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記紀に埋もれた111斐洞折王朝

甲
斐
酒
折
宮
の
古
代
史
ほ
ど
不
遇
な
歴
史
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
古
代
史
が
新
た
な
視
点
か
ら
様
々
に
論
議
さ
れ
、
新
た
な
古
代
史
が

姿
を
現
わ
し
つ
つ
あ
る
の
に
、
依
然
と
し
て
甲
斐
の
古
代
史
を
象
徴
す
る
酒
折
宮
は
無
視
さ
れ
、
歴
史
の
中
に
埋
没
し
て
そ
の
姿
を
現
わ

そ
う
と
し
な
い
。
深
い
霧
の
中
に
剛
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
そ
の
記
録
が
問
答
歌
の
形
で
明
確
に
し
る
さ
れ
て
い

る
の
に
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
記
録
は
、
歴
史
が
そ
の
中
に
埋
没
し
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
そ
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
の
馴
川
は
、
記
録
が
い
か
に
も
歴
史
と
遊
離
し
て
、
一
児
た
あ
い
の
な
い
伝
説
の
Ⅲ
界
と
し
か
兇
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

そ
う
見
え
る
よ
う
に
意
図
的
に
灘
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

記
紀
の
酒
折
宮
に
つ
い
て
の
記
述
は
微
妙
に
く
い
ち
が
っ
て
い
る
が
（
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
く
い
ち
が
い
が
酒
折
宮
歴
史
の

謎
を
解
く
一
つ
の
重
要
な
鍵
と
考
え
ら
れ
る
）
、
そ
の
中
心
と
な
る
問
答
歌
は
、
記
と
紀
で
は
漢
字
の
表
記
が
異
な
る
も
の
の
全
く
同
じ

に
読
ま
れ
て
い
る
。
古
事
記
に
よ
る
と
、
倭
建
命
（
日
本
誓
紀
で
は
日
本
武
尊
）
が
東
国
遠
征
の
折
甲
斐
の
酒
折
宮
へ
立
ち
よ
っ
て
、
そ

み
ひ
た
き
の
お
さ
な

》
」
で
御
火
焼
老
人
と
呼
ば
れ
る
老
人
に
歌
で

記
紀
に
埋
も
れ
た
甲
斐
酒
折
王
朝

甲
斐
酒
折
宮
の
謎

犬

飼

和
雄
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珂
比
厩
利
菟
玖
波
場
須
擬
氏
異
玖
用
伽
禰
菟
流

伽
餓
奈
倍
氏
用
珂
波
虚
々
能
用
比
田
波
苔
鳩
伽
鳩

両
者
の
表
記
の
違
い
を
見
て
い
る
と
、
日
本
書
紀
の
作
成
者
が
古
耶
記
の
漢
字
の
表
記
に
意
図
的
に
手
を
加
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

ｎ
本
瞥
紀
の
作
成
者
は
、
酒
折
寓
に
つ
い
て
の
古
事
記
の
記
述
を
懲
図
的
に
改
蹴
し
て
い
る
が
こ
の
表
記
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
酒
折
宮
の
記
述
に
日
本
書
紀
の
作
成
者
が
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
大
和

朝
廷
に
と
っ
て
酒
折
宮
の
記
述
は
無
視
で
き
な
い
事
実
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
表
面
的
に
は
記
紀
と
も
そ
の
記
述
は
単
純
で
、
歌
の
内
容
も
全
く
た
あ
い
な
く
、
歴
史
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の

も
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。
そ
の
上
、
倭
建
命
の
存
在
が
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
酒
折
宮
、
そ

れ
は
現
在
の
酒
折
神
社
が
そ
う
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
が
日
本
に
お
け
る
連
歌
発
祥
の
地
だ
と
長
い
こ
と
全
く
見
当
述
い
な
不
当

な
扱
い
し
か
受
け
て
い
な
い
の
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
記
紀
の
作
成
者
が
連
歌
発
祥
の
地
を
残
す
た
め
に
、
あ
の
よ
う
な
記
述
を

６
カ

日
日
並
べ
て
夜
に
は
九
夜

と
答
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

新
治
筑
波
を
過
ぎ

と
尋
ね
る
と
、
老
人
が

迦邇
賀比
那婆
倍ｎＭ
Ｅｉ
都
久

川波
邇糞
波須
許疑
々畳
能
１１１伊

久
比川
邇力Ⅱ
波泥
登都
糞流
加
貢

古
事
罰－１
ｍ【-J

日
本
書
紀 筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る

日
に
は
十
日
を

記
紀
と
も
同
じ
歌
に
読
ま
れ
て
い
る
が
、
漢
字
の
表
記
は
次
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝

記
紀
は
さ
り
げ
な
く
酒
折
寓
と
言
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
何
の
説
明
も
加
え
て
い
な
い
。
ま
た
何
を
調
べ
て
も
、
酒
折
宮

と
は
現
在
の
甲
府
巾
酒
折
を
そ
の
地
と
伝
え
る
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
、
酒
折
宮
に
関
す
る
説
明
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。

一
般
に
酒
折
宮
は
甲
府
市
の
酒
折
町
に
あ
る
現
在
の
酒
折
神
社
が
そ
う
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
酒
折
神
社
は
甲
府
盆
地
の
北
東
に

連
な
っ
て
い
る
丘
陵
地
帯
の
ほ
ぼ
中
央
か
ら
盆
地
に
突
き
だ
し
て
い
る
岩
尾
根
が
あ
る
が
、
そ
の
麓
に
位
置
し
て
い
る
小
規
模
な
神
社
で

あ
る
。
国
鉄
酒
折
駅
の
す
ぐ
北
側
で
、
背
後
に
小
高
い
山
を
ひ
か
え
て
い
る
。
酒
折
神
社
に
つ
い
て
の
記
録
は
倭
建
命
の
伝
承
以
外
一
切

残
っ
て
い
な
い
が
、
神
社
に
は
そ
の
背
後
の
山
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
二
つ
の
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。

わ
ざ
わ
ざ
残
す
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
日
本
書
紀
の
あ
の
作
為
的
な
改
蹴
は
そ
う
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
文
化
の

中
心
か
ら
全
く
離
れ
た
甲
斐
の
国
に
、
連
歌
の
発
祥
の
地
な
ど
を
求
め
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

記
紀
と
も
に
そ
の
記
述
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
も
っ
と
重
大
な
古
代
史
の
謎
を
、
特
に
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
含
ん
で

い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
記
述
だ
け
を
考
え
て
い
て
は
、
私
達
は
記
紀
の
作
成
者
の
作
為
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
霧
の
む
こ
う
の
歴

史
を
見
る
た
め
に
は
、
新
た
な
視
点
か
ら
迫
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
大
和
朝
廷
が
記
紀
で
無
視
で
き
な
か
っ
た
甲
斐
の

古
代
史
、
記
紀
の
作
成
者
が
無
視
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
記
録
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
甲
斐
の
古
代
史
と
は
何
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
勿
論
そ
の
一
つ
は
記
紀
の
酒
折
宮
の
記
述
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記

述
を
解
く
鍵
は
、
酒
折
宮
を
中
心
と
し
た
甲
斐
の
盆
地
に
あ
る
の
も
、
ま
た
当
然
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
酒
折
宮
の
記
述
の
向

う
に
あ
る
も
の
を
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。

二
酒
折
神
社
の
御
室
山
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う
畑
に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
シ

在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の
説
明
文
は
不
備
が
多
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
塚
を
出
発
点
と
し
て
大
鼓
を
た
た
い
て
登
っ
た
の
で
、
ポ
ン
ポ
コ
塚
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
北
原
扇
状
地
と
い
う
の
は
、
甲
府
盆
地
の
東
北
に
連
な
る
丘
陵
地
帯
の
麓
に

ひ
ろ
が
る
平
地
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
在
二
十
あ
ま
り
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
宅
地
や
ぶ
ど

う
畑
に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
往
時
の
姿
は
残
念
な
が
ら
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
地
に
多
く
の
古
墳
が
存

こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
、
こ
の
山
の
性
格
を
伝
え
る
も
う
一
つ
の
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
山
は
酒
折
神
社
の
背
後
の
岩
尾
根
を
登
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
の
尾
根
の
西
側
の
山
純
に
、
通
称
ポ
ン
ポ
コ
塚
と
呼
ば
れ
て
い
る
円
形
古
城
が
あ
る
。
今
は
ぶ
ど
う
畑
の
中
に
埋

も
れ
る
よ
う
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
上
な
か
ば
枯
れ
か
か
っ
た
杉
の
木
が
一
本
は
え
て
い
る
だ
け
の
荒
れ
は
て
た
土
盛
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
古
城
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
ポ
ン
ポ
コ
塚
と
い
う
奇
妙
な
名
称
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
説
明
が
現
在

ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
ポ
ン
ポ
コ
塚
由
来
記
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

北
原
扇
状
地
一
帯
に
は
古
噴
が
二
十
基
ほ
ど
点
存
し
て
い
ま
す
が
ポ
ン
ポ
コ
塚
は
か
な
り
保
存
が
良
い
方
で
す
。
形
や
大
き
さ
、
副
葬

品
な
ど
く
わ
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
が
、
横
穴
式
の
石
室
な
ど
か
ら
六
’
七
世
紀
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
背
後
の
御
室
山
山
頂

付
近
に
も
石
祠
が
あ
り
…
…
早
魅
の
と
き
は
近
郷
の
人
々
が
大
鼓
を
ボ
ン
ボ
ン
打
鳴
ら
し
な
が
ら
御
室
山
に
登
り
雨
乞
い
の
祈
願
を
し

