
孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ

堀

井

純

二

平
成
二
十
五
年
八
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
六
巻
第
四
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
六
巻
第
四
号

平

成

二

十

五

年

八

月

十

日

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し

日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ

堀

井

純

二

□

要

旨

孝
徳
天
皇
朝
の
改
新
政
治
の
舞
台
と
な
つ
た
宮
都
に
つ
い
て
︑﹃
日
本
紀
﹄
大
化
元
年
十
二
月
癸
卯
条
の
遷
都
記
事
は
難
波
遷
都
を
予
告
し
た
も

の
で
あ
り
︑
実
際
の
遷
都
は
子
代
離
宮
へ
の
行
幸
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
子
代
離
宮
と
小
郡
宮
は
同
一
の
宮
と
す
る
直
木
幸
次
郎
説
は
妥
当
な
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
︒
次
い
で
見
ら
れ
る
埼
宮
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
長
柄
豊
埼
宮
の
﹁
前
身
﹂
と
す
る
説
や
︑
造
営
中
の
豊
埼
宮
と
す
る
説
が
あ
る
が
︑

い
づ
れ
も
根
拠
薄
弱
で
両
者
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
で
問
題
と
な
る
の
は
味
経
宮
と
大
郡
宮
で
あ
る
︒
味
経
宮
は
長
柄
豊
埼
宮
の
東
南
の
地
に
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
が
︑
こ

の
宮
は
大
勢
の
僧
侶
に
一
切
経
を
読
ま
し
め
る
な
ど
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
宮
で
あ
る
︒
こ
の
味
経
宮
と
大
郡
宮
は
同
一
の
宮
で
あ
る
と
考
へ
る
の

が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
が
︑﹃
日
本
紀
﹄
は
孝
徳
天
皇
を
﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
ぜ
ら
れ
た
と
評
し
て
ゐ
る
が
︑
そ
の
理
由
は
仏
教
的
色
彩

の
強
い
味
経
宮
造
営
に
関
係
し
て
生
国
玉
神
社
の
木
を
切
る
事
が
あ
り
︑
そ
れ
が
こ
の
や
う
な
評
価
を
下
す
理
由
の
な
つ
た
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

孝
徳
天
皇

小
郡
宮

長
柄
豊
埼
宮

味
経
宮

大
郡
宮

﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
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は

し

が

き

孝
徳
天
皇
朝
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
改
新
政
治
が
推
進
さ
れ
た
時
で
あ
る
︒
そ
の
舞
台
と
な
つ
た
宮
都
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
紀
﹄
大
化
元

年
十
二
月
癸
卯
条
の
記
事
か
ら
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
考
へ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑
豊
碕
宮
へ
の
遷
都
は
白
雉
二
年
十
二
月
晦
の
こ
と
で
あ

り
︑
そ
の
完
成
は
白
雉
三
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
そ
れ
以
前
の
諸
改
革
は
ど
こ
で
行
は
れ
た
の
か
︒
本
稿
で
は
孝
徳
天
皇
紀
に
見
ら
れ
る
諸
宮
に
つ
い
て
検
討
を
加
へ
る
と
と
も

に
︑﹃
日
本
紀
﹄
が
孝
徳
天
皇
を
﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
と
評
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
博
雅
の
御
示
教
を
お

願
ひ
し
た
い
︒

一
︑
孝
徳
天
皇
朝
の
諸
宮

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
に
つ
い
て
は
︑
孝
徳
天
皇
紀
大
化
元
年
十
二
月
癸
卯
条
に

遷
二

都
難
波
長
柄
豊
碕
一

︒
老
人
等
相
謂
之
曰
︒
自
レ

春
至
レ

夏
鼠
向
二

難
波
一

︒
遷
都
之
兆
也
︒

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
大
化
元
年
十
二
月
癸
卯
に
大
和
か
ら
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
遷
都
さ
れ
た
と
み
ら
れ
や
す
い
の
で
あ
る

が
︑
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
遷
都
さ
れ
た
の
は
︑
白
雉
二
年
十
二
月
晦
条
に

於
レ

是
天
皇
従
二

於
大
郡
一

遷
居
二

新
宮
一

︒
号
曰
二

難
波
長
柄
豊
碕
宮
一

︒

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
な
や
う
に
白
雉
二
年
十
二
月
晦
日
の
こ
と
で
あ
り
︑
大
化
元
年
十
二
月
癸
卯
条
の
記
事
は
難
波
へ
の
遷
都
を

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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予
告
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
孝
徳
天
皇
紀
に
は
宮
都
に
関
し
た
記
事
が
数
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
一
覧
に
し
て
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
︒

