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本
論
文
は
、
日
本
列
島
中
央
部
に
成
立
し
て
く
る
古
代
国
家
が
、
い
か
な
る
社
会
的
基
盤
の
上
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
関
心
に
そ
の
淵
源
を
有

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
特
に
史
料
的
に
検
証
可
能
な
貴
族
層
の
問
題
に
限
定
し
て
、
そ
の
人
的
結
合
の
あ
り
方
と
い
う
見
地
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
結
合

の
核
と
な
っ
て
い
る
宗
教
的
な
感
性
と
い
う
見
地
の
、
二
つ
の
方
向
か
ら
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章

問
題
の
所
在

第
Ⅰ
部

古
代
貴
族
の
結
集

第
一
章

結
集
の
原
理

一

権
力
を
集
中
さ
せ
る
社
会

二

固
関
が
意
味
す
る
も
の

三

政
変
に
み
る
人
間
の
紐
帯

四

古
代
貴
族
を
結
び
つ
け
る
原
理

第
二
章

ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
が
提
起
す
る
世
界

一

問
題
群
と
し
て
の
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ

二

基
本
的
概
念
の
確
立

三

双
系
的
社
会
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
ウ
ヂ
把
握

四

氏
族
系
譜
の
見
地
か
ら
す
る
ウ
ヂ
の
把
握

五

系
譜
の
形
態
的
変
化
が
示
す
も
の

六

求
心
点
と
し
て
の
王
権

第
Ⅱ
部

神
事
の
実
像

第
三
章

御
贖
物
と
い
う
呪
具

一

贖
い
の
両
義
性

二

延
喜
神
祇
式
に
み
え
る
御
贖
物
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三

御
贖
物
の
多
様
性

四

御
贖
物
が
意
味
す
る
も
の

第
四
章

節
折
の
起
源

一

節
折
と
い
う
儀
式

二

式
と
儀
式
に
み
る
二
季
御
贖
物
の
儀

三

節
折
の
起
源
と
そ
の
展
開

第
五
章

神
祇
官
に
仕
え
る
女
性
た
ち

御
巫
の
祭
祀

一

古
代
祭
祀
に
お
け
る
女
性
の
関
与

二

御
巫
と
い
う
官
職

三

御
巫
の
奉
仕
す
る
祭

四

御
巫
の
起
源

五

神
祇
官
御
巫
制
度
の
変
遷
過
程

第
六
章

東
国
の
海
浜
に
現
れ
た
神
々

二
座
の
薬
師
菩
薩
名
神

一

海
浜
の
怪
異

二

官
社
に
預
か
る
神
々

三

薬
師
菩
薩
名
神
と
い
う
名
号

四

鎮
座
の
意
味
す
る
こ
と

結
章

本
書
の
成
り
立
ち
と
今
後
の
展
望

こ
れ
ら
を
研
究
す
る
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
成
果
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料

延
喜
式
』
上
巻
（
平
成
十
二
年
五
月
、
集
英
社
）
、
と
り
わ
け
巻
九
・

巻
十
の
神
名
の
部
の
う
ち
の
東
海
道
・
東
山
道
・
西
海
道
の
式
内
社
の
頭
注
・
補
注
を
自
ら
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳

注
日
本
史
料

延
喜
式
』
下
巻
の
巻
三
十
六
主
殿
寮
の
頭
注
・
補
注
の
全
部
、
お
よ
び
巻
四
十
三
東
宮
坊
の
部
の
第
五
条
か
ら
第
九
条
の
頭
注
・
補
注
の
執
筆
に

あ
た
っ
て
も
、
本
研
究
の
基
礎
の
上
に
研
究
を
継
続
し
て
お
り
、
現
在
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
入
稿
中
で
あ
る
。
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本
論
文
は
、
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
章
節
ご
と
の
内
訳
は
お
お
よ
そ
以
下
に
示
す
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

序
章

問
題
の
所
在

こ
こ
で
は
、
古
事
記
の
天
屋
戸
の
段
に
見
ら
れ
る
神
々
の
合
議
か
ら
、
日
本
の
古
代
国
家
に
お
け
る
あ
る
種
の
統
治
イ
メ
ー
ジ
を
俎
上
に
載
せ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
が
現
実
の
政
治
過
程
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
る
理
由
と
し
て
そ
の
社
会
構
造
の
あ
り
方
を
問

題
と
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
社
会
の
上
層
に
位
置
す
る
貴
族
社
会
で
の
人
間
の
つ
な
が
り
方
を
問
題
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
結
集
核
と
し
て
の
神