そ
の
一
つ
は
、
酒
折
神
社
は
か
っ
て
背
後
の
山
頂
に
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
山
頂
に
平
地
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
神

社
が
山
頂
に
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
山
が
神
の
山
だ
っ
た
、
つ
ま
り
、
神
名
備
山
だ
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
山
は
完
全
な
岩
山
で
あ
る
。
山
頂
に
磐
座
に
相
当
す
る
岩
室
が
あ
り
、
そ
れ
が
古
代
信
仰
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
し
た
。
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝
さ
て
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
御
室
山
に
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
ポ
ン
ポ
コ
塚

背
後
の
山
と
い
え
ば
、
酒
折
神
社
背
後
の
山
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
山
が
こ
の
記
述
で
も
古
く
か
ら
神
の
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

た
の
が
わ
か
る
し
、
頂
上
に
石
祠
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
石
祠
は
自
然
の
岩
室
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
御
室
山
と
い
う
名
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
酒
折
の
御
室
山
、
本
当
に
名
前
の
と
お
り
な
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
記
録
以
外
酒
折
神

社
背
後
の
山
を
御
室
山
と
呼
ん
で
い
る
記
録
は
な
い
が
、
そ
の
真
疑
を
確
認
す
る
以
前
に
御
室
山
と
は
何
か
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

御
室
山
と
い
う
の
は
元
来
奈
良
盆
地
に
あ
る
三
輪
山
の
こ
と
で
あ
る
。
三
輪
山
は
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
先
住
民
の
神
の
山
で
あ
り
、

そ
の
伝
承
が
記
紀
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
く
わ
し
い
こ
と
は
後
で
述
べ
る
が
、
後
に
こ
の
三
輪
山
と
同
じ
性
格
を
持
っ

た
各
地
の
山
を
、
別
名
神
名
備
山
、
御
室
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
も
し
酒
折
御
室
山
が
名
前
の
と
お
り
だ
と
す
れ
ば
、

三
輪
山
と
同
じ
性
格
を
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
三
輪
山
周
辺
の
古
代
史
と
同
じ
よ
う
に
酒
折
御
室
山
の
古
代
史
を

考
え
て
い
い
こ
と
に
な
る
。
少
し
飛
躍
し
て
述
べ
れ
ば
、
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
奈
良
盆
地
の
古
代
史
に
匹
敵
す
る
甲
府
盆
地
の
酒
折
御

室
山
の
古
代
史
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
先
の
ポ
ン
ポ
コ
塚
に
つ
い
て
の
説
明
に
あ
る
扇
状
地
一
粥
に
は
古
墳
が
二
十
基
ほ
ど
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
視
点
を

ひ
ろ
げ
て
甲
府
盆
地
の
東
北
に
連
な
る
丘
陵
地
帯
の
山
麓
の
平
地
に
向
け
る
と
、
お
び
た
だ
し
い
土
臓
り
古
斌
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
現
存
し
て
お
り
、
例
え
ば
酒
折
御
室
山
の
東
側
に
横
根
山
田
古
城
と
呼
ば
れ
る
円
形
古
斌
が
そ
の
而
形
を
と
ど

め
て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
は
、
径
二
十
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
一
一
十
メ
ー
ト
ル
、
石
室
は
幅
二
メ
ー
ト
ル
’
一
一
十
セ
ン
チ
、
奥
行
七
メ
ー
ト
ル
四

十
五
セ
ン
チ
あ
っ
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
の
周
辺
に
は
土
盛
り
の
古
城
群
が
存
在
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
酒
折
の

西
に
あ
る
湯
村
山
山
麓
の
平
地
に
あ
る
加
牟
那
塚
古
墳
も
四
十
メ
ー
ト
ル
の
墳
丘
に
全
長
十
六
メ
ー
ト
ル
七
十
五
セ
ン
チ
、
幅
三
メ
ー
ト

ル
三
十
セ
ン
チ
の
石
室
を
も
っ
た
大
き
な
古
噴
で
あ
る
。
こ
の
近
く
に
は
首
長
塚
と
も
万
寿
森
古
墳
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
巨
大
古
墳
が
あ
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さ
ら
に
こ
う
し
た
事
実
を
も
っ
と
雌
突
に
証
明
す
る
古
斌
群
が
、
酒
折
御
室
山
の
背
後
の
北
側
の
斜
面
か
ら
、
丘
陵
地
帯
の
東
側
に
位

置
す
る
大
蔵
経
寺
山
と
呼
ば
れ
る
山
に
か
け
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
地
域
の
名
を
と
っ
て
横
根
、
桜
井
微
石
塚
古
墳
群
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
山
中
に
あ
っ
た
た
め
に
発
見
さ
れ
た
の
は
比
較
的
近
年
に
な
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
は
石
を
秋
み
上
げ
た

塚
で
、
形
も
大
き
さ
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
穣
石
の
下
に
は
横
穴
式
石
室
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
手
の
古
坑
は
こ
の
丘
陵
地
帯
の
い

た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
横
根
、
桜
井
戟
石
古
境
群
は
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
、
一
四
二
基
と
報
告
さ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に

新
し
く
発
見
さ
れ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
実
物
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
地
域
に
二
基
の
前
方
後
円
墳
が
存
在
し
て

い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
見
て
い
く
と
、
酒
折
御
室
山
を
中
心
と
し
た
甲
斐
の
古
代
史
が
次
第
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
く
る
の
が

わ
か
る
。

る
し
、
先
の
ポ
ン
ポ
コ
塚
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
酒
折
御
室
山
を
中
心
と
し
た
丘
陵
の
山
施
の
平
地
に
は
お
び
た
だ
し
い
古
城
が

存
在
し
て
い
た
、
そ
れ
も
か
な
り
大
規
桃
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
奈
良
盆
地
と
ち
が
っ
て
甲
斐
盆
地
の
古
斌
は

多
く
が
消
滅
し
て
お
り
、
残
っ
て
い
る
も
の
も
保
存
が
悪
く
、
そ
れ
だ
け
で
は
史
料
的
な
価
値
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
お
り
、
副
葬
品

な
ど
か
ら
古
代
史
を
解
明
す
る
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
酒
折
御
室
山
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
古
墳
が
平
地
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
の
が
わ
か
る
。
現
在
の
酒
折
神
社
を
尾
根
伝

い
に
登
っ
て
い
く
と
、
す
ぐ
上
の
尾
根
は
不
老
園
と
い
う
梅
林
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
梅
林
の
中
に
不
老
園
古
城
と
呼
ば
れ
る
古
城
が

あ
る
し
、
横
穴
式
の
人
工
的
な
石
室
も
あ
る
。
ま
た
酒
折
古
墳
と
呼
ば
れ
る
古
境
が
あ
り
、
現
在
で
は
石
棺
が
む
き
だ
し
に
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
酒
折
宮
を
取
り
ま
く
地
域
が
伝
説
の
地
で
も
、
単
な
る
連
歌
発
祥
の
地
で
も
な
く
、
そ
こ
に
甲
斐
の
古
代
史
が
存
在
し

て
い
た
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

酒
折
御
室
山
自
身
も
、
こ
う
し
た
背
景
か
ら
さ
ぐ
っ
て
い
く
と
、
特
異
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
岩
根
尾
の
中
収
、
現
在
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記紀に1111もれた甲斐酒折王朝
で
は
不
老
園
梅
林
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
か
な
り
の
規
模
の
岩
室
が
存
在
し
て
い
た
。
今
で
は
残
念
な
が
ら
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
が
磐
座
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
酒
折
御
室
山
の
第
一
の
磐
座
だ
と
す
れ
ば
、
第
二

の
磐
座
が
中
腹
の
東
側
に
ぽ
っ
こ
り
口
を
あ
け
て
い
る
。
更
に
第
三
の
磐
座
が
、
ポ
ン
ポ
コ
塚
由
来
記
に
よ
る
山
頂
の
石
祠
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
石
祠
を
現
在
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
酒
折
御
室
山
の
岩
の
頂
上
は
、
何
者
が
何
の
目
的
で
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
見

る
も
無
惨
に
粉
砕
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
岩
片
の
山
と
化
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
岩
片
の
山
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
石
祠
が
あ
っ
た
の

は
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
酒
折
御
室
山
と
い
う
小
さ
な
山
に
三
か
所
も
磐
座
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
古
代
人
の
信
仰
の

山
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
の
も
当
然
だ
し
、
た
し
か
に
こ
れ
が
甲
斐
の
御
室
山
、
三
輪
山
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
奈
良

お
き
つ

な
か
つ

へ
つ

の
三
輪
山
も
三
か
所
の
磐
座
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
二
輪
山
の
磐
座
は
、
奥
津
磐
腿
、
中
津
磐
座
、
辺
津
磐
座
と
一
一
一
か
所
の
磐
座

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
三
輪
山
と
酒
折
御
室
山
と
は
双
子
の
よ
う
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
だ
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
山
を
地
形
的
に
眺
め
る
と
、
そ
こ
に
も
驚
く
ほ
ど
の
類
似
が
あ
る
の
に
気
が
つ
く
。
酒
折
御
室
山
を
中
心
と
し
た
丘

陵
地
帯
は
甲
府
盆
地
の
東
北
に
連
な
っ
て
お
り
、
丘
陵
地
帯
に
も
そ
の
山
麓
に
も
お
び
た
だ
し
い
古
墳
群
が
存
在
し
、
そ
の
山
麓
に
古
道

