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既
に
旧
稿
に
属
す
る
が
、
「
応
神
天
皇
記
の
解
釈
と
そ
の
伝
承
」
と
い
う
拙
論
を
発
表
し
た
の
は
今
か
ら
七
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
所

謂
、
応
神
天
皇
を
始
祖
と
す
る
「
応
神
王
朝
」
な
る
も
の
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
「
応
神
・
仁
徳
王
朝
」
或
い
は
単
に
「
仁
徳
王
朝
」
な

ど
と
も
呼
ば
れ
る
な
ど
、
応
神
天
皇
に
対
す
る
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
内
に
籠
め
つ
つ
唱
え
ら
れ
て
き
た
王
朝
名
で
あ
る
が
、
筆

者
の
場
合
は
、
応
神
天
皇
は
仁
徳
王
朝
の
祖
で
は
あ
っ
て
も
実
在
の
天
皇
で
は
な
く
、
言
わ
ば
仁
徳
天
皇
の
祖
神
と
し
て
も
ち
斎
つ
か
れ
た

存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
と
の
推
定
か
ら
、
こ
の
王
朝
を
「
仁
徳
王
朝
」
と
呼
び
慣
ら
わ
し
て
き
た
。

　
応
神
を
実
在
で
な
い
と
す
る
根
拠
に
は
、
既
に
前
記
拙
論
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
さ
ざ
き

　
ω
　
応
神
は
美
女
の
聞
こ
え
高
い
髪
長
比
売
を
、
妃
の
一
人
に
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
皇
太
子
大
雀
命
の
強
い
希
望
に
よ
っ
て
、
己
れ

　
　
は
断
念
し
て
、
比
売
を
皇
太
子
に
与
え
た
。
皇
太
子
と
比
売
と
が
既
に
情
を
通
じ
て
い
た
こ
と
を
応
神
は
知
ら
な
か
っ
た
と
言
う
。
こ

　
　
れ
は
応
神
の
美
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
応
神
の
存
在
感
を
薄
め
て
い
る
話
で
あ
る
。
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く
　
ず

②
　
吉
野
の
国
主
ど
も
が
「
品
陀
の
日
の
御
子
」
に
始
ま
る
讃
歌
を
歌
う
が
、
対
象
は
応
神
天
皇
で
は
な
く
て
大
雀
命
の
太
刀
を
褒
め
た

　
も
の
で
あ
る
。
何
の
為
に
応
神
記
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
か
好
く
は
判
ら
な
い
。

③
　
ま
た
、
百
済
人
の
朝
貢
も
応
神
天
皇
の
御
代
だ
と
い
う
証
拠
も
な
い
。

ω
　
大
山
守
命
の
反
乱
の
記
事
が
あ
る
が
、
応
神
崩
御
の
後
の
事
件
と
い
う
こ
と
で
、
応
神
天
皇
と
は
関
係
が
な
い
。
反
乱
伝
承
は
一
天

　
皇
の
治
世
に
一
度
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
ら
し
く
、
時
の
天
皇
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
勿
論
、
旧
辞
伝
承
の
中
の
話
で
あ
る
。
旧

　
辞
を
持
た
ぬ
天
皇
に
は
関
係
は
な
い
。
そ
の
他
、
二
・
三
の
例
外
は
あ
る
が
、
反
乱
伝
承
は
天
皇
の
治
世
に
於
け
る
恥
部
で
は
な
く
て
、

　
治
世
の
称
賛
を
際
立
た
せ
る
記
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
応
神
記
に
も
反
乱
伝
承
を
掲
げ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
に

　
時
代
は
応
神
天
皇
崩
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
の
わ
き
い
ら
っ
こ

　
　
『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
の
条
に
見
え
る
「
宇
治
天
皇
の
み
世
」
の
宇
治
天
皇
が
宇
遅
能
和
紀
郎
子
を
指
す
も
の
な
ら
、
大
山
守

　
命
の
反
乱
は
そ
の
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
治
世
で
あ
っ
た
。

⑤
　
応
神
記
に
付
載
さ
れ
て
い
る
天
之
日
矛
の
伝
承
が
此
処
に
存
在
す
る
所
以
は
、
応
神
天
皇
の
母
、
神
功
皇
后
に
は
天
之
日
矛
の
血
統

　
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
為
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
な
ら
仲
哀
天
皇
記
で
語
る
方
が
適
切
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

　
天
之
日
矛
の
五
代
の
孫
に
当
た
る
多
遅
摩
毛
理
で
す
ら
、
応
神
よ
り
四
代
前
の
垂
仁
天
皇
の
御
代
の
人
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

　
た
が
っ
て
、
応
神
記
に
渡
来
人
天
之
日
矛
の
伝
承
を
挿
入
す
る
何
ら
の
理
由
も
無
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
応
神
天
皇
記
水
増
し
の
為
の

　
記
事
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
ひ
を
と
こ

㈲
　
応
神
天
皇
記
末
尾
の
「
秋
山
の
下
氷
壮
夫
と
春
山
の
霞
壮
夫
」
の
神
話
的
伝
承
は
天
之
日
矛
周
辺
謂
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
応
神

　
天
皇
と
は
無
縁
の
伝
承
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
か
ら
、
応
神
天
皇
記
は
応
神
天
皇
前
後
の
時
代
に
関
わ
る
諸
伝
承
を
結
集
し
た
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
取
り
も
直



さ
ず
応
神
天
皇
の
実
在
性
を
疑
わ
せ
る
理
由
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
応
神
に
は
実
在
を
思
わ
せ
る
伝
承
が
無
い
で
は
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
わ
に
　
　
ひ
ふ
れ
の
お
ほ
み
　
　
　
　
　
　

や
が
は
え
ひ
め

は
応
神
と
丸
遍
の
比
布
礼
能
意
富
美
の
女
、
宮
主
矢
河
枝
比
売
と
の
婚
姻
調
の
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
応
神
自
身
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
長

編
の
歌
謡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
歌
謡
の
先
在
性
と
旧
辞
の
中
で
果
た
す
役
割
に
は
見
過
ご
し
得
な

い
も
の
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
歌
謡
を
含
む
応
神
婚
姻
諌
は
応
神
の
実
在
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
重
要
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
の
わ
き
い
ら
つ
こ

の
婚
姻
の
結
果
、
矢
河
枝
比
売
所
生
の
御
子
が
宇
遅
能
和
紀
郎
子
で
、
応
神
は
和
紀
郎
子
を
次
代
の
天
皇
に
指
名
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
考
察
の
結
果
、
応
神
が
讐
え
実
在
の
天
皇
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
績
は
皇
統
譜
の
継
承
者
に
し
か
過
ぎ
ず
、
現
存
の
応

