
る
た
め
に
、
難
波
に
宮
を
移
し
、
大
規
模
な
宮
都
（
難
波
長
柄

豊
碕
宮
）
を
築
い
た
の
で
す
が
、
白
雉
四
年
、
六
五
三
年
、
中
大
兄
皇
子
は
皇
極
上
皇
・
間
人

皇
后
・
大
海
人
皇
子
と
と
も
に
飛
鳥
に
引
き
上
げ
ま
す
。
難
波
に
一
人
置
き
去
り
に
さ
れ
た
孝

徳
天
皇
は
失
意
の
う
ち
に
崩
御
し
ま
す
が
、
改
新
政
府
の
内
部
分
裂
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
す
。

そ
の
後
、
皇
極
上
皇
が
重
祚
し
ま
す
が
（
斉
明
天
皇
）、
こ
の
天
皇
の
治
世
の
六
年
、
す
な

わ
ち
六
六
〇
年
に
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
て
、
百
済
が
滅
亡
し
ま
す
。
百
済
は
、
日

本
に
救
援
軍
の
派
遣
を
乞
う
使
者
を
送
り
、
あ
わ
せ
て
人
質
と
し
て
日
本
に
い
た
王
子
余よ

豊
璋

ほ
う
し
ょ
う

を
国
主
に
迎
え
た
い
と
願
い
出
ま
す
。

斉
明
天
皇
は
、
こ
れ
を
容
れ
て
自
身
も
陣
頭
に
立
っ
て
筑
紫
に
出
向
き
ま
す
が
、
翌
年
七
月
、

朝
倉
宮
で
突
如
崩
御
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
救
援
軍
は
派
遣
さ
れ
る
の
で
す
が
、
六
六
二
年
の
白

村
江
の
戦
で
大
敗
し
、
這ほ

う
這
う
の
体
で
撤
退
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。

中
大
兄
皇
子
は
、
即
位
も
し
な
い
ま
ま
、
国
防
に
追
わ
れ
、
六
六
七
年
に
は
都
を
近
江
大
津

宮
に
遷
し
ま
す
。
幸
い
、
唐
と
の
和
平
が
成
立
し
ま
す
が
、
国
内
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
忙
殺

さ
れ
ま
す
。
即
位
が
実
現
し
た
の
は
遷
都
の
翌
年
の
こ
と
で
、
即
位
し
て
か
ら
わ
ず
か
四
年
で

崩
御
し
ま
し
た
か
ら
、
心
労
が
重
な
っ
た
こ
と
が
死
期
を
早
め
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

◆
残
り
時
間
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、『
日
本
書
紀
』
の
最
後
を
飾
る
天
武
天
皇
・
持
統
天

皇
の
巻
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、天
武
天
皇
に
つ
い
て
は
な
ん
と
云
っ
て
も
、

壬
申
の
乱
で
す
ね
。

『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
一
代
で
一
巻
を
立
て
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
が
、
天
武
天
皇

紀
は
上
下
二
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
上
巻
は
、
全
篇
壬
申
の
乱
の
記
述
で

す
。
こ
れ
は
、
壬
申
の
乱
が
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
乱
に
関
す

る
記
録
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
た
こ
と
が
原
因
の
よ
う
で
す
。

天
智
天
皇
は
、
亡
く
な
る
直
前
に
大
海
人
皇
子
、
の
ち
の
天
武
天
皇
を
病
床
に
呼
ん
で
、
つ

ぎ
の
天
皇
に
指
名
し
ま
す
。
し
か
し
、
天
智
天
皇
の
真
意
が
愛
息
・
大
友
皇
子
の
即
位
に
あ
っ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）

― 44 ―
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た
こ
と
を
知
る
大
海
人
皇
子
は
、
天
智
天
皇
の
申
し
出
を
断
り
、
吉
野
に
隠
棲
し
ま
す
。

し
ば
ら
く
は
吉
野
に
逼
塞
し
て
い
た
皇
子
で
す
が
、
そ
の
後
、
近
江
か
ら
不
穏
な
情
報
が
も

た
ら
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
先
手
を
打
っ
て
大
友
皇
子
打
倒
を
決
意
、
自
身
の
支
持
基
盤
で
あ
る