北
山
野
道
が
沿
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
三
輪
山
に
連
な
る
丘
陵
地
帯
は
奈
良
盆
地
の
東
北
に
伸
び
、
や
は
り
お
び
た
だ
し
い
古
城
群
が

見
ら
れ
る
し
、
そ
の
山
麓
沿
い
に
は
有
名
な
古
道
山
辺
道
が
走
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
甲
府
盆
地
の
遺
跡
は
奈
良
盆
地
と
ち
が
っ
て
そ
の

遺
跡
の
多
く
が
破
壊
さ
れ
た
り
荒
廃
し
た
り
し
て
見
る
も
無
惨
な
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
る
し
、
遺
跡
の
規
模
そ
の
も
の
も
ち
が
っ
て
い

る
が
、
本
質
的
に
は
両
者
は
双
子
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
酒
折
御
室
山
の
山
麓
に
酒
折
神
社
が
三
輪
山
の
山
麓
に

お
お
み
わ

大
神
神
社
が
存
在
す
る
の
も
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
口
え
ば
作
為
的
で
は
あ
る
が
、
記
紀
に
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
点
で
も
共
通
し

て
い
る
。
記
録
の
量
は
ち
が
う
と
は
い
え
、
記
紀
の
成
作
者
が
ど
ち
ら
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
点
で
は
変
わ
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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の書の’よ見な６に廃室
よ紀はまれんな火しｌｌｌ酒

川1jljl1iば：〈観;M)；lWi
作代だ殺だ奇そ廷れこ社
為版かさか妙のにるちか
的をられらでせと人らら
に読でてこあいつもの少
祉んあしのるかてほ山し
史でるま神。酒無との東
をい。つ社甲折視ん方へ
造る現たの斐神でどが行
作よ在１１１存の社きい三く
しう、斐在国以なな輪と
ななこのがに＿上かい１１１大
け不の古手物につがに蔵
れ忠ｉＩｌｌ代が部｜Ⅱ’た延似経
ば識社史か氏題ｉＩＩｌ灘て寺
神なのにりのに社式い山
社気社迫に存さで内ると
と分史るな在れあ物。呼
しにが―つをるる部こば
て襲境って示ここ抑のれ
のわ内の甲すとと社１１’て
恰れに手斐なながとのい
好たかが物ん〈わい１１１る
が・かか部の現かう施山
つ誰げり氏記在る大Ｉこが
かが‘うとの録に･き物あ
な何れな存６至しな部る
か時てる在なつかイｉ神゜
っこいＩ土をいてし碑社こ
たのるずつのいこがとの
か社。でかにるの立呼ｌｌＩ
ら史そあむ物ｏ１Ｉｌｌつばに
でをのるこ部し社てれも
あ造社。と神かにおて古
ろ作史少が社し関りい墳
うしをなでが考し、るが
･たノiとくきあえてこ小あ
その初とるるてはれさり
のか談ものかみ、がな、
社わん物からる記ｉｉｉ神山
史かだ部もでと紀い社の
とらｌＭＨＶＩｌしあこにｉｌｌｌが形
はな、社れるの全社あと
次い古のな。抑くでるし
のが事存いし社なあ・て
よ、記在しかｑ）んり建は
う多やそ、し存の、物酒
な分「１のそ逆在記｜可は折
もこ本もれには録時荒御

の
で
あ
る
。

に
ぎ
ば
や
ひ
の
み
こ
と
う
丑
し
没
で

物
部
十
明
社
と
い
い
、
物
部
氏
の
御
先
祖
で
あ
る
饒
速
日
命
そ
の
子
可
美
真
手
〈
叩
よ
り
十
神
を
お
祀
り
す
る
神
社
で
す
。
饒
速
日
命

お
ぉ
む
ら
Ｕ

は
神
武
天
皇
が
大
机
国
平
定
の
折
勲
功
を
立
て
そ
れ
以
来
代
々
朝
廷
に
お
仕
え
し
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
物
部
の
姓
を
賜
抓
ソ
大
連
と
し

て
国
政
に
参
与
し
、
一
家
一
門
は
こ
の
地
を
中
心
に
繁
栄
し
隆
昌
を
き
わ
め
た
。
又
物
部
柳
社
は
廷
喜
式
神
名
帳
、
三
代
実
録
等
の

古
典
に
記
録
さ
れ
て
お
り
…
…
往
古
は
山
梨
郷
御
室
山
に
鎮
座
せ
し
が
後
世
此
の
地
に
遷
し
祀
る
。
現
在
御
室
山
に
旧
践
が
あ
り
今

三
甲
斐
物
部
神
社
と
物
部
氏
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記紀に埋もれたlil斐酒折王朝

こ
こ
で
一
つ
明
碓
な
こ
と
は
、
物
部
氏
と
い
う
の
は
神
武
天
皇
に
征
服
さ
れ
た
先
住
民
の
支
配
者
が
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
記
紀
と
も
に
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
社
史
で
は
「
神
が
き
の
み
む
ろ
の
山
の
さ
か
き
ば
は
…
…
」
と
い
う
歌
を
つ
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
た
し
か
に

、
、
、
、
、

古
今
集
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
》
」
の
社
史
の
よ
う
に
甲
斐
の
山
を
み
な
ろ
の
山
と
述
べ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
む

し
ろ
、
こ
の
神
の
み
む
ろ
の
山
は
、
叩
斐
で
は
な
く
奈
良
と
解
し
た
力
が
自
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
古
今
染
に
は
甲
斐
の
歌
と
い
う

な
ん
と
も
興
味
深
い
説
明
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
明
ら
か
に
日
本
書
紀
と
古
今
集
を
た
く
み
に
接
合
し
て
、
こ
の
神
社
の
正
統
性
を
、

大
和
朝
廷
の
学
者
達
が
記
紀
の
中
で
や
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
も
っ
と
も
ら
し
く
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
紀
に
よ
る
と
、
神
武
天
皇

な
が
す
わ
ひ
ご

が
長
髄
彦
と
戦
っ
た
時
、
長
髄
彦
は
、
主
君
の
饒
速
日
命
に
殺
さ
れ
、
饒
速
日
命
が
神
武
天
皇
に
降
服
し
た
。
こ
の
饒
速
日
へ
叩
が
物
部
氏

と
〃
つ
ぉ
や

の
遠
祖
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
饒
速
日
命
は
天
孫
族
だ
と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
天
孫
族
に
付
会
し
た
造
作
だ
と
一
三
吋

み
か
し
８
や
Ｕ
の

う
ｆ
し
ま
で
の
み
こ
と

槌
ざ
は
や
ひ
の

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
焼
連
日
命
と
長
髄
彦
の
妹
一
一
一
炊
屋
媛
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
先
の
可
美
真
手
へ
叩
で
あ
る
。
古
事
記
で
は
邇
芸
速
日

〃
こ
と

と
み
ひ
こ
と
み
や
ひ
ぬ

う
ま
し
ｆ
Ｕ
の
み
こ
と

命
が
神
武
天
皇
Ｆ
Ｌ
降
服
し
、
紀
の
長
髄
彦
に
あ
た
る
盗
美
毘
古
の
妹
登
美
夜
腿
売
と
の
間
に
宇
麻
志
麻
遅
命
を
も
う
け
た
と
し
る
さ
れ
て

〃
や

い
る
。
こ
の
宇
麻
志
麻
運
命
が
物
部
連
の
祖
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
物
部
神
社
の
社
史
を
作
っ
た
人
物
は
、
日
本
書
紀
の
饒
速
日
命
が
天
孫
族
、
つ
ま
り
神
武
天
皇
と
同
系
列
の
人
物
だ
と
強
調
さ
れ

て
い
る
の
と
、
大
和
朝
廷
の
最
大
の
敵
長
髄
彦
を
殺
し
た
英
雄
で
も
あ
る
の
で
、
古
事
記
で
は
な
く
日
本
書
紀
の
記
述
を
選
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
神
社
の
権
威
付
け
に
は
烙
恰
だ
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
で
は
長
髄
彦
に
州
当
す
る
登
美
児
古
を
、
院
速
Ⅱ
命
が
殺
し
た
と
い
う
記

ろ
う
。
神
社
の
権
威
付
哩

述
は
存
在
し
て
い
な
い
。

古
巣
に
も
「
神
が
き
の
み
な
ブ

土
器
類
も
そ
こ
で
発
掘
さ
れ
た
。

み
な
ろ
の
山
の
ざ
か
き
ば
は
神
の
み
ま
え
に
し
げ
り
あ
い
に
け
り
」
と
詠
じ
て
あ
る
。
古
代
の
石
器
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項
目
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
甲
斐
を
読
ん
だ
歌
が
二
首
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
に
こ
の
歌
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
社
史
は
都
合
の
い
い
記
録
を
集
め
て
造
作
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ま
ず
先
に
物
部
神
社
が

あ
り
、
そ
の
権
威
付
け
の
た
め
に
後
世
の
人
間
が
こ
う
し
た
社
史
を
作
っ
た
も
の
で
、
こ
の
社
史
は
皮
肉
な
こ
と
に
古
く
か
ら
物
部
神
社

が
甲
斐
の
大
蔵
経
寺
山
あ
る
い
は
他
の
山
の
山
麓
に
存
在
し
て
い
た
証
拠
で
も
あ
る
。
当
然
こ
れ
が
甲
斐
の
国
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