神
記
は
過
大
に
過
ぎ
る
扱
い
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
次
代
の
仁
徳
天
皇
が
政
治
的
な
安
定
を
図
っ
て
、
応
神
を
仁
徳
王
朝
の
祖
と
し
て
神
秘
な

天
皇
に
仕
立
て
た
名
残
で
は
あ
る
ま
い
か
。

仁
徳
王
朝
へ
の
視
点

　
わ
が
国
の
王
朝
交
替
説
に
お
い
て
、
「
仁
徳
王
朝
」
と
い
う
語
は
容
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
か
と
思
う
。
そ
れ
は
「
崇
神
王
朝
」
の
末
期
を

経
て
、
仲
哀
天
皇
に
至
る
や
忽
然
と
し
て
大
和
を
離
れ
都
を
下
関
に
置
き
、
政
治
の
視
点
を
九
州
の
地
に
移
し
た
こ
と
は
何
と
し
て
も
異
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
き
ぼ
が
た
ら
し

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
亡
き
仲
哀
の
妻
、
息
長
帯
日
売
（
神
功
皇
后
）
は
新
羅
征
討
の
後
、
大
和
へ
上
り
香
坂
王
・
忍
熊
王
が
支
配

す
る
大
和
政
権
を
打
倒
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
条
を
素
直
に
読
め
ば
息
長
帯
日
売
は
纂
奪
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
せ
る
。
香
坂
王
・

忍
熊
王
は
景
行
天
皇
の
孫
に
当
た
る
。
息
長
帯
日
売
命
（
神
功
皇
后
）
は
系
譜
の
上
で
は
皇
統
か
ら
遙
に
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
王
朝
の
交
替
は
自
ず
と
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
「
仁
徳
王
朝
」
の
兆
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
仁
徳
王
朝
の
初
代
天

皇
は
誰
で
あ
っ
た
か
。
神
功
皇
后
に
天
皇
位
を
与
え
な
い
な
ら
、
胎
中
天
皇
と
称
せ
ら
れ
る
応
神
の
事
績
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
芳
し
く
な

　
　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想
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い
。
初
代
天
皇
は
仁
徳
以
外
に
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
『
古
事
記
』
編
纂
者
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
敢
え
て
仁
徳
天
皇
を
下
巻
の
最
初

に
置
い
た
の
は
、
拾
遺
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
伝
承
ま
で
も
付
載
し
て
応
神
天
皇
記
を
も
っ
て
中
巻
を
締
め
括
っ
た
上
で
、
改
め
て
仁
徳
を

高
く
評
価
す
る
気
持
と
新
し
い
時
代
の
到
来
を
意
識
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

二
　
仁
徳
天
皇
の
事
績

仁
徳
天
皇
の
事
績
を
『
古
事
記
』

A
　
『
古
事
記
』
の
場
合

リチトヘホニハロイ

『
日
本
書
紀
』
が
叙
述
す
る
ま
ま
に
拾
っ
て
み
よ
う
。

葛
城
部
の
設
定
（
大
后
石
之
日
売
の
御
名
代
）

壬
生
部
の
設
定
（
太
子
伊
邪
本
和
気
の
御
名
代
）

た
ち
ひ
ぺ

竣
部
の
設
定
（
御
子
水
歯
別
の
御
名
代
）

大
日
下
部
の
設
定
（
御
子
大
日
下
王
の
御
名
代
）

若
日
下
部
の
設
定
（
御
子
若
日
下
部
の
御
名
代
）

ま
む
た
の
つ
つ
み
　
ま
む
た
　
　
み
や
け

茨
田
堤
・
茨
田
の
三
宅
を
造
成
。

わ
　
に
　
　
　
　
　
よ
さ
み

丸
題
池
・
依
網
池
の
造
成
。

　
　
　
　
　
　
を
ば
し
の
え

難
波
の
堀
江
・
小
椅
江
の
掘
削
。

墨
江
の
津
を
造
成
。



　
こ
の
う
ち
イ
か
ら
ホ
ま
で
は
、
天
皇
の
親
族
た
ち
の
安
定
し
た
生
活
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
に
目
的
が
有
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
へ
か
ら
り

ま
で
の
土
木
工
事
は
国
の
経
済
に
関
わ
る
事
業
で
、
こ
れ
ら
は
帰
化
人
の
秦
人
を
動
員
し
て
の
、
恐
ら
く
先
進
的
な
事
業
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
念
の
為
に
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
イ
　
七
年
、
壬
生
部
設
定
（
去
来
穂
別
皇
子
〈
履
中
天
皇
〉
の
為
）
＊
こ
の
年
履
中
は
出
生
前
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
の
ひ
め

　
　
ロ
　
七
年
、
葛
城
部
設
定
（
皇
后
磐
之
媛
の
為
）

　
　
ハ
　
十
年
、
大
宮
造
営
。

　
　
二
　
十
一
年
、
難
波
の
堀
江
の
掘
削
。
茨
田
堤
の
築
堤
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
む
た
の
み
ゃ
け

　
　
ホ
　
十
三
年
、
茨
田
屯
倉
及
び
春
米
部
の
設
定
。

　
　
へ
　
十
三
年
、
和
珊
池
造
成
。
横
野
堤
の
築
堤
。

　
　
ト
　
十
四
年
、
猪
甘
津
の
橋
の
建
設
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ち
　
　
お
ほ
う
な
で

　
　
チ
　
十
四
年
是
歳
、
都
の
中
に
大
道
・
大
溝
を
造
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
御
名
代
設
定
や
各
種
の
土
木
工
事
等
が
行
わ
れ
た
期
日
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
姿
勢

に
依
る
も
の
で
、
史
的
事
実
と
し
て
は
参
考
に
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
記
述
内
容
と
し
て
は
二
・
三
を
除
い
て
は
記
紀
共
に
ほ
ぼ
共
通
の

記
事
と
な
っ
て
い
る
。
今
、
御
名
代
関
係
を
除
い
て
、
各
種
の
土
木
工
事
の
み
を
考
え
て
も
、
例
え
ば
現
在
の
東
京
都
心
部
な
ど
は
、
徳
川

家
康
が
入
城
の
こ
ろ
な
ど
は
、
至
る
所
が
荒
川
の
三
角
州
に
よ
る
湿
地
帯
と
古
層
の
地
質
か
ら
な
る
丘
陵
地
帯
で
あ
っ
た
も
の
を
、
丘
陵
を