美
濃
国
を
目
指
し
ま
す
。
こ
の
決
断
力
と
、
迅
速
な
行
動
が
功
を
奏
し
、
大
海
人
皇
子
は
こ
の

戦
い
に
勝
利
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
壬
申
の
乱
の
あ
ら
ま
し
で
す
。

◆
乱
後
の
世
界
は
、
ど
う
な
り
ま
し
た
か
。

多
く
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
内
乱
は
、
た
ん
に
勝
者
の
大
海
人
皇
子
が
つ
ぎ
の
天
皇
に
な
っ

た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
国
家
の
方
向
性
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
乱
の
歴

史
的
意
義
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

壬
申
の
乱
で
反
対
派
勢
力
を
一
掃
し
た
天
武
天
皇
は
、
大
化
改
新
や
百
済
の
救
援
で
苦
労
し

た
天
智
天
皇
に
く
ら
べ
る
と
、
思
う
存
分
手
腕
を
ふ
る
う
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
巻
二
十
九
の

天
武
天
皇
紀
の
下
巻
や
、
つ
づ
く
持
統
天
皇
紀
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
律
令
国
家
の

基
礎
に
な
る
事
業
や
制
度
の
多
く
が
、
こ
の
時
代
に
は
じ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
武
天
皇
が
取

り
組
ん
だ
事
業
は
い
ろ
い
ろ
な
方
面
に
わ
た
り
ま
す
が
、
神
事
・
仏
事
の
興
隆
や
、
民
生
の
安

定
、
法
律
の
整
備
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
実
行
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

な
か
で
も
、
天
武
天
皇
が
着
手
し
て
、
持
統
天
皇
の
時
代
に
施
行
さ
れ
た
飛
鳥

あ
す
か

浄き
よ

御み

原は
ら

律り
つ

令り
ょ
う

（
た
だ
し
、
律
が
完
成
・
施
行
さ
れ
た
か
は
疑
問
が
あ
る
）
は
、
の
ち
の
大
宝

た
い
ほ
う

律
令
や
養
老

よ
う
ろ
う

律
令

の
も
と
い
に
な
っ
た
、
重
要
な
法
典
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
天
武
天
皇
は
、
そ
の
制
定
に
際

し
て
「
わ
た
く
し
は
、
今
か
ら
更、

に、

律
令
を
定
め
、
法
式
を
改
め
よ
う
と
思
う
」
と
詔
し
て
い

ま
す
が
、
じ
つ
は
、
こ
う
し
た
、
体
系
的
な
法
律
の
整
備
は
、
亡
く
な
っ
た
兄
の
天
智
天
皇
の

悲
願
だ
っ
た
の
で
す
。
天
武
天
皇
は
、
は
か
ら
ず
も
兄
に
背
く
か
た
ち
で
皇
位
に
つ
き
ま
し
た

が
、
天
智
天
皇
が
敷
い
た
路
線
を
自
分
な
り
に
継
承
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
こ
の
詔
も
、
そ
う
し
た
天
武
天
皇
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
初
回
に
の
べ
ま
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
着
手
し
た

の
も
、
こ
の
天
武
天
皇
で
す
。
天
皇
は
帝
紀
や
旧
辞
の
正
説
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

自
身
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
『
日
本
書
紀
』
は
持
統
天
皇
の
巻
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
な
に
か
コ
メ
ン

ト
は
あ
り
ま
す
か
？

持
統
天
皇
は
、
天
武
天
皇
の
皇
后
だ
っ
た
女
性
で
、
亡
き
夫
・
天
武
天
皇
の
遺
志
を
忠
実
に

継
承
し
ま
し
た
。
天
武
天
皇
の
在
位
中
に
は
完
成
し
な
か
っ
た
、
い
ろ
い
ろ
な
事
業
が
こ
の
時

期
に
成
就
し
、
律
令
国
家
の
基
礎
が
確
立
す
る
と
い
う
点
で
は
、
持
統
天
皇
朝
は
注
目
す
べ
き

時
代
で
す
。

◆
五
回
に
わ
た
っ
て
う
か
が
っ
て
き
た
『
日
本
書
紀
』
の
お
話
も
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
が
、
最