物
部
氏
の
氏
神
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
甲
斐
の
物
部
氏
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
す

る
た
め
に
は
物
部
氏
と
い
う
も
の
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
１
し
１
Ｕ
の
み
こ
と

先
の
記
紀
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、
物
部
氏
の
柵
先
は
紀
に
よ
れ
ば
院
速
日
命
で
あ
り
、
記
で
は
眺
速
Ⅱ
命
の
子
宇
麻
志
麻
週
へ
叩
に

な
っ
て
い
る
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
先
住
民
の
支
配
者
が
物
部
氏
を
名
の
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
先
の
社
史
で
は
「
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
物
部
の
姓
を
賜
り
大
連
と
し
て
国
政
に
参
与
し
、
一
家
一
門
は
こ
の
地
を
中
心
に
繁
栄
し
隆

昌
を
き
わ
め
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
が
、
こ
の
説
明
は
ま
た
矛
盾
だ
ら
け
で
あ
る
。
記
紀
と
も
に
饒
速
日
命
ま
た
は
そ
の
子
が
物
部
氏
の

柧
先
で
あ
る
と
し
る
し
て
い
る
の
で
、
十
一
代
躯
仁
天
皇
の
時
、
眺
速
日
命
の
子
孫
が
再
度
物
部
の
姓
を
賜
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い
し
、
ま
し
て
、
そ
れ
が
甲
斐
物
部
氏
だ
と
い
う
こ
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
史
の
．
Ⅲ
一
家
が
こ
の
地

…
…
」
と
い
う
こ
の
地
と
は
勿
論
甲
斐
の
国
を
さ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
書
紀
に
は
物
部
氏
が
甲
斐
に
い
た
と
い
う
記
述
は
全
く

存
在
し
て
い
な
い
。
紀
に
垂
仁
天
皇
の
時
、
物
部
屯
連
の
遠
祖
物
部
十
千
根
な
る
人
物
が
確
か
に
活
蝋
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

奈
良
の
大
和
朝
廷
に
仕
え
て
の
話
で
あ
っ
て
、
十
千
根
が
甲
斐
に
い
て
は
大
和
朝
廷
で
活
鏥
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
甲
斐
物
部
氏
の
説
明
は
、
殊
更
甲
斐
物
部
神
社
を
正
統
化
し
権
威
付
け
る
た
め
の
後
世
の
造
作
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
し

か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
甲
斐
物
部
神
社
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
造
作
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
甲
斐
物
部
神
社
が
古
く

か
ら
存
在
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
史
の
説
明
と
は
別
に
、
こ
の
物
部
神
社
を
中
心
に
甲
斐
の
物
部
氏
の
存
在
を
明
ら
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記紀に埋もれた１１】斐酒折王朝
か
に
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
紀
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
甲
斐
に
あ
て
は
め
る
と
、
奈
良
の
饒
速
Ⅱ
命
と
同
じ
よ
う
に

甲
斐
の
支
配
者
が
大
和
朝
廷
と
戦
っ
て
征
服
さ
れ
、
物
部
氏
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
後
の
迦
命
も
、
大
和
の
物
部
氏
と
同
じ
遮

命
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
和
の
物
部
氏
は
大
和
朝
廷
に
仕
え
、
蘇
我
氏
と
勢
力
を
二
分
す
る
ほ
ど
強
大
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
崇

峻
天
皇
の
時
、
六
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
る
が
、
物
部
守
屋
大
連
が
蘇
我
馬
子
大
臣
と
争
い
、
今
の
大
阪
の
渋
河
で
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
亡
ぼ

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
物
部
氏
の
名
は
そ
の
後
も
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
そ
の
支
族
が
石
上
を
名
の
り
、
石
上
神
社
を
中

心
に
生
き
つ
づ
け
た
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
奈
良
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
い
た
る
と
こ
ろ
に
そ
の
名
前
が
う
か
が
え
る
。
九
州
に
も
存
在
し

て
い
た
と
言
わ
れ
る
し
、
八
十
物
部
と
呼
ば
れ
た
呼
び
方
も
、
各
地
に
物
部
氏
が
散
在
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
物
部
神
社

を
例
に
と
っ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
物
部
神
社
と
し
て
有
名
な
の
は
、
新
潟
県
の
西
山
町
に
あ
っ
た
り
、
島
根
県
大
川
市
川
合
川
に
あ

っ
た
り
す
る
。
い
ず
れ
も
物
部
氏
の
神
社
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
島
根
県
の
物
部
神
社
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
祭
神
は
宇
麻
志
麻
遅
命
、
継
体
天
皇
八
年
、
勅
に
よ
っ
て
創
建
。
物
部
氏
の
始
祖
で
あ
る
こ
の
地
方
を
平
定
し
た
命
を
奉
斉
。
物
部
神

い
ば
ゐ

社
の
宗
社
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
」
こ
の
伝
承
は
古
事
記
を
も
と
に
し
て
い
る
の
は
わ
か
る
が
、
記
の
継
体
天
皇
の
時
、
「
筑
紫
の
石
井
、

§
わ
ゐ
や
な

あ
ら
か
い

天
皇
の
〈
叩
に
従
は
ず
し
て
、
多
く
礼
元
か
り
き
・
故
、
物
部
荒
甲
の
大
連
、
大
伴
の
金
村
の
連
一
一
人
を
道
は
し
て
、
石
井
を
殺
し
た
ま
ひ

き
」
と
い
う
記
述
は
あ
っ
て
も
、
島
根
物
部
神
社
の
よ
う
な
伝
承
は
ど
こ
に
も
背
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
甲
斐
物
部
神
社
と
同
じ
で
、

神
社
が
そ
こ
に
あ
っ
て
説
明
が
後
か
ら
付
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
、
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
甲
斐
や
信
濃
や
島
根
に
物
部

神
社
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
部
氏
が
広
く
散
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
、
全
国
的
な
統
一
組
織
を
持
っ

た
氏
族
の
存
在
は
大
和
朝
廷
以
外
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
各
地
の
物
部
氏
は
、
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
古
代
王
朝
な
り
豪
族
が
大
和
朝

廷
に
隷
属
し
て
物
部
氏
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
、
饒
速
日
命
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
直
接
こ
う
し
た

関
係
を
示
す
記
録
は
な
い
が
、
物
部
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
律
令
制
で
、
刑
部
省
所
管
の
囚
獄
司
、
術
門
府
、
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い
ち
の
つ
か
さ

東
西
の
市
司
に
置
か
れ
た
職
員
。
雑
任
の
一
種
で
、
地
位
は
低
く
、
刑
罰
の
執
行
に
当
た
っ
た
」
こ
の
説
明
の
中
に
は
、
物
部
と
い
う
意

味
が
大
和
朝
廷
に
隷
属
し
た
一
族
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

甲
斐
物
部
氏
に
つ
い
て
の
記
録
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
が
、
物
部
氏
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
記
録
が
一
つ
だ
け
存
在
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
「
巨
摩
郡
青
沼
郷
物
部
高
嶋
調
維
壹
匹
」
こ
の

記
録
は
天
平
勝
宝
四
年
、
七
五
二
年
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
物
部
高
嶋
な
る
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
調
と
し

て
繩
一
匹
で
は
、
こ
の
高
嶋
な
る
人
物
が
、
‐
斐
の
支
配
者
と
か
そ
れ
に
準
ず
る
人
物
と
は
と
う
て
い
言
い
え
な
い
が
、
少
く
と
も
甲
斐
に

物
部
氏
の
存
在
を
証
明
す
る
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
青
沼
郷
は
現
在
の
物
部
神
社
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て

お
ら
ず
、
青
沼
郷
の
物
部
高
嶋
が
甲
斐
物
部
神
社
を
巾
‐
心
と
し
た
物
部
氏
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
し
、
こ
の
頃
、

甲
斐
物
部
氏
が
力
を
失
っ
て
単
な
る
部
民
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
記
録
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
物
部
神
社
の
社
史
「
往
古
は
山
梨
郷
御
室
山
に
鎮
座
せ
し
が
…
…
」
と
い
う
説
明
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の
御
室

山
が
現
在
の
神
社
の
背
後
の
大
蔵
経
寺
山
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
よ
り
東
の
山
梨
市
に
あ
る
春
日
居
御
室
山
と
呼
ば
れ
る
御
室
山
を

さ
し
て
い
る
の
か
も
う
一
つ
明
白
で
は
な
い
。
春
日
居
御
室
山
の
山
麓
に
は
山
梨
岡
神
社
が
あ
っ
て
同
じ
伝
承
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
多
分
物
部
神
社
は
往
古
は
背
後
の
大
蔵
経
寺
山
に
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
物
部
神
社
が
か
っ

て
は
山
に
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
酒
折
神
社
と
酒
折
御
室
山
、
三
輪
山
と
大
神
神
社
の
関
係
と
同
じ
で
あ
り
、
甲
斐
が
大
和
朝
廷
に
征

服
さ
れ
て
大
和
朝
廷
系
の
神
、
例
え
ば
日
本
武
尊
や
可
美
真
手
命
を
祀
る
以
前
か
ら
こ
こ
に
先
住
民
の
神
を
祀
っ
た
神
社
が
あ
り
、
当
然

神
社
を
中
心
に
甲
斐
を
支
配
し
て
い
た
古
代
王
朝
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝

甲
府
盆
地
の
東
北
に
連
な
る
丘
陵
地
帯
の
山
麓
に
は
、
山
麓
沿
い
の
古
道
北
山
野
道
に
沿
っ
て
、
酒
折
神
社
や
物
部
神
社
以
外
に
も
多