削
り
河
川
を
掘
削
し
、
そ
の
土
を
以
て
湿
地
帯
を
埋
め
て
、
今
日
の
東
京
都
心
部
を
作
り
上
げ
た
家
康
の
町
作
り
を
思
う
時
、
仁
徳
天
皇
の

土
木
工
事
の
意
味
も
諒
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
難
波
高
津
宮
の
宮
都
の
整
備
で
あ
っ
た
。

　
凡
そ
『
古
事
記
』
全
巻
を
通
覧
し
て
、
天
皇
の
治
世
の
叙
述
を
総
括
的
に
述
べ
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
全
て
が
天
皇
の
御
名
を
挙
げ
、

　
　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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次
に
宮
廷
の
所
在
地
と
宮
名
を
挙
げ
、
「
…
…
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
き
」
だ
け
で
終
る
。
こ
れ
は
旧
辞
伝
承
の
有
無
に
関
わ

ら
な
い
天
皇
記
の
叙
述
形
式
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
帝
紀
的
叙
述
と
見
て
好
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
屯
倉
の
定
立
、
御
名
代
の
設
定
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
仁
徳
天
皇
の
場
合
の
よ
う
に
宮
都
及
び
そ
の
周
辺
の
整
備
に
関
す
る
土
木
工
事
を
記
述
し
た
天
皇
記

は
他
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
殊
に
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
、
工
事
を
行
う
理
由
や
そ
の
経
過
ま
で
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
応
神

紀
七
年
に
見
え
る
韓
人
池
の
造
成
の
話
な
ど
と
は
違
っ
て
、
天
皇
家
自
身
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
国
民
生
活
の
向
上
に
も
深
く
関
わ
っ
た
施

策
で
あ
っ
た
。三

　
聖
帝
伝
承

　
　
み
つ
ぎ
物
ゆ
る
さ
れ
て
、
く
に
と
め
る
を
御
覧
じ
て

た
か
き
屋
に
の
ぼ
り
て
み
れ
ば
煙
立
つ
た
み
の
か
ま
ど
は
に
ぎ
は
ひ
に
け
り

仁
徳
天
皇
御
歌

　
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
七
、
「
賀
歌
」
の
巻
頭
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
好
く
知
ら
れ
た
名
高
い
歌
で
あ
る
が
、
勿
論
こ
の
よ
う
な
用
辞
や
調

子
を
も
っ
た
歌
が
仁
徳
時
代
に
作
ら
れ
る
筈
は
な
い
か
ら
、
後
人
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
「
刺
史
」
の
条

に
も
こ
の
歌
は
見
え
る
が
、
作
者
名
を
欠
い
て
い
る
。
因
み
に
、
延
喜
六
年
（
九
〇
六
）
の
『
日
本
紀
寛
宴
和
歌
』
に
見
え
る
左
大
臣
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　

時
平
の
次
の
歌
の
改
作
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。

た
か
と
の
に
の
ほ
り
て
み
れ
は
あ
め
の
し
た
よ
も
に
け
ふ
り
て
い
ま
そ
と
み
ぬ
る



（
高
殿
に
登
り
て
見
れ
ば
天
の
下
四
方
に
煙
り
て
今
ぞ
富
み
ぬ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
た
か
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ぷ
り
　
　
く
に

　
こ
の
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
伝
承
に
由
来
す
る
。
同
書
に
「
朕
、
高
台
に
登
り
て
遙
に
望
む
に
、
姻
気
、
域
の
中
に
起

　
　
　
お
　
も
　
　
　
　
　
お
ほ
み
た
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
か
し

た
ず
。
以
為
ふ
に
、
百
姓
既
に
貧
し
く
し
て
、
家
に
炊
く
者
無
き
か
云
々
」
と
群
臣
に
告
げ
た
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で

は
高
山
に
登
っ
て
国
見
を
し
て
民
の
困
窮
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
高
山
か
ら
高
殿
へ
、
そ
し
て
高
き
屋
へ
と
表
現
が
変
化

し
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
仁
徳
天
皇
を
聖
帝
と
す
る
の
は
、
こ
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
一
首
に
見
る
よ
う
に
、
記
紀
共
に
そ
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
づ

『
古
事
記
』
で
は
、
高
山
に
登
っ
て
国
見
を
し
た
仁
徳
は
、
民
家
か
ら
炊
煙
が
立
ち
昇
ら
な
い
の
を
見
て
、
「
国
皆
貧
窮
し
、
故
、
今
よ
り
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
み
　
　
み
つ
ぎ
　
え
だ
ち
　
　
ゆ
る

年
に
至
る
ま
で
、
悉
に
人
民
の
課
、
役
を
除
せ
」
と
宣
言
し
た
。
そ
の
為
に
大
殿
は
破
損
し
て
雨
漏
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
修
理

も
出
来
ず
、
器
で
雨
漏
り
を
受
け
な
が
ら
、
雨
の
漏
ら
ぬ
場
所
に
居
所
を
移
し
つ
つ
凌
ぐ
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ま
た
国
見
を

し
た
と
こ
ろ
、
国
に
は
炊
煙
が
満
ち
て
い
た
。
天
皇
は
人
民
が
裕
福
に
な
っ
た
と
判
断
し
、
改
め
て
課
と
役
を
科
し
た
と
こ
ろ
、
人
民
は
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
　
　
　
　
ひ
じ
り
の
み
か
ど

ん
で
受
け
入
れ
た
。
『
古
事
記
』
は
「
故
、
そ
の
御
世
を
称
へ
て
聖
　
帝
の
世
と
謂
ふ
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
仁
徳
が
民
の
困
窮
を
知
っ
た
の
は
治
世
四
年
春
二
月
の
こ
と
で
、
翌
月
向
後
三
年
間
の
課
役
免
除
を
発
令
し
、
十

年
の
冬
に
な
っ
て
旧
に
復
し
た
。
書
紀
は
こ
の
条
に
皇
后
を
登
場
さ
せ
て
仁
徳
と
問
答
を
交
わ
さ
せ
て
い
る
。
課
役
免
除
後
三
年
を
経
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
き
く
ず
　
　
　
　
を
さ

民
の
家
々
か
ら
炊
煙
の
昇
る
の
を
見
て
、
仁
徳
は
「
朕
、
既
に
富
め
り
。
更
に
愁
無
し
」
と
言
う
と
、
皇
后
は
「
宮
垣
壊
れ
て
、
修
む
る
こ