事
の
問
題
に
及
ぶ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

第
Ⅰ
部

古
代
貴
族
の
結
集

第
一
章

結
集
の
原
理

こ
こ
で
は
、
日
本
の
古
代
貴
族
社
会
の
人
々
は
、
い
か
な
る
人
間
の
つ
な
が
り
方
を
規
範
と
考
え
、
集
団
を
作
っ
て
い
っ
た
の
か
を
固
関
や
政
変
を
事
例
を

と
お
し
て
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
。

一

権
力
を
集
中
さ
せ
る
社
会

日
本
列
島
の
古
代
社
会
は
権
力
を
集
中
さ
せ
る
方
向
で
進
み
、
や
が
て
律
令
国
家
と
称
さ
れ
る
体
制
を
上
げ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
天
皇
は
、

ど
の
よ
う
な
社
会
的
基
盤
の
上
に
、
存
立
し
、
そ
し
て
存
続
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
問
題
と
し
て
提
起
す
る
。

二

固
関
が
意
味
す
る
も
の

律
令
国
家
に
お
い
て
は
、
非
常
の
際
な
ど
に
三
関
が
閉
鎖
さ
れ
る
な
ど
の
措
置
が
取
ら
れ
る
が
、
日
本
列
島
中
央
部
で
は
、
三
関
以
外
に
も
各
所
に
関
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
非
常
の
際
に
は
閉
ざ
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
関
を
閉
ざ
す
理
由
と
、
な
ぜ
そ
う
し
た
措
置
が
必
要
で

あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

三

政
変
に
み
る
人
間
の
紐
帯

政
変
な
ど
の
非
常
事
態
は
、
律
令
な
ど
の
法
制
上
の
規
定
か
ら
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
、
実
際
の
人
間
同
士
の
つ
な
が
り
方
を
露
出
さ
せ
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
七
・
八
世
紀
の
政
変
に
お
け
る
参
加
者
の
関
係
を
見
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
貴
族
社
会
に
存
在
し
て
い
る
人
間
の
つ
な
が
り
方
の

規
範
意
識
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

四

古
代
貴
族
を
結
び
つ
け
る
原
理
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律
令
に
も
と
づ
く
政
治
運
営
が
な
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
も
、
日
本
列
島
中
央
部
の
貴
族
層
の
中
に
は
依
然
と
し
て
人
間
同
士
が
個
別
的
に
強
く
結
び
つ
く

傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
も
の
が
社
会
的
に
重
層
化
し
た
も
の
が
古
代
国
家
の
存
在
を
支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
を
提
示
し
た
。
そ
し

て
、
そ
う
い
っ
た
見
方
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
古
代
社
会
の
諸
現
象
の
み
で
な
く
、
よ
り
日
本
列
島
全
体
の
歴
史
の
理
解
が
や
り
や
す
く
な
る
こ
と
を
論
じ

た
。

第
二
章

ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
が
提
起
す
る
世
界

こ
こ
で
は
、
日
本
列
島
中
央
部
に
お
け
る
古
代
社
会
の
最
も
特
徴
的
な
組
織
で
あ
る
、
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
か
ら
ど
う
い
っ
た
貴
族

社
会
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

一

問
題
群
と
し
て
の
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ

江
戸
時
代
以
来
の
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
を
振
り
返
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
ど
う
い
っ
た
形
で
進
展
を
遂
げ
、
ま
た
、
い
ま
だ
に
未
解
明
の

部
分
を
残
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
る
。

二

基
本
的
概
念
の
確
立

今
日
の
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
に
関
す
る
理
解
方
法
の
原
型
と
も
い
え
る
も
の
が
、
津
田
左
右
吉
氏
の
学
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
学
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
を

確
認
し
、
そ
の
問
題
点
の
所
在
を
確
認
し
て
い
る
。

三

双
系
的
社
会
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
ウ
ヂ
把
握

ウ
ヂ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
文
化
人
類
学
的
手
法
を
援
用
し
つ
つ
、
新
し
い
角
度
か
ら
分
析
し
た
吉
田
孝
氏
の
学
説
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
ウ

ヂ
と
イ
エ
と
の
関
係
を
実
証
的
に
説
明
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
評
価
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ウ
ヂ
の
継
承
を
マ
ナ
と
い
う
魂
の
継
承
と
し
て
理

解
す
る
な
ど
、
な
お
検
討
す
べ
き
部
分
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

四

氏
族
系
譜
の
見
地
か
ら
す
る
ウ
ヂ
の
把
握

従
来
、
史
料
と
し
て
の
信
頼
性
か
ら
、
あ
ま
り
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
日
本
古
代
の
氏
族
系
譜
に
光
り
を
あ
て
、
そ
れ
を
統
計
的
な
手
法
を
用

い
て
ウ
ヂ
の
あ
り
方
を
論
じ
た
の
が
、
溝
口
睦
子
氏
の
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
積
極
的
意
義
と
と
も
に
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い