後
に
な
に
か
あ
れ
ば
、
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
は
一
般
の
か
た
に
は
難
解
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
今
は
よ
い
注
釈
書
や
現
代
語
訳
も
出
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
親
し
ん
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
祖
先
が
日
本
と
い
う
国
の
誕
生
と
発
展
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
が
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
は
、
日

本
人
が
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
う
え
で
、
大
き
な
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
る

は
ず
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
戦
後
、
こ
れ
を
疑
問
視
し
た
り
、
あ

る
い
は
否
定
す
る
学
説
が
主
流
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
研
究
が
進
む
と
、
か
な
ら
ず
し
も
デ

タ
ラ
メ
や
架
空
の
お
話
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
研

究
が
進
む
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し

自
身
も
、
微
力
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

拙
い
お
話
で
し
た
が
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『
日
本
書
紀
』
を
語
る

『
日
本
書
紀
』
撰
上
千
三
百
年
記
念
に
寄
せ
て

（
史
料
編
纂
所
）
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附表 『日本書紀』各巻の編成とおもな内容
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巻 天皇 年号 事件

1 神代上 ①最初に登場する神を『日本書紀』は国常立尊とするが、
『古事記』では天御中主神。『日本書紀』では、国常立尊
→国

クニ

狭
ノサ

槌
ツチ

尊→豊
トヨ

斟渟
ク ム ヌ

尊の 3神（陽気のみによって生まれ
た独神）のあと、男女の対偶神 4代がつづくが（神世七
代）、その最後に登場するのが、伊弉諾尊・伊弉冉尊。
②この 2人が磤馭慮嶋で夫婦の契りをかわし、大八洲国
を生み、天下の主者としての四神（天照大神・月夜見尊・
蛭子・素戔嗚尊）を生む。
③天照大神と素戔嗚尊は誓約によって子を生むが、乱暴
が過ぎて天照大神を天石窟に籠らせたので、根国に追放。
④素戔嗚尊は根国に向かう途中、出雲で八岐大蛇を退治
する。素戔嗚尊の子孫の大国主命の活躍は、『日本書紀』
にはない。

2 神代下 ⑤天照大神の孫の瓊瓊杵尊を葦原中国の主とするため
に、大己貴神と国譲りの交渉をおこなう。
⑥その結果、大己貴神は出雲に退き、天孫・瓊瓊杵尊は
高千穂峰に降臨。
⑦瓊瓊杵尊は、笠狭の碕で鹿葦津姫と結婚し、産屋に火
を放ちつつ彦火火出見尊らを生む。
⑧山幸彦・海幸彦の話。
⑨彦火火出見尊は豊玉姫と結婚し、鸕鷀草葺不合尊を生
み、さらにこの神が玉依姫を妃に迎えて神日本磐余彦尊
らを生む。

3 ①神武天皇紀 甲寅年に、塩土老翁の教えにしたかって都を定める場所
として東方の美しい国の存在を教えられ、兄たちと日向
を船出。苦難の末、辛酉年に橿原宮で即位。

4 ②綏靖・③安寧・④懿徳・⑤孝
昭・⑥孝安・⑦孝霊・⑧孝元・
⑨開化天皇紀

帝紀的な記載のみで、個々の天皇の事蹟は記されない。

5 ⑩崇神天皇紀 崇神天皇 6年

崇神天皇 7年
崇神天皇10年
崇神天皇12年

天皇、天照大神・倭大国魂神の神威を畏れ、天照大神を
笠縫に移す（倭大国魂神については不明）。
大物主神を大田田根子に、倭大国魂神を長尾市に祭らせる。
四道将軍を派遣/武埴安彦の謀反。
戸籍を調査し、課役を科す。