１
︑
大
化
元
年
十
二
月
癸
卯
︵
九
日
︶︒
遷
二

都
難
波
長
柄
豊
碕
一

︒

２
︑
大
化
二
年
正
月
︵
是
月
︶

天
皇
御
二

子
代
離
宮
一

︒︵
中
略
︶
或
本
云
︒
壊
二

難
波
狭
屋
部
邑
子
代
屯
倉
一

而
起
二

而
行
宮
一

︒

３
︑
大
化
二
年
二
月
戊
申
︵
十
五
日
︶︒
天
皇
︑
幸
二

宮
東
門
一

︒

４
︑
大
化
二
年
二
月
乙
卯
︵
二
十
二
日
︶︒
天
皇
還
レ

自
二

子
代
離
宮
一

︒

５
︑
大
化
二
年
九
月
︵
是
月
︶︒
天
皇
御
二

蝦
蟇
行
宮
一

︒
或
本
云
︑
離
宮
︒

６
︑
大
化
三
年
是
歳
︒
壊
二

小
郡
一

而
営
レ

宮
︒
天
皇
処
二

小
郡
宮
一

而
定
二

礼
法
一

︒

７
︑
大
化
三
年
十
二
月
晦
︒
停
二

武
庫
行
宮
一

︒

８
︑
大
化
四
年
正
月
壬
午
朔
︒
是
夕
︒
天
皇
幸
二

于
難
波
碕
宮
一

︒

９
︑
白
雉
元
年
正
月
辛
丑
朔
︒
車
駕
幸
二

味
経
宮
一

︒
観
二

賀
正
礼
一

︒︵
註
略
︶
是
日
車
駕
還
レ

宮
︒

︑
白
雉
元
年
十
月
︒
為
レ

入
二

宮
地
一

所
二

壊
丘
墓
一

及
被
レ

遷
人
者
︒
賜
レ

物
各
有
レ

差
︒
即
遣
二

将
作
大
匠
荒
田
井
直

比
羅
夫
一

立
二

10
宮
堺
標
一

︒

︑
白
雉
二
年
十
二
月
晦
︒
於
二

味
経
宮
一

請
二

二
千
一
百
余
僧
尼
一

︒
使
レ

読
二

一
切
経
一

︒
是
夕
︒
燃
二

二
千
七
百
余
灯
於
朝
庭
内
一

︒

11
使
レ

読
二

安
宅
・
土
側
等
経
一

︒

︑︵
白
雉
二
年
十
二
月
晦
︶
於
レ

是
天
皇
従
二

於
大
郡
一

遷
居
二

新
宮
一

︒
号
曰
二

難
波
長
柄
豊
碕
宮
一

︒

12
︑
白
雉
三
年
正
月
己
未
朔
︒
元
日
礼
訖
︒
車
駕
幸
二

大
郡
宮
一

︒

13
︑
白
雉
三
年
九
月
︒
造
レ

宮
已
訖
︒

14
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︑
白
雉
五
年
十
月
癸
卯
朔
︒︵
皇
太
子
等
︶
赴
二

難
波
宮
一

︒

15こ
の
中
で
最
後
の

は
皇
太
子
等
に
よ
る
孝
徳
天
皇
の
お
見
舞
ひ
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
が
難
波
長
柄
豊
碕
宮
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

15

あ
り
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
︑
本
稿
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
︒

二
︑
子
代
行
宮
と
小
郡
宮

１
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
や
う
に
難
波
へ
の
遷
都
を
告
知
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
孝
徳
天
皇
は
即
位
後
何
処
に
居
ら

れ
た
の
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
︑
４
に
関
し
て
小
学
館
新
古
典
文
学
全
集
本
が

ど
こ
へ
還
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
︑
大
和
の
飛
鳥
板
蓋
宮
か
︵
１
︶

︒

と
註
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
︑
飛
鳥
板
蓋
宮
と
考
へ
る
の
が
穏
当
だ
と
思
は
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
２
で
は
︑
天
皇
は
子
代
離
宮
に
御
し
て
を
ら
れ
る
の
あ
る
︒
そ
の
行
幸
が
何
時
の
こ
と
か
明
確
で
は
な
い
が
︑
そ
の
地
理
か

ら
考
へ
て
子
代
屯
倉
の
地
を
宮
と
し
て
整
へ
ら
れ
た
も
の
︵
２
︶

で
あ
り
︑
そ
の
行
幸
は
大
化
元
年
十
二
月
の
事
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
可

能
だ
と
思
は
れ
る
︒
３
の
記
事
は
︑
天
皇
が
宮
の
東
門
に
出
御
し
︑
蘇
我
石
川
麻
呂
に
詔
を
宣
せ
し
め
ら
れ
た
記
事
で
あ
り
︑
二
年
正
月

の
賀
正
及
び
改
新
の
詔
の
発
布
も
︑
小
学
館
新
古
典
文
学
全
集
本
が
︑

大
化
二
年
正
月
朔
条
に
は
改
新
の
詔
を
宣
し
た
場
所
を
記
し
て
い
な
い
が
︑
そ
の
場
所
は
子
代
離
宮
か
︵
３
︶

︒

と
記
し
て
ゐ
る
の
に
従
ふ
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
︒
天
皇
は
４
の
や
う
に
一
旦
子
代
離
宮
か
ら
還
ら
れ
た
後
︑
九
月
に
は
５
の
や
う
に

蝦
蟇
宮
に
行
幸
さ
れ
て
ゐ
る
︒
こ
の
蝦
蟇
宮
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
一
説
に
は
高
津
宮
の
故
地
に
営
ま
れ
た
宮
と

も
い
は
れ
︵
４
︶

て
ゐ
る
︒
さ
う
と
す
れ
ば
子
代
離
宮
の
近
辺
で
あ
る
︒
続
け
て
６
で
は
小
郡
宮
を
営
ま
れ
た
事
が
記
さ
れ
て
を
り
︑
小
学
館
新

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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古
典
文
学
全
集
本
は
︑

孝
徳
紀
に
見
え
る
難
波
宮
は
︑
こ
れ
以
前
は
子
代
離
宮
と
蝦
蟇
行
宮
で
あ
る
︒
小
郡
宮
の
成
立
を
も
っ
て
正
式
の
難
波
遷
都
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
︵
５
︶

︒

と
記
し
て
ゐ
る
︒

そ
も
そ
も
孝
徳
天
皇
朝
の
宮
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
宮
︵
子
代
離
宮
・
蝦
蟇
行
宮
・
小
郡
宮
・
武
庫
行
宮
・
難
波
碕
宮
・
味
経
宮
・
難
波
長

柄
豊
碕
宮
・
大
郡
宮
︶
の
中
で
造
営
を
意
味
す
る
記
載
の
為
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
子
代
離
宮
と
小
郡
宮
・
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
み
で
あ
る
︒

子
代
離
宮
に
関
し
て
は
︑
２
の
や
う
に
﹁
或
本
云
﹂
と
し
て

壊
二

難
波
狭
屋
部
邑
子
代
屯
倉
一

而
起
二

而
行
宮
一

︒

と
︑
子
代
屯
倉
を
壊
し
て
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
を
り
︑
そ
の
子
代
屯
倉
の
所
在
地
で
あ
る
狭
屋
部
邑
に
つ
い
て
は
﹃
倭
名

類
聚
抄
﹄
に
巻
六
﹁
摂
津
國
第
七
十
二
﹂
の
西
成
郡
の
条
に
﹁
讃
楊
﹂
郷
が
記
さ
れ
て
を
り
︑
ま
た
﹃
行
基
年
譜
﹄
の
行
基
七
十
七
歳
・

聖
武
天
皇
二
十
一
年
条
に
難
波
渡
院
・
枚
松
院
と
と
も
に
作
蓋
部
院
が
記
さ
れ
︑
こ
れ
ら
の
寺
の
場
所
に
つ
い
て
﹁
摂
津
国
西
城
︵
成
︶