る
。

五

系
譜
の
形
態
的
変
化
が
示
す
も
の
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吉
田
氏
の
ウ
ヂ
を
親
族
組
織
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
方
法
と
、
溝
口
氏
の
氏
族
系
譜
と
い
う
観
念
の
問
題
か
ら
ウ
ヂ
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
止

揚
し
、
ウ
ヂ
の
形
態
変
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
義
江
明
子
氏
の
学
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
も
つ
特
徴
と
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。

六

求
心
点
と
し
て
の
王
権

こ
こ
で
は
七
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
後
半
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
、
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ウ
ヂ
が
し
だ
い
に
明
確

な
形
態
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
同
時
に
政
治
的
な
意
義
を
失
っ
て
い
き
、
中
世
的
な
イ
エ
へ
と
連
続
し
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
な
お
残
さ
れ
た
問
題
が
、
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
が
も
つ
王
権
へ
の
著
し
い
求
心
性
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

第
Ⅱ
部

神
事
の
実
像

第
三
章

御
贖
物
と
い
う
呪
具

延
喜
式
の
各
所
に
記
さ
れ
て
い
る
御
贖
物
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
も
の
で
、
本
文
校
訂
上
の
問
題
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
王
権
に
と
っ
て
の
清
浄
性
の

問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

一

贖
い
の
両
義
性

古
代
日
本
語
に
お
け
る
贖
う
と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
味
の
範
囲
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
特
に
清
浄
化
の
面
に
つ
い
て
い
く
べ
き
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。

二

延
喜
神
祇
式
に
み
え
る
御
贖
物

延
喜
式
の
神
祇
関
連
条
文
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
御
贖
物
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
使
わ
れ
る
行
事
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
い
っ
た
。

三

御
贖
物
の
多
様
性

延
喜
式
に
見
ら
れ
る
祭
料
と
し
て
の
御
贖
物
が
行
事
ご
と
に
違
う
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
ま
た
、
特
に
六
月
と
十
二
月
の

晦
日
に
行
な
わ
れ
る
御
贖
物
の
行
事
に
つ
い
て
、
延
喜
四
時
祭
式
上
の
記
述
に
は
錯
誤
が
見
ら
れ
、
本
文
校
訂
上
に
注
意
す
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。

四

御
贖
物
が
意
味
す
る
も
の

御
贖
物
を
も
ち
い
る
行
事
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
延
喜
式
に
み
ら
れ
る
形
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
の
見
通
し
を
示
す
と
と
も
に
、
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今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

第
四
章

節
折
の
起
源

六
月
・
十
二
月
の
晦
日
の
御
贖
物
の
儀
の
中
で
、
と
く
に
節
折
と
よ
ば
れ
る
竹
を
折
る
所
作
に
注
目
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
の
中
で
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
た
。

一

節
折
と
い
う
儀
式

六
月
と
十
二
月
の
晦
日
の
大
祓
に
先
立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
御
贖
物
の
儀
は
節
折
と
よ
ば
れ
る
が
、
そ
こ
に
縫
殿
寮
が
関
与
す
る
所
作
と
神
祇
官
が
関
与
す

る
所
作
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
十
世
紀
中
葉
に
お
い
て
は
ど
う
い
っ
た
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
た
。

二

式
と
儀
式
に
み
る
二
季
御
贖
物
の
儀

節
折
の
儀
が
十
世
紀
前
半
以
前
に
ど
う
い
っ
た
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
貞
観
年
間
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
儀
式
を
中
心
に
分
析
し
、
そ
の
構

造
が
弘
仁
式
段
階
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

三

節
折
の
起
源
と
そ
の
展
開

節
折
に
み
ら
れ
る
構
造
的
な
特
徴
は
、
毎
月
晦
日
の
儀
式
に
お
い
て
も
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
神
祇
令
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
連
続
性

が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
行
事
に
お
け
る
竹
の
利
用
は
か
な
り
遡
っ
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
竹

を
用
い
る
意
味
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。

第
五
章

神
祇
官
に
仕
え
る
女
性
た
ち

御
巫
の
祭
祀

神
祇
官
西
院
に
位
置
す
る
八
神
殿
に
奉
仕
す
る
女
性
神
職
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
起
源
を
も
ち
、
ま
た
、
い
か
な
る
意
味
を
有
し

て
い
た
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

一

古
代
祭
祀
に
お
け
る
女
性
の
関
与

女
性
が
神
職
と
し
て
神
事
に
参
加
す
る
形
態
の
中
で
、
特
に
神
祇
官
に
常
駐
す
る
御
巫
に
注
目
し
た
も
の
で
、
そ
の
問
題
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