　
　
　
　
お
ほ
と
の
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
そ
お
ほ
み
ふ
す
ま
つ
ゆ
に
し
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
む
た
か
ら

と
得
ず
。
殿
屋
破
れ
て
、
衣
　
　
被
　
　
露
る
。
何
を
か
富
め
り
と
謂
ふ
や
」
聞
き
返
し
た
時
、
天
皇
は
、
「
今
百
姓
貧
し
き
は
、
朕

が
貧
し
き
な
り
。
百
姓
富
め
る
は
、
朕
が
富
め
る
な
り
」
と
答
え
た
と
あ
る
。
三
年
の
課
役
免
除
を
発
令
し
た
の
だ
か
ら
七
年
に
は
旧
に
復

し
て
も
好
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
更
に
十
年
に
ま
で
延
長
し
た
の
は
、
仁
徳
の
聖
帝
性
を
一
層
強
調
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
よ
る
　
　
　
い

　
十
年
の
冬
十
月
に
は
、
改
め
て
課
役
を
命
じ
て
大
宮
の
造
営
を
行
っ
た
が
、
人
々
は
「
日
夜
と
問
は
ず
し
て
、
力
を
蜴
し
て
競
ひ
作
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り
の
み
か
ど
　
　
ほ

と
言
い
、
「
故
、
今
ま
で
に
聖
　
帝
と
称
め
ま
う
す
」
で
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
民
の
困
窮
を
王
の
困
窮
と
し
、
人
民
の
富
貴
を
王
の
富
貴
と
す
る
と
い
う
思
想
は
、
博
愛
主
義
に
よ
る
新
し
い
思
想
で

は
無
く
て
、
古
い
呪
術
社
会
の
思
想
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
呪
術
を
以
て
部
族
を
支
配
す
る
王
を
呪
術
王
と
称
す
る
。
呪
術
王
は
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
さ
い

れ
が
支
配
す
る
部
族
に
災
い
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
災
い
は
己
が
身
に
転
移
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
記
す
「
持
衰
」

と
称
す
る
呪
術
者
な
ど
は
呪
術
王
で
は
な
い
が
、
『
倭
人
伝
』
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
国
へ
の
渡
海
者
な
ど
が
帯
同
す
る
人
物
で
、

　
　
　
　
　
　
　
く
し
け
づ

旅
行
中
は
頭
髪
を
硫
ら
ず
、
身
は
到
の
た
か
る
に
任
せ
、
衣
服
を
替
え
ず
、
肉
を
食
わ
ず
、
婦
人
を
近
づ
け
ず
と
い
う
状
態
を
保
つ
と
い

う
。
そ
し
て
若
し
渡
海
者
が
災
い
に
逢
え
ば
「
持
衰
」
が
慎
ま
な
か
っ
た
と
し
て
こ
れ
を
殺
す
と
言
う
。
こ
の
「
持
衰
」
は
他
人
の
災
い
を

身
に
引
き
受
け
る
呪
術
者
で
あ
り
、
頭
髪
を
硫
ら
ず
、
衣
服
も
着
替
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
出
発
前
の
現
状
を
維
持
す
る
意
味
が
あ
り
、

我
が
国
で
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
「
蔭
膳
を
据
え
る
」
儀
礼
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
呪
術
王
も
部
族
に
降
り
か
か
る
災
い
を
己
が
身

に
転
移
出
来
な
け
れ
ば
、
そ
の
部
族
に
よ
っ
て
命
を
断
た
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
J
・
G
・
フ
レ
イ
ザ
ー
が
『
金
枝
篇
』
の
最
初
に

記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
仁
徳
天
皇
に
聖
帝
伝
承
が
ま
と
い
付
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
仁
徳
自
身
の
資
質
に
依
る
も
の
か
、
史
的
類
型
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
、
解

決
の
難
し
い
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
今
、
仁
徳
の
立
場
を
応
神
天
皇
の
系
譜
の
上
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
次
期
天
皇
位
を
獲
得
し
た
の
が
仁
徳

（
大
雀
命
）
で
あ
る
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
件
に
付
い
て
少
々
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ふ
　
れ
　
の
　
お
　
ほ
　
み

　
応
神
天
皇
の
最
初
の
女
性
は
丸
逡
氏
の
比
布
礼
能
意
富
美
の
女
、
宮
主
矢
河
枝
比
売
で
あ
っ
た
。
こ
の
女
性
が
応
神
に
と
っ
て
大
き
な
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
む
だ
　
ま
わ
か

在
で
あ
っ
た
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
。
一
方
、
正
妃
の
扱
い
を
受
け
た
の
は
品
陀
真
若
王
の
三
柱
の
女
た
ち
で
、
長
女
は
高
木
入
日
売
命
と

言
い
、
そ
の
人
か
ら
生
ま
れ
た
御
子
た
ち
の
中
で
、
額
田
大
中
日
子
命
は
大
兄
の
立
場
に
あ
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
弟
に
反
逆
者
と
な
っ
た



大
山
守
命
と
伊
奢
之
真
若
命
が
い
た
。
次
の
正
妃
は
中
日
売
命
で
、
大
雀
命
（
仁
徳
）
の
他
に
根
鳥
命
と
い
う
弟
が
あ
っ
た
。
三
番
目
の
正

妃
は
弟
日
売
命
と
言
っ
た
が
、
所
生
の
御
子
た
ち
は
い
ず
れ
も
女
性
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
矢
河
枝
比
売
に
は
応
神
が
寵
愛
し
た
宇
遅
能
和

紀
郎
子
が
居
り
、
咋
俣
長
日
子
王
の
女
、
息
長
真
若
中
比
売
と
の
間
の
御
子
、
若
沼
毛
二
俣
王
が
あ
り
、
糸
井
比
売
に
は
速
総
別
命
が
い
た
。

こ
の
人
は
仁
徳
天
皇
の
治
世
に
矢
河
枝
比
売
の
末
娘
女
鳥
王
と
結
婚
し
反
逆
を
企
て
た
。
こ
れ
ら
応
神
の
御
子
た
ち
は
い
ず
れ
も
皇
位
継
承

の
有
資
格
者
と
考
え
ら
れ
る
。
今
傍
線
を
加
え
た
人
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
系
譜
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
別
と
し
て
大
雀

命
（
後
の
仁
徳
天
皇
）
が
皇
位
継
承
の
上
で
有
利
な
条
件
は
何
処
に
も
な
い
。
た
だ
、
応
神
記
の
伝
承
に
は
次
の
よ
う
な
事
が
あ
る
。