郡
津
守
村
﹂
と
な
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
狭
屋
部
邑
が
西
成
郡
に
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
津
守
村
の
所
在
が
不
明
な
た
め
に
そ
れ
以

上
の
特
定
は
で
き
な
い
が
︑
西
成
郡
は
小
郡
と
も
い
は
れ
た
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
６
の
小
郡
宮
に
つ
い
て
田
中
卓
氏
や
直
木
孝
次
郎

氏
は
子
代
離
宮
と
小
郡
宮
は
同
一
の
宮
で
あ
り
︑
子
代
屯
倉
を
壊
つ
て
宮
を
建
設
し
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
︵
６
︶

が
︑
首
肯
さ
れ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
︵
７
︶

︒
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
小
郡
宮
造
営
を
以
て
難
波
遷
都
と
考
へ
て
よ
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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三
︑
難
波
碕
宮

７
と
８
は
小
郡
宮
の
造
営
が
な
さ
れ
た
そ
の
年
︑
つ
ま
り
大
化
三
年
の
大
晦
日
に
有
馬
温
湯
か
ら
還
ら
れ
る
途
次
︑
武
庫
行
宮
に
入
ら

れ
︑
翌
日
︵
元
旦
︶
の
賀
正
は
武
庫
行
宮
で
受
け
ら
れ
︑
そ
の
夕
に
難
波
碕
宮
に
幸
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
碕
宮
に
つ
い
て

小
学
館
新
古
典
文
学
全
集
本
は
︑

上
町
台
地
先
端
部
に
あ
っ
た
宮
で
あ
ろ
う
が
︑
所
在
未
詳
︒
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
前
身
か
︵
８
︶

︒

と
記
し
て
ゐ
る
が
︑
こ
の
碕
宮
と
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
つ
い
て
は

で
大
郡
か
ら
新
宮
に

12

遷
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
︑
こ
の
新
宮
を
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
名
づ
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
新
宮
造
営
に
関
し
た
記
事
が

・

・

で
あ
る
が
︑
そ
の
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
規
模
は
東
西
一
八
四
︐
九
四
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
三
九
四
︐
六
九
メ
ー
ト
ル
と
い
ふ
大

10

12

14

規
模
な
も
の
で
あ
る
︒
碕
宮
に
つ
い
て
は
そ
の
規
模
等
不
明
で
あ
る
が
︑
大
化
三
年
晦
日
に
武
庫
行
宮
に
留
ま
り
︑
翌
四
年
正
月
の
賀
正

を
行
宮
で
受
け
ら
れ
て
か
ら
︑
そ
の
夕
べ
に
碕
宮
に
幸
し
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
碕
宮
は
賀
正
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ

ど
の
小
規
模
な
宮
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
︒
碕
宮
が
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
地
に
在
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
豊
碕
宮
は
碕
宮
を
壊
し
て
新

た
に
造
営
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
単
に
﹁
前
身
﹂
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
︒﹃
日
本
歴
史
﹄
第
七

七
〇
号
︵
平
成
二
十
四
年
七
月
号
︶
に
古
内
絵
里
子
氏
が
﹁
七
世
紀
に
お
け
る
大
王
宮
周
辺
空
間
の
形
成
と
評
制
﹂
と
い
ふ
論
文
を
発
表
さ

れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
中
で
古
内
氏
は
こ
の
碕
宮
を
﹁
造
営
中
の
豊
碕
宮
﹂
と
し
て
を
ら
れ
る
が
︑
出
土
の
木
簡
か
ら
そ
の
や
う
に
判
断
す
る

こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
︑
後
述
の
や
う
に
豊
碕
宮
の
造
営
は
こ
の
時
点
で
は
未
だ
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら

れ
︑﹁
造
営
中
の
豊
碕
宮
﹂
と
の
断
定
は
難
し
い
と
思
は
れ
る
︵
９
︶

︒
な
ほ
附
け
加
へ
て
い
ふ
と
︑
古
内
氏
は
こ
の
大
化
四
年
の
賀
正
は
小
郡

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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宮
に
於
い
て
受
け
ら
れ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
︑
前
日
に
は
武
庫
行
宮
に
留
ま
つ
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
や
は
り
武
庫
行
宮
に
於
い
て

受
け
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
︒
古
内
氏
が
賀
正
は
小
郡
宮
に
於
い
て
受
け
ら
れ
た
と
さ
れ
た
の
は
︑
三
年
十
二
月
晦
条
の

﹁
停
二

武
庫
行
宮
一

︒﹂
の
後
︑﹃
日
本
紀
﹄
は
皇
太
子
宮
の
火
災
記
事
を
記
し
︑
さ
ら
に
﹁
是
歳
﹂
と
し
て
冠
位
記
事
を
記
し
て
ゐ
る
た
め

に
四
年
正
月
記
事
と
の
連
続
性
を
失
念
さ
れ
小
郡
宮
に
於
い
て
賀
正
を
受
け
ら
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

四
︑
味
経
宮
と
大
郡
宮

後
残
る
の
は
９
及
び

に
記
さ
れ
て
ゐ
る
味
経
宮
と
︑

の
大
郡
宮
で
あ
る
︒
味
経
宮
の
所
在
地
に
関
し
て
は
︑
か
つ
て
は
﹃
摂
津
志
﹄

11

13

に
よ
り
大
阪
府
摂
津
市
に
所
在
し
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
︵

︶
が
︑
難
波
宮
の
遺
跡
発
掘
の
結
果
︑
今
日
で
は
一
般
に
は
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の

10

東
南
の
地
で
あ
る
東
成
郡
味
原
郷
︵
現
大
阪
市
天
王
寺
区
味
原
町
︶
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
と
こ
ろ
が
吉
川
真
司
氏
は
味
経
宮
と
難
波
長
柄

豊
碕
宮
を
同
一
の
宮
︑
即
ち
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
別
名
が
味
経
宮
と
解
さ
れ
︵

︶
︑
そ
れ
を
受
け
た
古
市
晃
氏
も
吉
川
弘
文
館
発
行
の
﹃
古
代

11

の
都
１
飛
鳥
か
ら
藤
原
京
へ
﹄
所
収
の
﹁
難
波
宮
と
難
波
津
﹂
に
お
い
て
︑
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
つ
い
て
記
し