く
の
神
社
が
あ
る
。
新
し
い
神
社
も
多
い
が
、
中
に
は
酒
折
神
社
や
物
部
神
社
の
よ
う
に
古
代
甲
斐
の
国
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
も
の

が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
は
奈
良
盆
地
の
東
北
に
連
な
る
山
麓
の
神
社
群
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
酒
折
神
社
は
奈

良
三
輪
山
の
大
神
神
社
、
甲
斐
物
部
神
社
は
奈
良
の
石
上
神
社
に
相
当
し
て
い
る
。
奈
良
の
神
社
と
甲
斐
の
神
社
と
の
具
体
的
な
関
係
は

つ
か
み
よ
う
も
な
い
が
、
こ
う
し
た
関
係
を
一
層
強
調
で
き
そ
う
な
神
社
の
一
つ
に
山
梨
岡
神
社
が
あ
る
。

山
梨
岡
神
社
は
山
梨
市
の
春
日
居
の
山
麓
に
あ
る
神
社
で
、
酒
折
、
物
部
神
社
と
同
じ
よ
う
に
背
後
に
一
見
し
た
だ
け
で
神
名
備
山
だ

と
わ
か
る
山
を
背
負
っ
て
い
る
。
境
内
に
社
史
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
社
史
も
物
部
神
社
の
社
史
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
虚
実

と
り
ま
ぜ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

人
皇
十
代
崇
神
天
皇
の
と
き
、
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
災
害
も
多
い
故
、
勅
命
に
よ
り
御
室
山
頂
に
創
祀
さ
れ
、
そ
の
後
成
務
天
皇

の
御
代
に
麓
の
梨
樹
を
伐
り
拓
い
て
神
戸
を
遷
し
…
…

こ
の
説
明
を
読
む
と
、
ま
る
で
甲
斐
の
国
に
疫
病
が
流
行
し
、
そ
れ
を
崇
神
天
皇
が
し
ず
め
る
た
め
に
御
室
山
に
、
通
例
山
梨
岡
神
社

背
後
の
神
名
備
山
を
春
日
居
御
室
山
と
称
し
て
い
る
の
で
こ
の
社
史
を
読
ん
だ
も
の
は
、
こ
の
春
日
居
の
御
室
山
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま

う
が
、
そ
の
御
室
山
に
山
梨
岡
神
社
が
創
祀
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
崇
神
天
皇
が
甲
斐
の
国
に
い
て
甲
斐
の
国

を
治
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
事
実
は
記
紀
と
も
全
く
存
在
し
て
い
な
い
。
古
事
記
の
崇
神
天
皇
記
に
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
疫
病
が
流
行
し
て
国
民
が
死
に
た
え
そ
う
に
な
っ
た
時
、
崇
神
天
皇
の
夢
の
中
に
大
物
主
大
神
が
現
わ
れ
て
「
是
は

我
が
御
心
ぞ
。
故
、
意
富
多
多
泥
古
を
以
ち
て
、
我
が
御
前
を
祭
ら
し
め
た
ま
は
ぱ
、
神
の
気
起
ら
ず
、
国
安
ら
か
に
平
ら
ぎ
な
む
」
崇

四
山
麓
神
社
と
山
上
古
墳
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り造し社ＩＭＩ南りくかや梨のいこが１１１

８阯刷あ!'旧古鯉ibiilill妙禦湖
１１１史てそ関のつい岡、れ、社先神礼こが
梨のいの係社た神神こな甲の住社がの言
岡説る磐は史平の社のい斐疫民がお疫わ
神W）か座一に地存の社。の病の’１１こ病れ
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過がこで社わにＩこのしそ大作、とう物さ
ぎ、のあはれｂは前まう神りそいま主れ
て大こる一る同もにうなをかれうで大て
北jfl１つ。兄古名う神゜こ祭えは伝もネ''１い
山朝のまし社の一石とった三承なとる
野延岡るたで’１１つとだたも輪はいい。
道が名でだ￣梨興しとよの１１１，．う祭
をこの三けと岡味て言うにとこしの神
更の↑''１輪でい↑''１を祭えにちｌｒｉｌのたは天
に地社山磐う社そらそ、が質１１１が春泉
北にとのｌＭｉＷｉがそれう春いの梨つ日が
へ来も辺が111あらてな日な性岡てlii｝奈
行る古津［'１なるれい気居い格ｉｌｌｌ崇御良
〈以い磐心説とるるが御がを社神室に
とｉｉｉ先座のＩﾘ］い点がす室、侍が天１１１い
、の住、古がうが、る山殊つ物皇とた
行神民［'１代あこあこ゜ににて部のはこ
名社の津神るとるれたこよい神勅無と
なだｉＩＩｌ磐社だで゜もだのるる社命間は
湯と社座でけあそ古崇１１１ととや云係い
村考の、あでるれ代神のＩりい酒々のう
渦え特奥る、。は信天神斐う折は三ま
泉ら徴沖こ１１ｌここ仰皇をのこ↑１１１全輪で
にれを盤と腕のののの祭『１１と社くｌＩｌ６
ｌｌ｝るそ座がの平神名名つに｝こと信のな
るのなを，|）１１１地社残前て疫なｌｒｉｌ用神〈
・でえ模か梨ののりがい病るじでで、
こあてしる岡’'１少で川たが。性きあし
のるおてｏｉｌｌＩ梨しあてのは’１１格なりた
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こ
の
説
明
は
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
し
か
も
他
の
神
社
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
境
内
に
は
巨
石
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
粗
末
で
荒
廃
し
た
神
社
に
比
べ
て
そ
の
巨
石
が
強
く
目
を
引
く
神
社
で
あ
る
。
平
地
の
石
森
山
の
山
梨
岡
神

社
と
同
じ
磐
座
信
仰
の
神
社
で
あ
る
こ
と
が
一
目
で
わ
か
る
。
更
に
、
山
頂
に
は
石
積
塚
古
墳
が
あ
り
、
当
社
の
御
神
体
と
さ
れ
て
い
ま

す
と
い
う
説
明
は
、
明
ら
か
に
甲
斐
の
古
代
神
の
実
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
古
墳
が
神
の
座
と
し

湯
泉
街
の
北
側
に
や
は
り
神
名
備
山
と
思
わ
れ
る
湯
村
山
が
あ
り
、
そ
の
山
麓
に
湯
村
神
社
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
神
社
は
温
泉
の
神
を

祭
っ
て
あ
る
と
い
う
だ
け
で
古
代
の
甲
斐
の
神
を
知
る
手
が
か
り
は
全
く
な
い
。
し
か
し
同
じ
山
麓
に
あ
る
塩
沢
寺
で
は
仏
像
が
岩
室
に

安
置
さ
れ
て
お
り
、
磐
座
信
仰
の
跡
が
見
ら
れ
る
し
、
湯
村
山
そ
の
も
の
に
も
数
基
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
湯
村
山
山
麓
の

平
地
に
目
を
や
る
と
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
首
長
塚
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
横
穴
式
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
し
、
そ
の
近
く
に
は
や
は
り

巨
大
な
円
形
古
墳
加
牟
那
塚
古
墳
が
あ
る
。
古
代
甲
斐
の
支
配
者
の
古
墳
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

こ
う
し
た
巨
大
古
墳
は
三
輪
山
山
麓
の
平
地
に
あ
る
巨
大
な
箸
墓
、
祭
神
天
皇
陵
と
い
っ
た
巨
大
古
墳
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

の
他
こ
の
湯
村
の
周
辺
に
は
千
塚
と
呼
ば
れ
る
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
っ
て
多
く
の
土
盛
り
古
噛
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
残

念
な
が
ら
今
は
ほ
と
ん
ど
が
消
滅
し
て
し
ま
い
、
実
際
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
湯
村
山
を
し
ば
ら
く
北
へ
行
く
と
大
宮
神
社
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
羽
黒
白
山
が
あ
る
。
そ
の
神
社
の
社
史
は
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
神
社
は
旧
羽
黒
村
の
産
土
神
で
、
大
宮
七
社
大
神
と
称
し
…
…

い
わ
く
ら

境
内
に
は
巨
石
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
神
の
降
臨
す
る
磐
座
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
神
社
の
裏
手
に
あ
る
な
だ

ら
か
な
三
角
形
の
山
は
、
羽
黒
山
あ
る
い
は
天
狗
山
と
い
わ
れ
、
山
頂
に
は
穂
石
塚
古
墳
が
あ
り
、
当
社
の
御
神
体
と
さ
れ
て
い
ま

一
◎ブ
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推
察
す
る
に
磐
座
信
仰
、
つ
ま
恥

在
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
大
宮
神
社
と
羽
黒
白
山
の
関
係
は
、
春
日
居
御
室
山
と
山
梨
岡
神
社
と
、
石
森
山
の
山

梨
岡
神
社
が
合
体
し
た
姿
を
伝
え
て
い
る
し
、
両
者
を
比
較
し
た
場
合
、
羽
黒
白
山
と
大
宮
神
社
の
形
態
が
二
つ
の
山
梨
岡
神
社
誕
生
の

も
と
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
酒
折
御
室
山
の
山
頂
が
無
惨
に
破
壊
さ
れ
て
岩
片
の
山
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る

よ
う
に
こ
の
丘
陵
地
帯
の
古
代
遺
跡
は
破
壊
さ
れ
た
り
荒
廃
し
た
り
し
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
他
の
神
名
備
山
の
山
頂
に
神