二

御
巫
と
い
う
官
職

神
祇
令
お
よ
び
官
員
令
別
記
に
記
さ
れ
た
御
巫
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
な
規
定
を
中
心
に
整
理
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
経
緯
か
ら
神
祇
官
の
職
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掌
の
一
部
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
推
定
し
た
。

三

御
巫
の
奉
仕
す
る
祭

こ
こ
で
は
御
巫
の
具
体
的
な
神
事
の
中
で
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
に
な
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
様
な
仕
事
の
中
で
穢
れ
を
祓
い
き

よ
め
る
と
こ
ろ
に
最
も
中
心
的
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

四

御
巫
の
起
源

大
同
二
年
に
成
立
し
た
古
語
拾
遺
に
お
い
て
も
御
巫
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
神
祇
官
の
御
巫
の
中
に
も
役
割
分
担
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
御
巫
が
い
か
な
る
階
層
か
ら
選
出
さ
れ
、
機
能
し
て
い
た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

五

神
祇
官
御
巫
制
度
の
変
遷
過
程

神
祇
官
に
お
け
る
御
巫
の
制
度
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
の
中
で
整
備
さ
れ
、
平
安
初
期
に
い
た
っ
た
の
か
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
論
述
し
た
。

第
六
章

東
国
の
海
浜
に
現
れ
た
神
々

二
座
の
薬
師
菩
薩
名
神

九
世
紀
中
葉
の
常
陸
国
に
お
い
て
、
二
つ
の
神
社
が
成
立
し
て
く
る
こ
と
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
流
動
化
す
る
東
国
の
政
治
状
況
と
、
平
安

京
の
朝
廷
を
舞
台
と
し
た
貴
族
社
会
の
複
雑
な
動
き
が
相
互
に
関
係
し
、
そ
の
中
で
そ
れ
が
式
内
社
の
成
立
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

一

海
浜
の
怪
異

日
本
文
徳
天
皇
実
録
に
記
さ
れ
た
常
陸
国
鹿
島
郡
の
大
洗
磯
前
薬
師
菩
薩
名
神
社
と
同
国
那
賀
郡
の
酒
烈
磯
前
薬
師
菩
薩
名
神
社
の
記
事
を
中
心
に
、
そ
れ

と
同
時
期
の
常
陸
国
に
お
い
て
木
連
理
が
発
見
さ
れ
た
と
の
報
告
、
美
作
国
か
ら
の
白
鹿
の
献
上
と
い
っ
た
現
象
と
の
関
連
、
ま
た
、
平
安
京
に
お
け
る
藤

原
良
房
の
太
政
大
臣
就
任
な
ど
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

二

官
社
に
預
か
る
神
々

大
洗
磯
前
薬
師
菩
薩
名
神
社
と
酒
烈
磯
前
薬
師
菩
薩
名
神
社
と
が
官
社
に
預
か
る
こ
と
を
中
心
に
、
能
登
国
の
大
穴
持
神
と
宿
那
彦
神
と
が
官
社
に
預
か
っ

た
事
例
と
の
比
較
、
ま
た
、
主
と
し
て
九
世
紀
の
常
陸
国
に
お
け
る
神
格
序
列
の
変
化
を
と
お
し
て
、
地
域
社
会
に
お
い
て
官
社
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
の
意

味
を
考
え
て
い
る
。

三

薬
師
菩
薩
名
神
と
い
う
名
号

大
洗
磯
前
と
酒
烈
磯
前
の
二
座
の
神
々
に
、薬
師
菩
薩
名
神
と
い
う
神
号
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
名
神
と
い
う
神
格
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
面
と
、
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薬
師
菩
薩
と
い
う
仏
教
的
要
素
を
も
っ
た
名
称
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
九
世
紀
中
葉
の
東
国
に
お
け
る
文
化

お
よ
び
政
治
的
状
況
の
一
端
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

四

鎮
座
の
意
味
す
る
こ
と

九
世
紀
に
お
い
て
官
社
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
盛
ん
に
神
階
の
昇
叙
が
な
さ
れ
る
と
い
う
現
象
を
ど
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
状
況
と
の
関
係
で
把
握
す
べ

き
な
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
動
き
を
平
安
期
の
国
家
の
基
礎
的
部
分
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
地
か
ら
評
価
す
べ
き
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
。

結
章

本
書
の
成
り
立
ち
と
今
後
の
展
望

本
論
文
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
個
別
的
論
考
の
書
誌
的
情
報
を
記
す
と
と
も
に
、
今
後
、
こ
の
種
の
研
究
が
め
ざ
す
べ
き
問
題
と

日
本
の
古
代
史
研
究
が
果
た
す
べ
き
社
会
的
な
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。