こ
の
宮
が
味
経
宮
と
も
よ
ば
れ
た
こ
と
は
︑
味
経
宮
を
長
柄
宮
と
も
い
う
﹃
万
葉
集
﹄
な
ど
の
事
例
か
ら
確
実
で
あ
る
︵

︶
︒
12

と
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
の
九
二
八
番
歌
で
あ
る
笠
朝
臣
金
村
の

お
し
て
る

難
波
の
国
は

葦
垣
の

古
に
し
里
と

人
皆
の

思
ひ
や
す
み
て

つ
れ
も
な
く

あ
り
し
間
に

う
み
麻
な
す

長
柄
の
宮
に

真
木
柱

太
高
し
き
て

を
す
国
を

治
め
た
ま
へ
ば

沖
つ
鳥

味
経
の
原
に

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
雄
は

廬
し
て

都
成
し
た
り

旅
に
は
あ
れ
ど
も

に
見
え
る
﹁
長
柄
の
宮
﹂
と
﹁
味
経
の
原
﹂
を
︑
ま
た
一
〇
六
二
番
歌
で
あ
る
田
邊
福
麻
呂
の
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や
す
み
し
し

吾
が
大
君
の

あ
り
通
ふ

難
波
の
宮
は

い
さ
な
と
り

海
片
つ
き
て

玉
拾
ふ

濱
邊
を
近
み

朝
羽
振
る

浪
の
音
さ
わ
き

夕
凪
に

楫
の
音
聞
こ
ゆ

暁
の

寝
覚
に
聞
け
ば

わ
た
つ
み
の

潮
干
の
む
た

浦
洲
に
は

千
鳥
妻
呼
び

葦
邊
に
は

鶴
鳴
き
と
よ
む

見
る
人
の

語
に
す
れ
ば

聞
く
人
の

見
ま
く
ほ
り
す
る

御
食
向
ふ

味
原
の
宮
︵

︶
は

見
れ
ど

13

飽
か
ぬ
か
も

の
﹁
難
波
の
宮
﹂
と
﹁
味
原
の
宮
﹂
を
同
一
地
点
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
歌
は
い
づ
れ
も
奈
良
時
代
︑
後
期
難
波
宮
時
代

の
認
識
で
あ
り
︑
孝
徳
天
皇
朝
に
於
い
て
︑
両
者
が
同
一
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

私
は
孝
徳
天
皇
朝
に
於
け
る
味
経
宮
と
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
は
︑
そ
の
地
を
異
に
し
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
ば
﹁
長

柄
宮
﹂
と
﹁
味
経
原
﹂
が
同
一
の
宮
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
後
に
も
触
れ
る
や
う
に
︑
味
経
宮
に
行
幸
に
な
つ
て
ゐ
る
天
皇
が
︑
何
故
に
さ

ら
に
大
郡
を
経
て
﹁
新
宮
﹂
す
な
は
ち
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
遷
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
擬
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
︒

さ
ら
に
難
波
長
柄
豊
碕
宮
は
白
雉
二
年
晦
日
に
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
号
さ
れ
た
﹁
新
宮
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
完
成
は
白
雉
三
年
九
月
の
こ
と

で
あ
ろ
︒
対
し
て
味
経
宮
は
︑
白
雉
元
年
正
月
に
は
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
同
一
説
は
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
︒
澤
潟
久
孝

博
士
が
﹃
万
葉
集
注
釈
﹄
に
於
い
て
︑

こ
の
歌
に
よ
る
と
味
経
に
長
柄
の
宮
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
︒︵
が
︶・
・
・
難
波
舊
地
考
に
︑
和
名
抄
に
東
生
郡
味
原
と
あ
る
と
こ

ろ
と
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
︑
天
王
寺
區
東
高
津
の
東
︵
中
略
︶
と
す
る
説
に
よ
る
と
長
柄
宮
址
と
す
ゐ
る
や
う
に
︑
天
王
寺
區
東
高

津
の
東
に
味
原
池
が
あ
り
︑
味
原
町
︑
下
味
原
町
な
ど
ゐ
る
や
う
に
︑
天
王
寺
區
東
高
津
の
東
に
味
原
池
が
あ
り
︑
味
原
町
︑
下
味

原
町
な
ど
の
町
名
は
そ
の
味
生
に
よ
つ
た
も
の
だ
と
す
る
説
に
よ
る
と
東
區
法
圓
坂
町
の
東
南
に
接
し
て
ゐ
る
事
に
な
り
︑
そ
こ
に

百
官
が
廬
長
柄
宮
址
と
す
る
東
區
法
園
坂
町
の
東
南
に
接
し
て
ゐ
る
事
に
な
り
︑
そ
こ
に
百
官
が
廬
を
す
る
と
い
ふ
事
は
極
め
て
認

め
や
す
い
事
だ
と
思
ふ
︵

︶
︒
14

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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と
述
べ
て
を
ら
れ
る
や
う
に
︑
味
経
宮
は
通
説
の
通
り
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
東
南
に
当
る
東
成
郡
味
原
郷
に
存
在
し
た
宮
と
見
て
よ
い
も

の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
味
経
宮
で
は
９
の
や
う
に
白
雉
元
年
の
賀
正
を
受
け
ら
れ
︑
さ
ら
に

の
や
う
に
白
雉
二
年
の
晦
日

11

に
は
二
千
百
余
の
僧
侶
を
請
じ
て
一
切
経
を
読
ま
し
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
相
当
の
規
模
を
有
し
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
と

思
は
れ
る
︒
こ
と
に
白
雉
元
年
に
は
わ
ざ
わ
ざ
味
経
宮
に
行
幸
し
て
賀
正
を
受
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
小
郡
宮
よ
り
も
大
規

模
な
宮
で
あ
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
吉
川
氏
は
白
雉
元
年
の
朝
賀
に
つ
い
て

白
雉
元
年
正
月
に
は
宮
中
枢
部
の
造
成
が
ほ
ぼ
完
了
し
︑
そ
の
広
い
空
間
に
帷
な
ど
で
殿
舎
を
仮
設
し
て
朝
賀
儀
を
行
っ
た
と
考
え

れ
ば
良
い
の
で
の
で
あ
る
︵

︶
︒
15

と
し
て
︑
天
平
十
四
年
正
月
丁
未
朔
条
や
斉
明
天
皇
二
年
是
歳
条
の
例
を
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
斉
明
天
皇
の
場
合
は
そ
の
前
年
に
板
葺
宮
が