6 ⑪垂仁天皇紀 垂仁天皇25年 天照大神が伊勢に鎮座。

7 ⑫景行・⑬成務天皇紀 成務天皇 5年 諸国に命じ、国郡に造長を立て、県邑に稲置を設置。

8 ⑭仲哀天皇紀 仲哀天皇 8年
仲哀天皇 9年

天皇、神託を信用せず、熊襲を討つも敗退。
天皇、突如崩御（一説に戦死）/皇后、新羅征討/凱旋し
て誉田別皇子を出産。

9 神功皇后紀 神功摂政元年
神功摂政46年（366）
神功摂政47年（367）
神功摂政49年（369）

麛坂王・忍熊王兄弟のクーデター。
百済、通交を需め、日本に使者を派遣。
百済・新羅が朝貢。
百済とともに新羅を攻め、任那七国を平定。
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10 ⑮応神天皇紀 応神天皇 2年（391）
このころ
応神天皇16年

倭が百済・新羅を討って臣民とする（広開土王碑）。
技術者や学者の来朝が相次ぐ。
菟道稚郎子が王仁に典籍を習う。

11 ⑯仁徳天皇紀 仁徳天皇 2年
仁徳天皇 4年
仁徳天皇11年
仁徳天皇13年
仁徳天皇30年
仁徳天皇87年

磐之媛立后。
百姓の課役を 3年間免除する。
難波堀江を開鑿/茨田堤を築く。
茨田屯倉を立てる/和珥池・横野堤を築く。
天皇、皇后紀国遊行中に八田皇女を召し入れる。
住吉仲皇子が去来穂別尊を殺そうとして誅殺される。

12 ⑰履中・⑱反正天皇紀 履中天皇元年
履中天皇 4年
履中天皇 6年

去来穂別尊、磐余稚桜宮で即位。
諸国に国史を置く。
蔵職を建て、蔵部を定める。

13 ⑲允恭・⑳安康天皇紀 允恭天皇 4年
允恭天皇 8年
允恭天皇23年
允恭天皇24年
允恭天皇42年

安康天皇元年
安康天皇 3年

甘橿丘で盟神探湯を行い、氏姓を定める。
皇后の妹の弟姫（衣通郎姫）を藤原宮に住まわせる。
木梨軽皇子を皇太子に立てる。
皇太子と同母妹の軽大娘皇女の姦通が発覚。
皇太子が穴穂皇子を襲おうとするが、皇子に包囲され自
害。穴穂皇子即位。
天皇は根使主の讒言を信じ、大草香皇子を殺害。
大草香皇子の遺児眉輪王、天皇を殺害。大泊瀬皇子、八
釣白彦皇子を殺害。葛城円大臣、眉輪王と坂合黒彦皇子
を匿うも、3 人は大泊瀬皇子に焼き殺される。大泊瀬皇
子は市辺押磐皇子も殺害、御馬皇子は処刑。

14 ㉑雄略天皇紀 雄略天皇 9年（465）
雄略天皇19年（475）
雄略天皇20年（476）
雄略天皇22年（478）
雄略天皇23年（479）

紀小弓・蘇我韓子らを派遣して新羅を討つ。
百済の王都漢山城が高句麗により陥落、蓋鹵王殺害。
高句麗、百済を滅ぼす（直後に復興）。
武が「使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安
東大将軍倭王」に叙せられる/宋滅び、斉興る（宋書）。

15 ㉒清寧・㉓顕宗・㉔仁賢天皇紀 清寧天皇 2年（481）
顕宗天皇元年（485）
仁賢天皇元年（488）
仁賢天皇11年（498）

億計王（仁賢天皇）・弘計王（顕宗天皇）が発見される。
弘計王（顕宗天皇）即位。
億計王（仁賢天皇）即位。
武烈天皇即位。

16 ㉕武烈天皇紀 武烈天皇 8年（506） 天皇崩御。倭彦王を迎えるも、王は逃亡。

17 ㉖継体天皇紀 継体天皇元年（507）
継体天皇 6年（512）
継体天皇21年（527）
継体天皇26年（532）

三国から男大迹王が迎えられ、樟葉宮で即位。
百済に任那 4県を割譲。
磐井の乱勃発。
金官国、新羅に降る。

18 ㉗安閑・㉘宣化天皇紀 安閑天皇 2年（535） 諸国に屯倉を設置。

19 ㉙欽明天皇紀 欽明天皇 2年（541）
欽明天皇13年（552）
欽明天皇16年（555）
欽明天皇23年（562）
欽明天皇31年（570）

百済聖明王に詔し、任那復興を命じる。
百済聖明王、釈迦仏の金銅像などを奉る（仏教伝来）。
白猪屯倉を設置。
新羅が大加羅国を滅ぼし、任那滅ぶ。
蘇我稲目歿す。

巻 天皇 年号 事件
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20 ㉚敏達天皇紀 敏達天皇12年（583）