　
あ
る
時
、
応
神
天
皇
が
正
妃
の
長
女
の
子
で
あ
る
大
山
守
命
と
次
女
の
子
で
あ
る
大
雀
命
と
を
呼
ん
で
、
「
貴
方
が
た
は
年
上
の
子
と
、

年
下
の
子
と
何
方
が
可
愛
い
か
」
と
訊
ね
た
時
に
、
大
山
守
は
年
上
が
可
愛
い
と
言
っ
た
が
、
大
雀
は
天
皇
の
心
を
察
し
て
年
下
の
子
は
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
す
く
に

成
年
だ
か
ら
可
愛
い
と
答
え
た
。
天
皇
は
大
雀
の
答
え
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
「
大
山
守
命
は
山
海
の
政
を
、
大
雀
命
は
食
国
の
政
を
せ
よ
。

宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
天
津
日
継
を
継
承
せ
よ
」
と
定
め
た
と
言
う
。
つ
ま
り
、
大
山
守
命
に
は
海
人
部
・
山
部
ら
の
部
民
の
統
括
を
命
じ
、

大
雀
命
に
は
一
般
の
政
務
に
当
た
る
こ
と
を
命
じ
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
は
天
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
一
文
に
は
、
大
雀
命
が
己
れ
を
抑
え
て
行
動
す
る
と
い
う
聡
明
さ
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
多
く
の
皇

位
継
承
資
格
者
を
凌
駕
し
て
天
皇
位
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
資
質
が
生
得
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
徹
底
し
た
忍

耐
強
さ
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
判
ら
な
い
が
、
何
れ
に
せ
よ
優
れ
た
素
質
を
身
に
備
え
た
天
皇
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
や

が
て
聖
帝
と
呼
ば
れ
る
世
評
へ
繋
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
時
代
は
平
安
中
期
に
ま
で
降
る
が
、
伊
予
の
国
に
下
っ
た
能
因
法
師
は
、
日
照
り
続
き
の
夏
の
日
に
、
困
窮
を
極
め
た
人
々
の
願
い
に
よ
っ

て
、
一
首
の
祈
雨
歌
を
神
前
に
捧
げ
た
と
こ
ろ
、
炎
旱
の
天
が
俄
に
曇
っ
て
大
雨
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
説
話
は
『
古
今
著
聞
集
』
『
十

訓
抄
』
『
袋
草
紙
』
そ
の
他
に
見
え
る
が
、
『
古
今
著
聞
集
』
「
和
歌
第
六
」
で
は
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま

　
　
天
の
川
苗
代
水
に
せ
き
く
だ
せ
天
降
り
ま
す
神
な
ら
ば
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き

と
よ
め
る
を
、
み
て
ぐ
ら
に
書
き
て
、
社
司
し
て
申
し
あ
げ
た
り
け
れ
ば
、
炎
旱
の
天
、
俄
に
く
も
り
わ
た
り
て
、
大
な
る
雨
降
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
が
ん

て
、
か
れ
た
る
稲
葉
お
し
な
べ
て
緑
に
か
へ
り
に
け
り
。
忽
ち
に
天
災
を
や
は
ら
ぐ
る
事
、
唐
の
貞
観
の
帝
の
、
蜆
を
の
め
り
け
る

政
に
も
お
と
ら
ざ
り
け
り
。

　
こ
の
能
因
の
逸
話
を
、
唐
の
太
宗
の
名
高
い
逸
話
を
引
い
て
同
じ
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
も
的
が
外
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
祈
雨
歌
の
効
果
が
直
ち
に
現
れ
た
能
因
の
場
合
と
太
宗
が
蛙
を
飲
み
込
ん
だ
こ
と
で
直
ち
に
蜆
害
が
治
ま
っ
た
と
い
う

効
果
の
速
や
か
さ
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
説
話
の
内
容
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
貞
観
」
は
唐
の
二
代
目
の
皇
帝
太
宗
の
年
号
で
あ
っ
て
、
西
暦
六
二
七
年
か
ら
六
四
九
年
に
亘
る
。
太
宗
は
武
勇
に
す
ぐ
れ
決
断
力
に

富
み
、
し
か
も
聡
明
な
君
主
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
帝
位
に
就
い
て
か
ら
も
、
己
れ
を
厳
し
く
律
し
、
質
素
な
生
活
を
送
り
、
幾
多
の
人

材
を
登
用
し
、
文
化
国
家
と
し
て
の
唐
朝
三
百
年
の
基
を
築
い
た
の
は
、
偏
に
太
宗
の
力
で
あ
っ
た
と
言
う
。
世
間
は
こ
の
太
宗
の
時
代
を

貞
観
の
治
と
称
し
た
。
そ
の
太
宗
が
群
臣
と
交
わ
し
た
問
答
を
収
録
編
纂
し
た
も
の
が
『
貞
観
政
要
』
十
巻
で
あ
る
。
能
因
の
逸
話
に
添
え

た
「
貞
観
の
帝
の
逸
話
」
は
『
貞
観
政
要
』
巻
第
八
、
「
務
農
」
第
三
十
第
二
章
に
見
え
る
。
今
、
そ
の
大
略
を
述
べ
て
み
よ
う
。

　
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
長
安
の
都
の
付
近
は
大
旱
越
と
な
っ
て
蝿
が
大
発
生
し
た
。
太
宗
は
宮
廷
の
苑
に
入
っ
て
稲
を
み
る
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
な

ご
に
蝿
を
見
つ
け
数
匹
を
拾
っ
て
呪
っ
て
言
っ
た
。
「
人
間
は
穀
物
で
命
を
繋
い
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
お
前
は
そ
れ
を
食
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
人
民
を
損
な
う
も
の
だ
。
も
し
人
民
に
過
ち
が
有
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
私
一
人
の
責
任
だ
。
お
前
た
ち
に
霊
が
有
る
な
ら
、

私
を
食
べ
る
の
が
好
い
。
人
民
た
ち
を
損
ね
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
、
蜂
を
呑
も
う
と
し
た
。
近
臣
た
ち
は
慌
て
て
「
御
病
気
に



な
り
ま
し
ょ
う
。
お
止
め
下
さ
い
」
と
諌
め
る
と
、
太
宗
が
言
う
に
は
「
私
の
願
い
は
災
い
を
私
の
身
に
移
そ
う
と
思
う
の
だ
。
ど
う