火
災
に
遭
ひ
︑
川
原
宮
に
移
ら
れ
て
ゐ
る
状
況
で
あ
り
︑
三
韓
の
使
者
饗
応
に
ふ
さ
は
し
い
場
所
の
設
定
が
困
難
で
あ
つ
た
た
め
に
急
遽

造
営
中
の
岡
本
宮
の
宮
地
に
幕
を
張
つ
て
の
饗
応
と
な
つ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
天
平
十
四
年
正
月
丁
未
朔
の
朝
賀
の
場
合
は
大
極
殿
が
完

成
し
な
い
た
め
に
﹁
権
に
四
阿
殿
を
造
﹂
り
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
対
し
て
白
雉
元
年
の
朝
賀
は
恒
例
の
儀
式
で
あ
り
︑
敢
へ
て
工
事

中
の
宮
地
に
於
い
て
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
斉
明
天
皇
二
年
の
三
韓
使
者
饗
応
や
恭
仁
京
に
於
け

る
例
と
同
一
に
考
へ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
︒
や
は
り
こ
れ
は
味
経
宮
と
い
ふ
宮
に
於
い
て
正
式
に
行
は
れ
た
儀
式
で
あ

り
︑
決
し
て
﹁
帷
な
ど
で
殿
舎
を
仮
設
し
て
朝
賀
儀
を
行
っ
た
﹂
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
︒

問
題
は
大
郡
宮
で
あ
る
︒
か
つ
て
﹃
大
日
本
史
﹄
は
小
郡
と
大
郡
の
関
係
に
つ
い
て

小
大
訓
読
相
近
︒
非
二

別
処
一

也
︵

︶
16

と
し
︑
大
郡
と
小
郡
と
を
同
一
の
地
で
あ
る
と
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
大
郡
と
小
郡
は
き
ち
つ
と
書
き
分

け
ら
れ
て
あ
り
︑
両
者
を
同
一
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
︑
今
日
で
は
大
郡
は
外
交
関
係
の
官
舎
で
あ
り
︑
対
し
て
小
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郡
は
内
政
関
係
の
官
舎
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︵

︶
が
︑
先
に
も
述
べ
た
や
う
に
小
郡
の
所
在
地
は
西
成
郡
で
あ
る
が
︑
大

17

郡
の
所
在
地
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
孝
徳
天
皇
紀
に
於
い
て
﹁
宮
﹂
と
称
し
て
ゐ
る
の
は
︑
小
郡
宮
︑
碕
宮
︑
豊
碕
宮
︑
味
経
宮
及
び
大

郡
宮
の
五
処
で
あ
る
︒
こ
の
五
処
の
う
ち
︑
先
に
も
述
べ
た
や
う
に
小
郡
宮
は
大
化
三
年
に
小
郡
を
壊
つ
て
造
営
さ
れ
た
宮
で
あ
り
︑
或

る
程
度
の
規
模
を
有
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
問
題
は
大
郡
宮
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
は
白
雉
二
年
の
晦
日

に
﹁
従
二

於
大
郡
一

遷
居
二

新
宮
一

﹂
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
当
日
天
皇
は
味
経
宮
に
行
幸
さ
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
︒
天
皇
の
行

幸
無
し
に
︑
僧
侶
に
勝
手
に
読
経
を
行
は
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
当
日
ま
た
は
そ
れ
以
前
に

天
皇
は
小
郡
宮
か
ら
味
経
宮
に
行
幸
に
な
り
︑
そ
こ
か
ら
大
郡
へ
行
幸
さ
れ
︑
さ
ら
に
新
宮
に
遷
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
し
か

し
新
宮
に
遷
ら
れ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
︑
味
経
宮
か
ら
直
接
新
宮
に
遷
ら
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
に
拘
は
ら
ず
大
郡
か

ら
新
宮
に
遷
ら
れ
た
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
と
い
ふ
こ
と
は
一
つ
に
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
︑
味
経
宮
が
大
郡
そ
の
も
の
で
は
な
い
か

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
大
郡
は
外
交
関
係
の
官
衙
で
あ
り
︑
大
規
模
な
施
設
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
れ
を
小
郡
宮
に

対
し
て
大
郡
宮
︑
ま
た
は
味
経
宮
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
や
う
に
考
へ
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
翌
白
雉
三
年
元
旦
︑
賀
正
の
礼
を
受
け
ら
れ
た
後
︑
大
郡
宮
に
幸
さ
れ
た
と
い
ふ
の
は
︑
難
波
長
柄
豊
碕
宮
か
ら
大

郡
宮
︑
す
な
は
ち
味
経
宮
へ
の
還
幸
で
あ
つ
た
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
大
郡
の
所
在
地
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
︵

︶
が
︑
上
述
の
や
う
に
味
経
宮
が
大
郡
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
東
成
郡
味
原
郷
︵
現
大
阪
市
天
王
寺
区
味
原
町
︶
で
あ
り
︑
小

18

郡
宮
の
所
在
地
は
西
成
郡
讃
楊
郷
︵
現
在
地
不
明
︶
で
あ
り
︑
場
所
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒
19

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶

―31―



五
︑
﹃
日
本
紀
﹄
の
天
皇
評

こ
の
味
経
宮
に
関
連
し
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
の
が
︑﹃
日
本
紀
﹄
が
孝
徳
天
皇
を
評
し
て

尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

︒

と
記
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
紀
﹂
は
孝
徳
天
皇
が
﹁
軽
二

神
道
一

﹂
ぜ
ら
れ
た
理
由
と
し
て

斮
二

生
国
魂
社
樹
一

之
類
︑
是
也
︒

と
記
し
て
ゐ
る
の
あ
る
が
︑﹃
日
本
紀
﹄
で
は
何
故
に
生
国
魂
神
社
の
樹
を
伐
ら
れ
た
の
か
︑
そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
︒
或
い
は

同
じ
東
成
郡
の
味
経
宮
造
営
に
関
し
て
行
は
れ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
も
そ
も
孝
徳
天
皇
紀
に
お
い
て
︑
仏
教
関
係
の
記
事
と
し
て
は
︑
大
化
元
年
八
月
癸
卯
条
の