の
座
と
し
て
の
古
墳
が
か
っ
て
は
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
、
現
状
で
推
論
す
る
こ
と
は
無
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
頂
古
墳
と
い
う
と
す
ぐ
思
い
出
さ
れ
る
の
は
奈
良
盆
地
の
西
側
葛
城
山
系
の
一
つ
二
上
山
の
雄
岳
山
頂
に
あ
る
古
墳
で

あ
る
。
現
在
で
は
大
津
皇
子
の
墓
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
津
皇
子
の
古
墳
で
あ
れ
ば
七
世
紀
末
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
見

て
も
こ
の
古
墳
は
そ
れ
以
前
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
た
皇
子
の
墓
を
奈
良
の
都
を
見
下
す
よ
う
な
山

み
か
ば
れ
か
つ
ら
ぎ

は
仏

頂
に
造
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
万
葉
集
に
は
「
大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
一
一
上
山
に
移
し
葬
り
し
時
」
と
あ
る
が
大
津
皇
子
の
墓
は
一
一

上
山
の
中
腹
に
あ
る
鳥
谷
口
古
墳
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
羽
黒
白
山
と
山
頂
古
墳
は
二
上
山
と
そ
の
山
頂
古
墳

と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
も
古
代
奈
良
の
分
身
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
お
み
わ

こ
こ
で
一
二
輪
山
か
ら
北
へ
連
な
る
奈
良
の
丘
陵
地
帯
の
山
瀧
神
社
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
大
神
神
社
、
狭
丼
神
社
、
桧
原
神
社
、
穴

い
そ
の
か
み

師
坐
兵
神
社
、
石
上
神
社
と
い
ず
れ
も
山
を
背
冥
界
に
存
在
し
て
い
る
。
大
神
神
社
、
石
上
神
社
に
つ
い
て
は
も
う
説
明
の
要
は
な
い
で

あ
な
し
に
い
ま
す
ひ
ょ
う

あ
ろ
う
。
そ
の
他
一
つ
だ
け
説
明
す
る
と
、
巻
向
山
の
中
腹
に
穴
師
坐
兵
神
社
が
あ
る
。
》
」
の
神
社
の
由
来
は
奈
良
の
こ
の
周
辺
の
神

社
と
し
て
は
珍
ら
し
く
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
巻
向
山
が
も
と
も
と
は
神
社
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
神
社
の
名
か
ら

推
察
す
る
に
磐
座
信
仰
、
つ
ま
り
奈
良
先
住
民
の
神
の
山
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
周
辺
に
お
び
た
だ
し
い
古
斌
群
が
存

こ
う
見
て
く
る
と
、
酒
折
神
社
を
中
心
と
し
た
甲
斐
の
古
代
遺
跡
は
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
奈
良
の
古
代
遺
跡
と
双
生
児
だ
と
い
う
こ
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と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
奈
良
の
古
代
史
が
解
明
で
き
れ
ば
酒
折
御
室
山
を
中
心
と
し
た
甲
斐
の
古
代
史
が
解

明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
が
、
と
言
っ
て
も
両
者
が
同
一
の
支
配
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
和
朝
廷
が
統

一
国
家
を
形
成
す
る
以
前
に
統
一
国
家
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
部
氏
考
に
紗
て
も
同
様
に
考
え
た
が
、

こ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
銅
鐸
が
考
え
ら
れ
る
。
銅
鐸
が
奈
良
盆
地
を
中
心
に
、
多
く
出
土
す
る
の
は
有
名
で
あ
る
。
九
州
の
銅
剣
、

銅
矛
、
銅
戈
が
九
州
文
化
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
銅
鐸
文
化
は
奈
良
を
中
心
と
し
た
古
代
文
化
で
、
そ
の
奈
良
の
先
住
民
は
、
銅
剣
、

銅
矛
、
銅
戈
を
持
っ
た
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
古
田
武
彦
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
天
皇

家
と
い
う
古
代
権
力
の
主
導
し
た
社
会
は
、
こ
の
『
銅
鐸
を
宝
器
と
す
る
社
会
』
と
は
全
く
異
質
の
、
相
容
れ
ざ
る
祭
祀
圏
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
旧
来
の
『
銅
鐸
を
め
ぐ
る
神
話
、
説
話
群
』
は
、
新
し
い
権
力
（
天
皇
家
）
に
よ
っ
て
根
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
。

こ
の
銅
鐸
祭
祀
圏
が
三
輪
山
あ
る
い
は
葛
城
山
を
中
心
と
し
た
奈
良
の
先
住
民
の
王
朝
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
甲
斐
か
ら
全

く
銅
鐸
が
出
土
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
銅
鐸
祭
祀
圏
と
は
全
く
別
の
祭
祀
圏
が
、
強
い
て
言
え
ば
巨
石
祭
祀
圏
が
独
立
し
て
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
記
紀
の
大
和
征
服
識
に
も
そ
の
証
拠
が
見
ら
れ
る
。
奈
良
の
先
住
民
の
王
朝
を
征
服
し
て
も
、
東
国
は
、

甲
斐
王
朝
は
連
鎖
的
に
征
服
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
和
朝
廷
が
記
紀
を
作
成
し
た
主
要
な
目
的
は
、
大
和
朝
廷
を
正
統
化
し
、
権
威
づ
け
る
た
め
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
征
服

し
た
先
住
民
の
歴
史
や
神
ま
で
取
り
込
ん
で
、
例
え
ば
天
皇
の
系
譜
ま
で
先
住
民
の
支
配
者
を
利
用
し
て
大
和
朝
廷
の
も
の
に
し
た
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
造
作
は
稚
拙
で
矛
盾
だ
ら
け
で
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
大
和
朝
廷
の
歴
史
と
は
い
え
な
い
も
の
が
随
所
に

五
記
紀
に
埋
も
れ
た
古
代
王
朝
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す
ぐ
な
ぴ
こ
な

古
事
記
で
い
ち
ば
ん
最
初
に
一
二
輪
山
の
名
が
見
え
る
の
は
、
出
雲
の
大
国
主
命
が
一
緒
に
国
造
り
を
し
た
少
名
砒
古
那
に
去
ら
れ
て
一

や
士
と

い
つ

人
で
途
刀
に
く
れ
て
い
る
と
、
新
し
い
神
が
や
っ
て
き
て
、
「
五
口
を
ぱ
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
拝
き
奉
れ
」
そ
う
す
れ
ば
国
造
り
に

〃
し
る

協
力
す
る
と
答
え
さ
せ
て
い
る
記
述
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
こ
は
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神
な
り
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
出
雲

の
支
配
者
が
、
倭
の
三
輪
山
に
神
を
拝
き
奉
れ
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
出
雲
の
大
国
主
命
と
三
輪
山
の
神
が
特
殊
な
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
る
。
日
本
書
紀
で
は
三
輪
山
の
神
大
物
主
命
と
大
国
主
命
が
同
一
人
物
だ
と
し
て
お
り
、
そ
の
裏
に
大
和
朝
廷
の
意

存
在
を
多
く
記
録
し
て
い
る
。

顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
七
、
八
世
紀
の
当
時
最
高
の
学
者
達
が
こ
う
し
た
欠
点
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
れ

な
り
に
論
理
的
な
大
和
朝
廷
の
歴
史
を
造
ろ
う
と
思
え
ば
、
も
っ
と
巧
妙
に
破
碇
の
な
い
大
和
朝
廷
の
歴
史
を
残
す
こ
と
は
で
き
た
は
ず

で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、
先
住
民
と
大
和
朝
廷
の
歴
史
が
木
と
竹
を
つ
い
だ
よ
う
な
、
一
見
し
て
不
自
然
さ
が
そ
れ
と
わ
か
る
記
紀

の
記
述
は
、
記
紀
作
成
の
も
う
一
つ
の
目
的
だ
っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
つ
ま
り
、
先
住
民
の
歴
史
や
神
を
そ
れ
と
わ
か
る
形
で

残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
先
住
民
の
歴
史
や
神
を
尊
重
し
て
い
る
様
子
を
見
せ
な
が
ら
大
和
朝
廷
の
歴
史
や
神

の
中
に
取
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
征
服
し
た
先
住
民
を
慰
撫
懐
柔
し
て
大
和
朝
廷
に
梢
神
的
に
隷
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い

図
的
な
造
作
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
先
住
民
の
歴
史
や
神
を
大
和
朝
廷
の
中
に
巧
み
に
取
り
こ
ん
で
い
っ
た
過
程
が
、
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
先
住
民
の
歴
史

や
神
と
の
間
に
も
っ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
記
紀
は
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
歴
史
と
神
話
の
面
か
ら
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
先
住
民
の

の
で
あ
る
。

次
に
神
武
天
皇
の
妻
問
い
説
話
の
中
に
、
大
和
朝
廷
が
い
か
に
三
輪
山
の
神
と
の
融
合
を
求
め
て
い
た
か
、
三
輪
山
が
大
和
朝
廷
に
と

み
つ
か
し
ま
み
ぞ
く
い

ぜ
や
た
た
ら
ひ
め

っ
て
い
か
に
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
一
一
一
一
一
鴫
樫
咋
の
娘
に
勢
夜
多
多
良
比
売
と
い
う
美
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さ
ら
に
三
輪
山
伝
説
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
古
事
記
と
日
本
書
紀
で
は
だ
い
ぶ
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
書
紀
の
記