し
て
病
気
に
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
蛙
を
呑
み
込
ん
だ
。
こ
れ
に
因
っ
て
蜂
も
災
害
を
起
こ
さ
な
く
な
っ
た
。

　
以
上
が
こ
の
話
の
全
て
で
あ
る
。
孔
子
の
著
『
春
秋
』
で
は
、
「
…
…
年
、
蜆
。
」
と
だ
け
書
い
た
部
分
が
諸
所
に
見
え
る
。
こ
れ
は
…
…

年
に
蛙
が
発
生
し
、
大
飢
謹
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
の
筆
法
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
蜆
は
日
本
の
稲
子
な
ど
と
は
違
っ

て
巨
大
な
昆
虫
で
あ
る
。
近
臣
た
ち
が
太
宗
の
身
を
気
遣
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
も
王
者
た
る
も
の
は
人
民
の
災
い
を
己
れ
に
肩
代

わ
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
王
者
と
し
て
の
資
格
は
無
い
と
す
る
呪
術
王
の
名
残
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
化
の
進
展
と
共
に
、
そ
う

し
た
帝
王
の
姿
は
一
つ
の
理
想
像
と
な
り
、
そ
の
実
践
者
は
聖
帝
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
仁
徳
天
皇
は
聖
帝
で
あ
り
、

太
宗
も
亦
、
聖
帝
と
言
わ
れ
て
然
か
る
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
大
后
石
之
日
売
の
素
性
と
事
績

『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇
記
が
語
る
最
初
の
系
譜
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
か
づ
ら
き
　
　
　
　
　
　
　

い
は
の
ひ
め

こ
の
天
皇
、
葛
城
の
曾
都
毘
古
の
女
、
石
之
日
売
命
を
嬰
し
て
、

　
　
た
ち
ひ
　
み
つ
は
わ
け
　
　
　
　
　
を
あ
さ
づ
ま
わ
く
こ
の
す
く
ね

次
に
腹
の
水
歯
別
王
。
次
に
男
浅
津
間
若
子
宿
禰
命
。

こ
の
御
子
の
中
、
伊
邪
本
和
気

　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想

生
み
ま
せ
る
御
子
、

　
　
　
い
　
ざ
　
ほ
　
わ
　
け

大
江
の
伊
邪
本
和
気
命
。

次
に
墨
江
の
中
津
王
。

（
履
中
天
皇
）
と
腹
の
水
歯
別
（
反
正
天
皇
）
と
男
浅
津
間
若
子
宿
禰
（
允
恭
天
皇
）

の
三
人
が
そ
れ
ぞ

　
　
　
九
三
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四

れ
天
皇
位
を
践
ん
で
い
る
。
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
仁
徳
に
は
四
人
の
后
妃
が
あ
り
、
男
御
子
五
人
・
女
御
子
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
大

后
は
四
人
の
男
御
子
を
儲
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
三
人
の
天
皇
が
こ
の
兄
弟
の
中
か
ら
出
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
に
は
男
御
子
た
ち
が
有
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
兄
弟
が
天
皇
位
を
践
ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

后
の
意
思
が
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
の
話
は
一
応
別
と
し
て
、
「
葛
城
の
曾
都
毘
古
の
女
、
石
之
日
売
命
」
が
大
后
と
し
て
此
処
に
登
場
す
る
の
は
唐
突
の
感
が
あ

る
。
前
巻
の
応
神
天
皇
記
に
も
葛
城
氏
に
関
わ
る
話
は
見
え
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
更
に
簡
略
で
、
「
磐
之
媛
命
を
立
て
て
皇
后
と

な
す
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
葛
城
の
曾
都
毘
古
は
書
紀
で
は
葛
城
襲
津
彦
と
表
記
さ
れ
、
神
功
皇
后
摂
政
五
年
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
ち
　
　
ひ
　
　
こ

朝
鮮
半
島
で
勇
名
を
馳
せ
た
将
軍
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
十
四
年
の
条
で
は
『
百
済
記
』
の
「
沙
至
比
脆
」
と
い
う
将
軍
は

襲
津
彦
の
事
と
し
て
、
新
羅
で
の
活
動
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
四
世
紀
末
の
状
況
で
あ
っ
た
が
、
葛
城
襲
津
彦
は
そ
の
後
も
日
本
に
お
い

て
は
武
人
と
し
て
伝
説
的
な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
万
葉
集
』
巻
十
一
・
2
6
3
9
に
、

か
づ
ら
き
　
　
そ
　
つ
ひ
こ
ま
ゆ
み
あ
ら
き
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

葛
城
の
襲
津
彦
真
弓
荒
木
に
も
慧
め
や
君
が
吾
が
名
告
り
け
む

（
葛
木
之
其
津
彦
真
弓
荒
木
ホ
毛
慧
也
君
之
吾
之
名
告
兼
）

と
あ
る
。
「
葛
城
の
襲
津
彦
が
使
う
新
木
の
強
弓
の
よ
う
に
、
私
を
妻
と
し
て
頼
り
に
し
て
お
い
で
な
の
で
、
そ
れ
で
私
の
名
を
口
に
出
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
恋
人
の
名
は
二
人
の
関
係
が
公
式
に
認
め
ら
れ
る
迄
は
互
い
に
口
外
し
な
い
と
い
っ
た
、
日
本
の

古
代
社
会
の
慣
習
の
中
で
、
男
を
確
実
に
獲
得
し
た
誇
ら
し
げ
な
女
の
歌
で
あ
る
。

　
葛
城
襲
津
彦
は
武
内
宿
禰
の
子
と
言
わ
れ
る
が
、
武
内
宿
禰
の
存
在
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
無
い
以
上
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
訳
に



も
い
か
な
い
。
し
か
し
、
大
后
石
之
日
売
の
子
が
三
人
ま
で
天
皇
の
位
を
践
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、

う
、
朝
鮮
半
島
に
恐
ら
く
利
権
を
有
し
て
い
た
豪
族
の
繁
栄
を
み
と
め
て
も
好
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
后
石
之
日
売
が
極
め
て
嫉
妬
深
い
女
性
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
は
『
古
事
記
』
で
あ
る
。

之
日
売
を
磐
姫
皇
后
と
記
す
場
合
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

天
皇
家
の
外
戚
と
し
て
の
葛
城
氏
と
い

な
お
『
古
事
記
』
が
表
記
す
る
大
后
石

大
后
石
之
日
売
命
、

嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。

い
と
ま
ね
　
　
　
ね
　
た

甚
多
く
嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。

故
、

　
　
　
　
　
　
　
み
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ゆ

天
皇
の
使
は
せ
る
妾
は
、
宮
の
中
に
得
臨
か
ず
、

言
立
て
ば
、
足
も
あ
が
か
に

　
「
足
も
あ
が
か
に
」
（
足
を
ぱ
た
ぱ
た
さ
せ
て
）
と
い
う
表
現
は
、
女
性
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
状
態
を
よ
く
表
現
し
得
て
い
る
。
そ
れ
は
独