遣
下
二

使
於
大
寺
一

喚
中

聚
僧
尼
上

而
詔
曰
︒
於
二

磯
城
嶋
宮
一

御
宇
天
皇
十
三
年
中
︒
百
済
明
王
奉
レ

伝
二

仏
法
於
我
大
倭
一

︒
是
時
︒

群
臣
俱
不
レ

欲
レ

伝
︒
而
蘇
我
稲
目
宿
禰
独
信
二

其
法
一

︒
天
皇
乃
詔
二

稲
目
宿
禰
一

使
レ

奉
二

其
法
一

︒
於
二

訳
語
田
宮
一

御
宇
天
皇
之

世
︒
蘇
我
馬
子
宿
禰
追
遵
二

考
父
之
風
一

︒
猶
重
二

能
仁
世
之
教
一

︒
而
余
臣
不
レ

信
︒
此
典
幾
亡
︒
天
皇
詔
二

馬
子
宿
禰
一

而
使
レ

奉
二

其
法
一

︒
於
二

小
墾
田
宮
一

御
宇
之
世
︒
馬
子
宿
禰
奉
二

為
天
皇
一

造
二

丈
六
繡
像
︒
丈
六
銅
像
一

︒
顕
二

揚
仏
教
一

恭
二

敬
僧
尼
一

︒
朕
更

復
思
下

崇
二

正
教
一

光
中

啓
大
猷
上

︒
故
以
二

沙
門
狛
大
法
師
福
亮
︒
恵
雲
︒
常
安
︒
霊
雲
︒
恵
至
︒
寺
主
僧
旻
︒
道
登
︒
恵
隣
一

︒
而

為
二

十
師
一

︒
別
以
二

恵
妙
法
師
一

為
二

百
済
寺
々
主
一

︒
此
十
師
等
宜
下

能
教
二

導
衆
僧
一

︒
修
二

行
釈
教
一

要
使
挨

如
レ

法
︒
凡
自
二

天

皇
一

至
二

于
伴
造
一

所
レ

造
之
寺
︒
不
レ

能
レ

営
者
︒
朕
皆
助
作
︒
令
レ

拝
三

寺
司
等
與
二

寺
主
一

︒
巡
二

行
諸
寺
︒
験
二

僧
尼
︒
奴
婢
︒
田

畝
之
実
一

︒
而
尽
顕
奏
︒
即
以
二

来
目
臣
︒︵
闕
レ

名
︒
︶
三
輪
色
夫
君
︒
額
田
部
連
甥
一

為
二

法
頭
一

︒
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と
の
仏
教
援
助
の
詔
の
件
と
︑
白
雉
元
年
二
月
の

穴
戸
国
司
草
壁
連
醜
経
献
二

白
雉
一

︵
中
略
︶
又
問
二

沙
門
等
一

︒
沙
門
等
対
曰
︒
耳
所
レ

未
レ

聞
︒
目
所
レ

未
レ

観
︒
宜
赦
二

天
下
一

使
レ

悦
二

民
心
一

︒
道
登
法
師
曰
︒
昔
高
麗
欲
レ

営
二

伽
藍
一

︒
無
二

地
不
一
レ

覧
︒
便
於
二

一
所
一

白
鹿
徐
行
︒
遂
於
二

此
地
一

営
二

造
伽
藍
一

︒

名
二

白
鹿
薗
寺
一

︒
住
二

持
仏
法
一

︒
又
白
雀
見
二

于
一
寺
田
庄
一

︒
国
人
僉
曰
︒
休
祥
︒
又
遣
二

大
唐
一

使
者
︒
持
二

死
三
足
烏
一

来
︒

国
人
亦
曰
︒
休
祥
︒
斯
等
雖
レ

微
︒
尚
謂
二

祥
物
一

︒
況
復
白
雉
︒
僧
旻
法
師
曰
︒
此
謂
二

休
祥
一

︒
足
レ

為
二

希
物
一

︒
伏
聞
︒
王
者

旁
二

流
四
表
一

︒
則
白
雉
見
︒
又
王
者
祭
祀
不
二

相
踰
一

︒
宴
食
衣
服
有
レ

節
則
至
︒
又
王
者
清
素
則
山
出
二

白
雉
一

︒
又
王
者
仁
聖
則

見
︒
又
周
成
王
時
︒
越
裳
氏
来
献
二

白
雉
一

曰
︒
吾
聞
二

国
之
黄
耇
一

曰
︒
久
矣
︒
無
二

烈
風
淫
雨
一

︒
江
海
不
二

波
溢
一

三
二

年
於
茲
一

矣
︒
意
中
国
有
二

聖
人
一

乎
︒
盍
二

往
朝
一

之
︒
故
重
二

三
訳
一

而
至
︒
又
晋
武
帝
咸
寧
元
年
︒
見
二

松
滋
一

︒
是
即
休
祥
︒
可
レ

赦
二

天

下
一

︒
是
以
二

白
雉
一

使
レ

放
二

于
園
︒

と
の
白
雉
献
上
に
際
し
︑
祥
瑞
か
ど
う
か
を
僧
侶
に
聴
か
れ
た
件
︑
及
び
白
雉
元
年
十
月
是
月
条
の

始
造
二

丈
六
繍
像
挾
侍
八
部
等
卌
六
像
一

︒

と
︑
丈
六
繍
像
な
ど
四
十
六
像
を
造
つ
た
件
︑
同
じ
く
白
雉
元
年
是
歳
条
の
詔
を
受
け
て
山
口
直
大
口
が
千
仏
の
像
を
刻
し
た
と
す
る

漢
山
口
直
大
口
奉
レ

詔
刻
二

千
仏
像
一

︒

と
の
件
︑
白
雉
二
年
十
二
月
晦
日
の
︑

於
二

味
経
宮
一

請
二

二
千
一
百
余
僧
尼
一

︒
使
レ

読
二

一
切
経
一

︒
是
夕
︒
燃
二

二
千
七
百
余
灯
於
朝
庭
内
一

︒
使
レ

読
二

安
宅
・
土
側
等

経
一

︒

と
の
味
経
宮
に
二
千
百
余
の
僧
尼
を
招
請
し
て
一
切
経
を
読
ま
せ
た
件
と
︑
そ
の
夕
べ
に
朝
廷
︵
豊
碕
宮
と
考
へ
ら
れ
る
︵