や
ょ
と
と
と
ぴ
も
し
そ
ひ
め
の

述
を
取
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
倭
迦
迩
日
百
襲
姫
へ
叩
が
大
物
主
神
の
妻
と
な
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に

大
和
朝
廷
が
三
輪
山
の
神
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
三
輪
山
の
神
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
倭
迩
迩
日
姫

命
は
大
物
主
神
を
夜
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
昼
間
見
せ
て
欲
し
い
と
言
い
、
大
物
主
神
が
小
蛇
だ
と
い
う
こ
と
を
見
て
驚
い
て
叫
び
声
を

ぱ
と

あ
げ
る
。
大
物
主
は
怒
っ
て
二
一
輪
山
に
帰
り
、
倭
逃
迩
日
姫
命
は
箸
で
陰
を
撞
い
て
死
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
古
事
記
で
は
陰
を
撞

し
い
娘
が
い
た
が
、
三
輪
の
大
物
主
神
が
一
目
惚
れ
を
し
て
赤
い
矢
に
化
け
て
娘
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
そ
の
勢
夜
多
多
良
比
売
と
の
間
に

ひ
ぬ
た
た
ら
い
す
け
上
り
ひ
め

で
き
た
娘
比
売
多
多
良
伊
須
気
余
理
比
売
が
神
武
天
皇
の
妻
の
一
人
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
こ
の
説
話
は
、
大
和
朝
廷

が
三
輪
山
を
中
心
と
す
る
勢
力
、
三
輪
王
朝
と
の
融
合
を
計
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
和
朝
廷
の
記
紀
作
成
の
意
図
の
一
つ
が
読
み

と
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
崇
神
天
皇
の
説
話
は
、
三
輪
山
の
神
を
大
和
朝
廷
が
い
か
に
取
り
こ
ん
で
い
っ
た
か
と
い
う
苦
心
談
の
も
っ
と

も
い
い
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
神
を
取
り
こ
む
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
を
信
仰
す
る
人
々
を
取
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

前
に
も
述
べ
た
が
、
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

犬
や
み
さ
わ

だ
〃

か
む
ど
こ

こ
の
天
皇
の
御
世
に
、
役
病
多
に
起
り
て
、
人
民
死
に
て
尽
き
む
と
す
。
こ
こ
に
天
皇
愁
ひ
欺
き
て
神
林
に
坐
し
し
夜
、
大
物
主
大

邪
鰍
だ
た
れ
こ

神
、
御
夢
に
顕
は
れ
て
曰
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
こ
は
我
が
御
心
ぞ
。
故
、
意
篇
多
多
泥
古
を
も
ち
て
、
我
が
御
前
を
祭
ら
し
め
た
ま

は
ぱ
、
神
の
気
起
こ
ら
ず
、
国
安
ら
か
に
平
ら
ぎ
な
む
」

そ
こ
で
崇
神
天
皇
は
意
富
多
多
泥
古
と
い
う
人
物
を
探
し
て
言
わ
れ
た
と
お
り
に
す
る
と
、
役
病
が
お
さ
ま
っ
て
平
和
に
な
っ
た
と
し

る
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
和
朝
廷
が
三
輪
山
の
神
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
説
明
で
、
征
服
者
で
あ
る
大
和
朝
廷
が
三
輪
山
対
策

に
い
か
に
頭
を
痛
め
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
ど
れ
ほ
ど
、
三
輪
山
の
存
在
が
大
利
朝
廷
に
と
っ
て
厄
介
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
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い
て
死
ん
だ
と
は
書
い
て
な
い
し
名
前
も
ち
が
う
が
、
三
輪
山
の
神
が
蛇
だ
と
語
っ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
紀
は
そ
の
後
、
倭
迦

迩
日
姫
命
を
大
巾
に
ほ
う
む
り
、
箸
墓
の
つ
く
ら
れ
た
様
子
を
「
こ
の
墓
は
、
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
輪
山
の
神
に
関
す
る
記
紀
の
記
録
は
、
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
三
輪
山
の
神
が
い
か
に
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
か
語

る
と
同
時
に
、
こ
の
神
を
い
か
に
大
和
朝
廷
の
中
に
取
り
こ
ん
で
懐
柔
し
て
い
く
か
と
い
う
苦
心
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
を
懐
柔
す

る
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
を
信
仰
す
る
、
そ
の
神
を
中
心
に
生
き
て
い
る
人
々
を
懐
柔
慰
撫
す
る
政
治
的
目
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
な
ら
こ
の
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
人
々
は
何
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
さ
ぐ
る
手
段
と

な
が
す
わ
び
こ

し
て
は
、
神
武
天
皇
が
一
二
輪
山
周
辺
で
戦
っ
た
記
録
が
記
紀
と
も
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
特
に
記
に
は
登
美
の
那
賀
須
泥
毘
古
（
紀
で
は

長
髄
彦
）
と
の
激
し
い
戦
い
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
那
賀
須
泥
毘
古
は
三
輪
山
山
麓
の
平
地
に
居
を
か
ま
え
て
い
た
先
住
民
の
支

配
者
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
神
武
天
皇
と
戦
っ
た
宇
陀
の
兄
宇
迦
斯
、
弟
宇
迦
斯
も
同
地
力
の
支
配
者
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
戦
い
の
歴
史
と
先
の
三
輪
山
説
話
と
を
三
輪
山
周
辺
の
遺
跡
と
合
せ
る
と
、
そ
こ
に
大
和
朝
廷
が
無
視
で
き
な
か
っ
た

強
大
な
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
崇
神
、
崇
仁
、
景
行
と
い
っ
た
三
人
の
天
皇
が
三
輪
山
周
辺
に
都
を
置

い
た
の
は
、
先
住
民
の
王
朝
、
三
輪
王
朝
の
存
在
を
示
す
も
の
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
梅
原
猛
は
『
神
々
の
流
鼠
」
の
中
で
出
雲
に
お

け
る
大
国
主
命
の
国
譲
り
は
実
際
に
は
三
輪
山
で
起
っ
た
こ
と
を
出
雲
に
移
し
た
大
和
朝
廷
の
造
作
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
一
一
一
輪
山

の
神
を
出
雲
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
後
も
、
三
輪
山
を
中
心
と
し
た
勢
力
が
依
然
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
に
こ
の
王
朝
の
滅
亡
に
関
し
て
も
、
記
紀
は
露
骨
な
造
作
を
行
っ
て
い
る
。
奈
良
盆

地
で
先
住
民
を
征
服
し
た
時
、
紀
に
よ
れ
ば
突
然
饒
速
日
命
な
る
大
和
朝
廷
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
人
物
が
登
場
し
、
神
武
天
皇
の
最
大

あ
ま
つ
し
る
し

の
敵
長
髄
彦
を
殺
し
、
天
津
瑞
を
献
上
し
て
降
服
し
て
い
る
。
大
和
朝
廷
の
奈
良
征
服
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
饒

速
日
命
を
物
部
氏
の
遠
祖
に
し
て
お
り
、
後
に
物
部
氏
が
大
和
朝
廷
に
仕
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
大
和
朝
廷
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が
い
か
に
巧
妙
に
先
住
民
を
取
り
こ
ん
で
利
用
し
て
い
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

先
住
民
の
神
や
支
配
者
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
示
す
興
味
深
い
例
と
し
て
は
、
雄
略
天
皇
記
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
し
る
さ
れ
て
い

も
し
つ
か
さ
た
ち

ろ
。
雄
略
天
皇
が
百
官
の
人
等
を
ひ
き
い
て
葛
城
山
に
登
っ
た
時
、
天
皇
の
一
行
と
人
数
も
服
装
も
同
じ
行
列
が
反
対
側
か
ら
登
っ
て
き

た
。
雄
略
天
皇
は
自
分
以
外
に
天
皇
は
い
な
い
は
ず
な
の
に
自
分
の
真
似
を
す
る
と
は
け
し
か
ら
ん
と
、
家
来
に
命
じ
て
弓
に
矢
を
っ
が

え
さ
せ
る
と
相
手
側
も
同
じ
こ
と
を
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
が
相
手
の
名
前
を
た
ず
ね
る
と
相
手
が
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

ま
が

よ
か
し
こ

「
吾
は
悪
事
も
一
言
、
、
善
事
も
一
言
、
一
一
旨
ひ
雛
っ
神
、
葛
城
の
一
一
一
一
一
回
主
大
神
ぞ
」
と
ま
を
し
き
。
天
皇
こ
こ
に
樫
畏
み
て
白
し
た
ま

か
し
こ

み
た
ち

・
ひ
し
ぐ
、
「
恐
し
、
我
が
大
神
、
現
し
お
み
あ
ら
む
と
は
覚
ら
ざ
り
き
」
と
白
し
て
、
大
御
刀
ま
た
弓
矢
を
始
め
て
、
百
宮
の
人
等

〃
ろ
が

の
服
せ
る
衣
服
を
脱
が
し
て
、
桴
み
て
献
り
た
ま
ひ
き
。

こ
の
一
言
主
命
は
明
ら
か
に
先
住
民
の
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
天
皇
が
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
先
住
民
の
神
を
敬
う
こ
と
で

先
住
民
を
懐
柔
し
、
隷
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。
記
紀
の
先
住
民
の
神
の
記
録
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
配

慮
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
倭
延
命
の
熊
瞥
建
平
定
諏
や
紀
に
よ
る
景
行
天
皇
九
州
遠
征
識
も
同
じ
意
図
の
も
と
に
造
ら
れ
た
も
の
だ