占
欲
の
強
い
女
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
磐
姫
皇
后
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
総
括
的
な
叙
述
の
言
葉
は
見
ら

れ
な
い
が
、
仁
徳
が
八
田
若
郎
女
を
後
宮
の
一
員
に
加
え
よ
う
と
し
て
大
后
に
許
し
を
乞
う
た
が
、
大
后
は
頑
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
に
は
大
后
に
と
っ
て
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
八
田
若
郎
女
が
応
神
と
矢
河
枝
比
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
れ
っ
き
と
し

た
皇
女
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
磐
姫
皇
后
は
豪
族
葛
城
氏
の
出
身
で
あ
る
。
今
は
大
后
の
地
位
に
あ
る
と
は
言
え
、
仁
徳

天
皇
妃
の
一
人
と
し
て
頭
の
上
が
ら
ぬ
存
在
が
同
じ
後
宮
の
中
に
あ
る
こ
と
は
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
よ
の
あ
か
り

　
豊
楽
の
準
備
の
為
に
、
磐
姫
皇
后
は
紀
伊
の
国
へ
御
綱
柏
を
採
り
に
行
か
れ
た
留
守
の
間
に
、
天
皇
が
八
田
若
郎
女
を
後
宮
に
納
れ
た

事
を
知
り
、
採
取
し
た
御
綱
柏
を
悉
く
海
に
投
げ
入
れ
た
と
伝
え
る
。
こ
の
話
は
記
紀
共
に
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
磐
姫
皇
后

は
仁
徳
と
の
別
離
を
決
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
古
事
記
』
で
は
別
離
の
結
果
が
曖
昧
で
、
別
離
の
儘
か
和
解
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

意
識
的
な
削
除
が
有
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
仁
徳
天
皇
記
の
構
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ぎ
へ

　
一
方
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
で
は
、
大
后
は
「
我
が
見
が
欲
し
国
は
　
葛
城
高
宮
　
我
家
の
あ
た
り
」
と
実
家
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
恐

ら
く
実
家
か
ら
は
拒
否
さ
れ
て
、
筒
城
岡
に
宮
室
を
造
営
し
、
天
皇
が
面
会
を
求
め
て
も
逢
う
こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
「
陛
下
、

　
　
　
　
　
め
し
い
　
　
　
　
　
み
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

八
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
し
た
ま
ふ
。
其
れ
皇
女
に
副
ひ
て
后
た
ら
ま
く
欲
り
せ
じ
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
極
め
て
い
さ
ぎ
よ
い
態
度

で
は
あ
っ
た
が
、
実
家
の
葛
城
氏
は
困
惑
の
極
に
有
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
磐
姫
皇
后
は
仁
徳
の
三
十
五
年
六
月
、
筒
城
宮
で
莞
じ
た
と
書
紀

は
伝
え
る
。

　
蓋
然
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
の
天
皇
家
の
歴
史
を
見
る
時
、
天
皇
が
政
権
を
確
立
す
る
以
前
に
妻
と
し
て
扱
っ
て
き
た
女
性

も
、
天
皇
が
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
後
は
、
そ
の
地
位
に
相
応
し
い
女
性
を
改
め
て
皇
后
に
迎
え
る
例
は
多
い
。
神
武
天
皇
は
日
向
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
つ
　
あ
　
ゆ
　
め
ま
く

妻
、
阿
比
良
比
売
に
替
え
て
、
大
物
主
神
の
子
、
伊
須
気
余
理
比
売
を
大
后
と
定
め
た
。
ま
た
崇
神
天
皇
は
木
国
造
の
女
、
遠
津
年
魚
目
目

は
し
ひ
　
め

微
比
売
を
妻
と
し
た
が
、
後
に
孝
元
天
皇
の
皇
子
大
毘
古
命
の
女
、
御
真
津
比
売
を
、
書
紀
に
よ
れ
ば
、
大
后
と
し
た
。
ま
た
、
景
行
天
皇

は
最
初
に
針
間
の
伊
那
毘
大
郎
女
を
妻
と
し
た
が
、
後
に
崇
神
天
皇
の
御
子
、
八
坂
入
日
子
の
女
、
八
坂
入
日
売
を
大
后
と
し
た
。
な
お
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
伊
那
毘
大
郎
女
を
大
后
と
し
、
そ
の
没
後
は
八
坂
入
日
売
を
大
后
と
し
た
と
あ
る
。

　
今
、
仁
徳
に
至
る
ま
で
の
状
況
を
二
・
三
挙
げ
て
見
た
の
だ
が
、
仁
徳
の
場
合
は
最
初
の
女
性
で
あ
る
石
之
比
売
が
大
后
と
な
っ
て
居
り
、

石
之
比
売
亡
き
後
、
八
田
皇
女
が
大
后
と
な
る
と
い
う
の
は
、
一
見
景
行
の
場
合
と
似
て
い
る
が
、
最
初
の
大
后
所
生
の
男
子
三
人
が
横
並

び
に
天
皇
位
を
践
む
と
い
う
点
で
は
、
か
つ
て
無
い
大
后
の
権
威
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
反
乱
伝
承
と
仁
徳
天
皇
の
世
紀

反
乱
伝
承
は
各
天
皇
記
の
、
い
わ
ゆ
る
旧
辞
の
中
で
語
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
旧
辞
を
持
た
ぬ
天
皇
記
に
は
反
乱
伝
承
は
存
在
し
な
い
。