︶
︶
に
二
千
七
百
余

20

の
燈
火
を
灯
し
安
宅
・
土
側
等
の
経
を
読
ま
せ
た
件
︑
及
び
白
雉
三
年
四
月
壬
寅
条
の

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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請
二

沙
門
恵
隠
於
内
裏
使
レ

講
二

無
量
寿
経
一

︒
以
二

沙
門
恵
資
一

為
二

論
議
者
一

︒
以
二

沙
門
一
千
人
一

為
二

聴
衆
一

︒

と
の
︑
恵
恩
を
内
裏
に
請
じ
無
量
寿
経
を
講
ぜ
し
め
︑
恵
資
を
論
議
者
と
し
て
千
人
の
僧
を
聴
衆
者
と
し
た
件
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

が
︑
神
道
に
関
連
す
る
記
事
も
︑
即
位
直
後
の
六
月
乙
卯
の

天
皇
︒
皇
祖
母
尊
︒
皇
太
子
︒
於
二

大
槻
樹
之
下
一

︒
招
二

集
群
臣
一

盟
曰
︒︵
告
二

天
神
地
祇
一

曰
︒
天
覆
地
載
︒
帝
道
唯
一
︒
而
末
代
澆
薄
︒

君
臣
失
レ

序
︒
皇
天
仮
二

手
於
我
一

︒
誅
二

殄
暴
逆
一

︒
今
共
瀝
二

心
血
一

︒
而
自
レ

今
後
︒
君
無
二

二
政
一

︒
臣
無
レ

貮
レ

朝
︒
若
貮
二

此
盟
一

︒
天
灾
地
妖
︒

鬼
誅
人
伐
︒
皎
如
二

日
月
一

也
︒
︶

と
の
群
臣
を
率
ゐ
て
大
槻
の
樹
の
下
で
天
神
地
祇
に
誓
は
れ
た
件
︑
大
化
元
年
七
月
庚
辰
条
の

蘇
我
石
川
麻
呂
大
臣
奏
曰
︒
先
以
祭
二

鎮
神
祇
一

︒
然
後
応
レ

議
二

政
事
一

︒

と
の
蘇
我
石
川
麻
呂
の
神
祇
先
祭
の
奏
上
を
受
け
る
形
で
の

是
日
遣
二

倭
漢
直
比
羅
夫
於
尾
張
国
︒
忌
部
首
子
麻
呂
於
美
濃
国
一

︒
課
二

供
レ

神
之
幣
一

︒

と
の
︑
同
日
の
尾
張
・
美
濃
両
国
に
神
に
供
す
る
幣
を
課
し
た
件
が
記
さ
れ
て
を
り
︑
そ
の
他
神
祇
に
触
れ
ら
れ
て
ゐ
る
詔
と
し
て
︑
大

化
元
年
八
月
庚
子
条
・
大
化
三
年
四
月
壬
午
条
・
白
雉
元
年
二
月
甲
申
条
が
存
す
る
の
で
あ
り
︑
孝
徳
天
皇
が
特
に
﹁
軽
二

神
道
一

﹂
ぜ

ら
れ
た
と
は
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
る
に
﹃
日
本
紀
﹄
が
﹁
軽
二

神
道
一

﹂
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
の
は
︑
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
斮
二

生

国
魂
社
樹
一

之
類
︑
是
也
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
︑
生
国
魂
神
社
の
樹
を
伐
ら
れ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
な
の
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄

が
こ
れ
を
最
大
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
何
ら
か
の
理
由
で
生
国
魂
神
社
の
樹
を
伐
る
必
要
が
あ
つ
た
た
め
と
考
へ

ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
味
経
宮
の
造
営
に
拘
は
る
こ
と
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ら
う
︒
殊
に
味
経
宮
に
於
い
て
は
白

雉
二
年
十
二
月
晦
日
に
は
二
千
百
余
の
僧
尼
を
招
請
し
て
一
切
経
を
読
ま
せ
る
等
の
こ
と
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
味
経
宮

は
仏
教
と
の
関
係
の
深
い
宮
︑
仏
教
を
象
徴
す
る
宮
と
認
識
さ
れ
︑
そ
の
宮
造
営
の
為
に
生
国
魂
神
社
の
樹
を
伐
つ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
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は
﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
ぜ
ら
れ
る
行
為
で
あ
つ
た
と
認
識
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

生
国
魂
神
社
は
現
在
天
王
寺
区
生
玉
町
に
鎮
座
し
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
移
転
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
は
現

在
の
大
坂
城
の
地
に
鎮
座
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
具
体
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
︑
難
波
宮
の
北
側
に
当
た
る
︒
そ
の

事
か
ら
す
れ
ば
︑
孝
徳
天
皇
紀
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
﹁
斮
二

生
国
魂
社
樹
一

之
類
︑
是
也
﹂
と
記
さ
れ
た
生
国
魂
社
の
樹
を
伐
つ
た
理
由
は
︑

難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
造
営
に
関
し
て
の
こ
と
と
考
へ
る
の
が
一
般
的
と
考
へ
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
た
理

由
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
仏
教
に
関
係
の
深
い
味
経
宮
造
営
︑
す
は
は
ち
大
郡
改
築
の
た
め
に
生
国
魂
神
社
の
木
が
伐
採
さ
れ

る
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
や
う
に
考
へ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
孝
徳
天
皇
を
﹁
尊
二

仏
法
一

︑

軽
二

神
道
一

﹂
ぜ
ら
れ
た
と
評
さ
れ
た
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
︒

を

は

り

に

以
上
孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
に
つ
い
て
考
へ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
が
︑
そ
の
中
心
と
し
て
述
べ
た
の
は
︑
味
経
宮
と
大
郡
宮
は
同
一

の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
味
経
宮
は
仏
教
に
関
係
す
る
宮
と
人
々
に
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
︑
そ
の
宮
の
造
営
の
為
に
生
国
魂
神
社
の
木
の
伐

採
が
行
は
れ
た
こ
と
か
ら
︑
孝
徳
天
皇
を
﹁
尊
二

仏
法
一

︑
軽
二

神
道
一

﹂
と
評
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒

博
雅
の
ご
批
判
を
賜
は
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
︒

︵
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
稿
︶

︵
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
再
稿
︶

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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補
註