敏達天皇14年（585）

百済にいた火葦北国造阿利斯登の子日羅を召還。
蘇我馬子、石川の邸宅に仏殿を建立/物部守屋、仏像・
仏殿を焼き、焼け残りの仏像を堀江に捨てる。

21 ㉛用明・㉜崇峻天皇紀 用明天皇 2年（587）

崇峻天皇 5年（592）

仏法への帰依を詔する/蘇我馬子、炊屋姫尊を奉じ、穴
穂部皇子と宅部皇子を殺害。物部守屋も殺害。
蘇我馬子、東漢直駒に命じて天皇を殺害させる。

22 ㉝推古天皇紀 推古天皇 4年（596）
推古天皇 8年（600）

推古天皇10年（602）

推古天皇11年（603）
推古天皇12年（604）
推古天皇15年（607）
推古天皇22年（614）

推古天皇31年（623）
推古天皇36年（628）

法興寺完成。
新羅と任那が戦う。新羅はいったん降伏するも、再び任
那を侵す/隋に遣使を派遣。
来目皇子を新羅攻撃の将軍とし兵を授ける（翌年、皇子
は筑紫で歿す）。
当麻皇子を新羅征討の将軍とする/冠位十二階施行。
皇太子、十七条憲法を作る。
小野妹子を隋に派遣（翌年、帰国）。
犬上御田鍬・薬師恵日らを隋に派遣（翌年、帰国）。蘇
我馬子病臥（626年、歿す）。
医恵日、隋より帰朝。
推古天皇崩御/山背大兄皇子を推す境部摩理勢、田村皇
子を推す蘇我蝦夷に殺害される。

23 ㉞舒明天皇紀 舒明天皇元年（629）
舒明天皇 2年（630）
舒明天皇 3年（631）
舒明天皇12年（640）

田村皇子即位。
第 1次遣唐使（犬上三田耜・薬師恵日）派遣。
百済王義慈、王子豊章を人質として奉る。
南淵請安・高向玄理が帰国。

24 ㉟皇極天皇紀 皇極天皇 2年（643）
皇極天皇 3年（644）
皇極天皇 4年（645）
大化元年（646）

蘇我入鹿、山背大兄皇子を斑鳩宮に襲う。
唐、第 1次高句麗遠征。
中大兄皇子ら蘇我入鹿を討つ。
大化改新詔発布。

25 ㊱孝徳天皇紀 白雉 3年（652） 難波長柄豊碕宮完成。

26 ㊲斉明天皇紀 斉明天皇 4年（658）
斉明天皇 6年（660）
斉明天皇 7年（661）

有間皇子の変。
百済滅亡。
天皇、筑紫の朝倉宮で崩御。

27 ㊳天智天皇紀（㊴弘文天皇） 天智天皇 2年（663）
天智天皇 6年（667）
天智天皇 7年（668）
天智天皇10年（671）

白村江の戦で大敗。
近江大津宮遷都。
即位/唐の攻撃により、高句麗滅ぶ。
近江令施行。

28 ㊵天武天皇紀上 天武天皇元年（672） 壬申の乱勃発。

29 ㊵天武天皇紀下 天武天皇 4年（675）
天武天皇10年（681）
天武天皇13年（684）
天武天皇14年（685）

竜田の風神祭と広瀬の大忌祭。
律令制定に着手/草壁皇子立太子/『日本書紀』編纂に着手。
八色の姓制定。
冠位制の制定。

30 ㊶持統天皇紀 持統天皇 3年（689）
持統天皇 4年（690）
持統天皇 8年（694）
持統天皇11年（697）

飛鳥浄御原律令施行。
皇后即位/庚午年籍/藤原に行幸し、宮地を視察。
藤原京遷都。
軽皇子（文武天皇）に譲位。

巻 天皇 年号 事件