今
、
反
乱
伝
承
を
持
つ
天
皇
記
と
反
乱
者
名
そ
し
て
主
な
特
色
な
ど
を
表
示
し
て
み
る
。

天
皇
記

反
　
逆
　
者
　
名

特
　
　
　
　
　
　
　
　
色

神
武
天
皇
記

当
芸
志
美
美
命
の
反
逆

天
皇
崩
後
の
反
逆

崇
神
天
皇
記

建
波
潭
安
王
の
反
逆

垂
仁
天
皇
記

沙
本
毘
古
王
の
反
逆

仲
哀
天
皇
記

忍
熊
王
之
反
逆

応
神
天
皇
記

大
山
守
命
の
反
逆

天
皇
崩
後
の
反
逆

仁
徳
天
皇
記

女
鳥
王
と
速
総
別
王
の
反
逆

履
中
天
皇
記

墨
江
中
王
の
反
逆

允
恭
天
皇
記

軽
太
子
と
衣
通
王
の
不
倫

同
母
兄
妹
の
不
倫
は
政
道
破
壊
と
み
る

安
康
天
皇
記

目
弱
王
の
天
皇
殺
害

後
の
雄
略
天
皇
に
よ
る
鎮
圧

清
寧
天
皇
記

志
毘
臣
の
朝
廷
侮
辱

　
欠
史
八
代
と
言
わ
れ
る
緩
靖
天
皇
以
下
の
八
天
皇
と
か
、
成
務
天
皇
、
ま
た
は
仁
賢
以
下
の
諸
天
皇
の
よ
う
に
、
旧
辞
を
持
た
ぬ
天
皇
と

か
反
乱
鎮
圧
に
明
け
暮
れ
た
景
行
天
皇
、
皇
子
時
代
に
反
乱
を
鎮
圧
し
た
雄
略
天
皇
そ
し
て
顕
宗
天
皇
な
ど
の
各
天
皇
記
に
は
反
乱
伝
承
は

存
在
し
な
い
が
、
そ
の
他
の
天
皇
記
に
は
す
べ
て
反
乱
伝
承
が
存
在
す
る
。
そ
れ
も
必
ず
一
事
件
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
反
乱
は

時
の
天
皇
、
或
い
は
次
代
の
天
皇
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
。
あ
た
か
も
天
皇
の
威
光
を
示
す
為
で
あ
る
か
の
様
に
見
え
る
。
こ
の
解
釈
は
既

に
拙
稿
「
応
神
天
皇
記
の
解
釈
と
そ
の
伝
承
」
の
中
で
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
反
乱
事
件
を
『
古
事
記
』
の
編
者
は
歴
史
の
恥
部
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
。
否
、
反
乱
を
無
事
平
定
し
た
天
皇
の
威
光
を
称
え
、
政
治
力
を
称
賛
す
る
資
料
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

仁
徳
天
皇
記
の
構
想

九
七
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仁
徳
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皇
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さ
て
、
仁
徳
天
皇
か
ら
履
中
天
皇
・
允
恭
天
皇
・
安
康
天
皇
を
経
て
、
皇
統
は
雄
略
天
皇
に
至
る
。
そ
し
て
史
学
の
方
で
は
、
雄
略
天
皇

を
以
て
仁
徳
王
朝
は
終
焉
を
遂
げ
た
と
す
る
考
え
が
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
後
仁
徳
王
朝
」
と
い
う
清
寧
天
皇
以
下
武
烈
天
皇

に
至
る
王
朝
の
呼
称
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
課
題
で
は
無
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん

　
『
宋
書
』
夷
蛮
伝
・
倭
国
の
条
に
は
、
倭
国
の
讃
が
朝
貢
し
た
。
時
に
高
祖
の
永
初
二
年
、
西
暦
四
二
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
讃
は
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん

祖
の
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
に
も
入
貢
し
た
が
、
讃
が
死
ぬ
と
弟
の
珍
が
替
わ
っ
て
朝
貢
し
安
東
将
軍
・
倭
国
王
に
除
せ
ら
れ
た
。
こ
の
時

は
使
者
自
ら
、
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
秦
韓
・
慕
韓
の
六
国
の
う
え
に
君
臨
し
て
い
る
よ
う
に
奏
上
し
た
よ
う
で
あ
る
。
西
暦
四
四
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

年
の
元
嘉
二
十
年
に
は
倭
国
王
済
が
朝
貢
し
た
。
同
二
十
八
年
に
は
済
が
死
ん
だ
の
で
世
子
興
が
朝
貢
し
、
こ
の
興
も
劉
宋
第
四
代
の
孝
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

帝
の
代
と
な
っ
て
、
大
明
六
年
（
四
六
二
）
安
東
将
軍
・
倭
国
王
の
称
号
を
受
け
た
。
興
が
死
ん
で
弟
の
武
が
立
ち
、
自
ら
使
持
節
都
督
倭
・

百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
、
倭
国
王
と
称
し
て
い
た
が
、
劉
宋
の
最
後
の
皇
帝
順
帝
の
昇
明

二
年
（
四
七
八
）
、
名
高
い
上
表
文
を
奉
っ
て
、
百
済
を
除
い
た
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
、
倭
王
に
除
せ
ら
れ
た
。
こ
の
倭
王
武
が
雄

略
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
先
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
の
い
わ
ゆ
る
「
倭
の
五
王
」
は
、
讃
・
珍
・
済
が
ど
の
天
皇
に
比
定
さ
れ
る
か
諸
説
は
あ
る
も
の
の
、
仁
徳
を
始

め
と
す
る
仁
徳
王
朝
の
諸
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
は
五
世
紀
の
始
め
の
頃
か
ら
末
ま
で
の
王
朝
で
あ
っ
た
。

注
（
1
）
　
「
応
神
天
皇
記
の
解
釈
と
そ
の
伝
承
」
と
い
う
論
考
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
塙
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
拙
著
『
古
代
歌
謡
と
伝
承
文
学
』
に
収
録
さ

　
　
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
実
は
同
名
の
論
考
三
篇
を
書
き
継
い
だ
も
の
で
、
①
「
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
」
第
六
号
　
②
「
明
治
大
学
教
養
論

　
集
」
二
九
七
号
　
③
同
じ
く
第
三
二
二
号
　
三
論
の
合
体
で
あ
る
。



（
2
）

（
3
）

（
4
）

『
日
本
紀
寛
宴
和
歌
』
の
引
用
歌
は
「
続
群
書
類
従
』
に
拠
っ
た
。
同
書
に
契
沖
の
記
述
と
思
わ
れ
る
解
説
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

拙
稿
「
古
代
王
権
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
古
事
記
年
報
』
3
6
、
拙
著
『
古
代
歌
謡
と
伝
承
文
学
』
〈
塙
書
房
〉
）
参
照
。

「
日
本
書
紀
歌
謡
」
5
4
番
。
な
お
、
「
古
事
記
歌
謡
」
5
9
番
も
同
じ
歌
句
で
あ
る
。

（
お
お
く
ま
・
き
い
ち
ろ
う
　
元
経
営
学
部
教
授
。
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
名
誉
館
長
）

仁
徳
天
皇
記
の
構
想

九
九