１
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
③
一
三
九
頁
頭
注
五

２
︑
田
中
卓
﹁
郡
司
制
の
成
立
﹂︵
田
中
卓
著
作
集
第
六
巻
﹃
律
令
制
の
諸
問
題
﹄︶
参
照

３
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
③
一
三
四
頁
頭
注
一
五

４
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
③
一
六
二
頁
頭
注
六
参
照

５
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
③
一
六
四
頁
頭
注
七

６
︑
田
中
卓
氏
前
掲
書
︑
直
木
孝
次
郎
氏
｢難
波
小
郡
宮
と
長
柄
豊
碕
宮
｣
難
波
宮
址
を
守
る
会
編
﹃
難
波
宮
と
日
本
古
代
国
家
﹄
所
収
︑
な
ほ
直
木
氏
は

そ
の
後
﹁
孝
徳
朝
の
難
波
宮
﹂﹃
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
﹄
所
収
︶
で
自
説
を
変
更
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
吉
川
真
司
氏
の
指
摘
︵﹁
難
波
長
柄
豊
碕
宮

の
歴
史
的
位
置
﹂﹃
日
本
国
家
の
史
的
特
質

古
代
・
中
世
﹄
所
収
︶
の
や
う
に
前
説
の
は
う
が
理
に
適
つ
て
ゐ
る
︒

７
︑
吉
川
真
司
氏
は
﹁
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
歴
史
的
位
置
﹂︵﹃
日
本
国
家
の
史
的
特
質

古
代
・
中
世
﹄
所
収
︶
に
於
い
て
小
郡
宮
の
所
在
地
を
東
成
郡

に
比
定
し
て
ゐ
る
が
︑
そ
の
比
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
今
後
更
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
︑
本
稿
に
於
い
て
は
通
説
の
如
く
小
郡
宮

は
西
成
郡
に
あ
つ
た
と
し
て
以
下
論
述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

８
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
③
一
六
九
頁
頭
注
二
六

９
︑
造
営
作
業
の
開
始
を
早
く
考
え
ら
れ
る
吉
川
真
司
氏
前
掲
論
文
で
も
そ
の
開
始
は
大
化
五
年
と
さ
れ
て
ゐ
る
︒

︑
澤
潟
久
孝
氏
﹃
万
葉
集
注
釈
﹄
第
六
巻
五
五
頁
参
照

10
︑
吉
岡
真
司
氏
前
掲
論
文

11
︑
古
市
晃
氏
﹁
難
波
宮
と
難
波
津
﹂﹃
古
代
の
都
１
飛
鳥
か
ら
藤
原
京
へ
﹄
八
五
頁

12
︑
吉
川
氏
は
前
掲
論
文
に
於
い
て
﹁
味
原
の
宮
﹂
を
﹁
味
経
の
宮
﹂
と
記
し
て
を
ら
れ
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
は
﹁
味
原
宮
﹂
で
あ
り
︑﹁
味
経
の
宮
﹂
と
﹁
味

13

原
の
宮
﹂
を
簡
単
に
同
一
の
宮
と
断
定
す
る
こ
と
は
控
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
︒
因
み
に
澤
潟
久
孝
氏
は
﹁
味
原
の
宮
﹂
に
つ
い
て
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﹁
原
を
ふ
と
訓
る
は
︑
原
野
は
草
の
生
る
所
な
れ
ば
︑
生
の
意
も
て
︑
ふ
と
は
よ
め
る
な
り
﹂
と
攷
證
に
あ
る
︒

と
し
て
︑
そ
の
よ
み
は
﹁
ア
ジ
フ
﹂
と
し
て
を
ら
れ
る
︒

︑
澤
潟
久
孝
氏
﹃
万
葉
集
注
釈
﹄
第
六
巻
五
五
頁

14
︑
吉
岡
真
司
氏
前
掲
論
文
八
五
頁

15
︑
大
日
本
雄
弁
会
本
﹃
大
日
本
史
﹄
第
一
巻
一
一
六
頁

16
︑
直
木
孝
次
郎
氏
前
掲
論
文
参
照

17
︑
大
郡
宮
の
所
在
地
に
つ
い
て
︑
吉
川
氏
は
﹁
西
成
郡
内
の
石
町
付
近
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
氏
は
大
郡
に
関
係
す
る
﹁
難
波
津
﹂

18

を
現
在
の
高
麗
橋
付
近
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑﹁
難
波
津
﹂
の
位
置
は
﹃
住
吉
大
社
神
代
記
﹄
の
﹁
長
柄
船
瀬
本
記
﹂
の
記
す
四
至
を
参
照
す
る
に

そ
れ
よ
り
上
流
の
東
成
郡
内
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
︑
大
郡
の
位
置
も
通
説
の
や
う
に
東
成
郡
内
に
求
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒︵
田
中
卓
氏

﹁
祝
詞
﹁
遣
唐
使
時
奉
幣
﹂
に
つ
い
て
︑
古
来
の
誤
解
を
正
し
︑
難
波
津
の
位
置
と
成
立
時
期
を
確
定
す
る
﹂
続
田
中
卓
著
作
集
第
三
韓
﹁
考
古
学
・

上
代
史
料
の
再
検
討
﹂
所
収
参
考
︶

︑
味
経
宮
と
大
郡
宮
を
同
一
の
宮
と
す
る
先
行
論
文
に
鎌
田
元
一
氏
の
﹁
難
波
遷
都
の
経
緯
﹂
︵
同
氏
著
﹃
律
令
国
家
史
の
研
究
﹄
所
収
︶
が
あ
る
︒

19
︑
安
宅
・
土
側
等
経
は
地
鎮
の
為
の
経
典
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
こ
れ
は
新
宮
造
営
に
関
す
る
読
経
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て

20

新
宮
の
庭
上
に
於
い
て
行
は
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
︒︵
遠
藤
慶
太
氏
の
御
教
示
に
よ
る
︒
︶

付
記本

稿
は
平
成
二
十
四
年
七
月
八
日
に
行
は
れ
た
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
に
お
け
る
発
表
原
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
発
表
時
︑
岡
田
登
氏
・
遠

藤
慶
太
氏
よ
り
貴
重
な
御
教
示
を
頂
戴
し
た
︒
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
ほ
り
ゐ

じ
ゅ
ん
じ
・
日
本
文
化
大
学
教
授
︶

孝
徳
天
皇
朝
の
宮
都
を
検
証
し
日
本
紀
の
天
皇
評
に
及
ぶ
︵
堀
井
︶
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