〃
う
す

と
考
え
ら
れ
る
。
兄
を
殺
し
、
逃
げ
る
弟
の
熊
曽
建
を
追
っ
て
剣
を
尻
よ
り
刺
し
て
殺
そ
う
と
し
た
時
、
熊
曽
建
は
小
碓
〈
叩
に
対
し
て
次

打
肪
や
１
と
の
く
に

血

「
西
の
方
に
吾
一
一
人
を
除
き
て
、
連
く
撒
き
人
無
し
。
然
る
に
大
倭
国
に
、
吾
一
一
人
に
益
り
て
建
き
男
は
坐
し
け
り
。
こ
こ
を
も

や
友
と
た
り
ら
の
み
こ
た
だ

ほ
ぞ
ｂ

ち
て
五
口
御
名
を
献
ら
む
。
今
よ
り
後
は
、
倭
建
御
子
と
称
ふ
く
し
」
と
ま
を
し
き
。
こ
の
事
白
し
誌
へ
つ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
熟
茄

た

の
如
振
り
折
ち
て
殺
し
た
ま
ひ
き
。

こ
の
記
録
は
戦
い
に
敗
け
て
殺
さ
れ
か
け
た
者
が
、
勝
者
に
倭
建
命
と
い
う
尊
称
を
送
っ
て
お
り
、
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
古
田
武
彦
は
一
・
盗
ま
れ
た
神
話
」
で
こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
尊
称
は
上
位
者
が
下
位
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で

と
考
え
ら
れ
る
。
兄
を
ｍ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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倭
建
命
の
遠
征
識
は
古
事
記
と
日
本
書
紀
で
大
き
く
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
記
で
は
倭
建
命
が
出
雲
の
国
で
出
雲
連
を
平
定

す
る
話
が
あ
る
の
に
対
し
、
紀
で
は
出
雲
連
平
定
に
代
わ
っ
て
景
行
天
皇
九
州
征
服
諏
を
い
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
出
雲
連
を
倭
建
命
が

平
定
す
る
話
は
、
川
雲
建
が
水
浴
び
を
し
て
い
る
側
に
、
出
雲
処
の
剣
を
イ
チ
イ
の
木
の
刀
と
す
り
か
え
て
お
い
て
か
ら
戦
い
を
挑
み
、

出
雲
建
が
刀
を
抜
け
な
い
で
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、
出
雲
連
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
単
純
な
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
熊
曽
建

を
殺
し
た
時
の
よ
う
な
政
治
的
目
的
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
日
本
書
紀
の
作
成
者
が
こ
の
出
雲
建
平
定
の
話
の
か
わ
り
に
、
景
行
天
皇
九

州
遠
征
認
を
入
れ
た
の
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
よ
り
日
本
書
紀
の
方
が
は
る
か
に
意
図
的
に
造
作
し
て
い
る
の
が
随
所
に
認

め
ら
れ
る
が
、
景
行
天
皇
九
州
遠
征
謙
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
遠
征
諏
に
関
し
て
は
古
川
武
彦
が
「
塩
ま
れ
た
神
話
」
の
中
で
、
こ

れ
は
九
州
王
朝
に
よ
る
九
州
征
伐
を
大
和
朝
廷
が
紀
の
中
で
、
大
和
朝
廷
遠
征
誠
に
巧
み
に
す
り
か
え
た
も
の
だ
と
綿
密
な
論
証
を
さ
れ

慰和廷こ）Ⅱ世人拠は
撫朝にと王紀間で暗
懐廷とで朝に｝こあ殺
柔とつあがな称ると
し九てる本つ号、し》
よ）'１も゜流てをだう
うとまこだ、与か手
とのだれとどえら段
し融安もいうるこで
た合心先うしこそ倭
lこをでのユ！；てと熊建
ちはき大笑こは曽命
がかな物をのあ連が
いりい主八よりが九
な、状命世う得倭州
い九態や紀なな連の
。州で一に記い御支
征のあ言な録か子配
服人つ主つをらな者
し々た命て記、るを
たを力〕と残紀古称殺
ﾈ''１，ら大すのＨ１号し
や古に和必作武をた
人｝１１ち朝要成彦与が
々武が廷と者のら、
を彦いといが説れ依
そのなのうわはた然
の説い関のざそのと
よを。{系はわのだし
う階おと、ざ通とて
なりそ同八残り説九
形れらじ世しだ［ﾘ）州
でばくで紀たとし王
大、熊八のか恩て朝
和大曽世九とういが

illiM霧程!'：じゑ淵
は延存な大こか雁で
巧に在つ和としか大
み征をてとでこに和
に服尊ものあこ征朝
服さ重、関るで服廷
従れす九係。問さが
ざたる州で大題れ傍
せ九このし和にた流
吸州と存か朝し人だ
収王に在考廷た間つ
し朝よ’よえがいがた
てのつ、ら傍の征と
い人て大れ流は服い
つ々、和なで、しう
たを大朝い九八た証

の
で
あ
る
。
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記紀に埋もれたIIJ斐酒折王朝
て
い
る
。
そ
れ
が
何
時
の
時
代
に
な
さ
れ
た
の
か
決
定
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
少
く
と
も
八
世
紀
、
紀
が
作
ら
れ
た
時
点
で
は
九
州

王
朝
は
消
滅
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
八
世
紀
に
な
っ
て
何
故
九
州
遠
征
識
を
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
考

え
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
す
で
に
九
州
王
朝
は
大
和
朝
廷
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
過
去
の
九
州
王
朝
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
一

つ
の
勢
力
が
依
然
と
し
て
九
州
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
東
国
と
ち
が
っ
て
九
州
が
い
か
に
重
要
だ
っ
た
か
は
、

七
、
八
世
紀
の
朝
鮮
半
島
と
大
和
朝
廷
の
緊
迫
し
た
関
係
を
考
え
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
日
本
書
紀
の
作
成
者
が
出
雲
に
代
え
て
九
州

の
話
を
挿
入
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
和
朝
廷
と
九
州
王
朝
の
一
体
感
を
狙
っ
た
造
作
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
北
九
州

の
人
達
は
こ
の
景
行
天
皇
九
州
征
伐
が
ｎ
分
達
の
王
、
九
州
王
朝
の
馴
件
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
澱
行
と

い
う
名
が
、
九
州
王
朝
の
突
在
の
王
の
名
で
あ
っ
た
ら
こ
の
遠
征
訓
は
想
像
以
上
に
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を

た
し
か
め
ら
れ
る
九
州
王
朝
の
記
録
は
存
在
し
て
い
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
記
紀
の
記
述
に
は
矛
盾
し
て
い
た
り
、
容
易
に
底
が
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
造
作
が
多
い
。
出
雲
の
大
国

主
命
が
三
輪
山
の
大
物
主
命
だ
っ
た
り
、
長
髄
彦
を
殺
し
た
饒
速
日
命
が
大
和
朝
廷
の
一
員
だ
っ
た
り
、
雄
略
天
皇
が
自
分
の
行
列
と
そ

っ
く
り
同
じ
行
列
に
Ⅲ
合
っ
た
り
、
し
か
し
そ
れ
は
大
和
朝
廷
が
論
理
的
に
一
貫
し
た
雁
史
を
造
っ
た
と
い
う
後
世
の
見
力
に
立
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
七
、
ハ
世
紀
の
大
和
朝
廷
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
当
然
記
紀
を
造
っ
た
学
者
達
は
、
客
観
的
な
事
実
を
ふ
ま
え

た
形
で
は
記
紀
を
造
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
大
和
朝
廷
を
正
統
化
し
、
権
威
付
け
る
た
め
に
、
ま
ず
征
服
し
た
先
住
民
族
を
い
ろ
い
ろ
な

点
か
ら
取
り
込
む
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
れ
も
が
納
得
で
き
る
歴
史
、
寄
木
細
工
の
歴
史
を
作
る
こ
と
が
、
各
先
住
民
を
取

り
こ
む
手
段
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
記
紀
の
記
述
は
そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
当
然
記
紀
の
記
述
も
こ
の
視
点
に
立
っ
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
七
、
八
世
紀
の
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
、
政
治
的
に
ど
ん
な
歴
史
が
必
要
だ
っ
た
か
と
で
あ
る
。
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征

諏
、
倭
建
命
が
熊
曽
建
か
ら
称
号
を
も
ら
っ
た
事
件
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
東
国
遠
征
に
お
け
る
甲
斐
酒
折
宮
に
お
け
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倭
建
命
（
紀
で
は
日
本
武
尊
）
の
遠
征
讃
は
記
と
紀
で
は
そ
の
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
両
書
に
共
通
の
も
の
は
熊
曽
建
平

定
と
こ
の
御
火
焼
の
老
人
問
答
歌
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
御
火
焼
の
老
人
が
大
和
朝
廷
成
立
に
あ
た
っ
て
い
か
に
無
視
で
き
な
い

事
件
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
東
国
に
お
け
る
古
代
史
を
塗
り
か
え
る
よ
う
な
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
御
火
焼
の
老
人
だ
け
に
し
ぼ
っ

て
見
る
と
、
そ
の
重
要
性
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
倭
建
命
が
西
国
遠
征
で
対
等
に
言
葉
を
か
わ
し
た
人
物
と
い
え
ば
、
記
に
よ
れ

ば
熊
曽
建
と
出
雲
建
で
あ
る
。
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
支
配
者
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
紀
で
は
出
雲
建
の
存
在

は
抹
殺
さ
れ
、
代
り
に
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
景
行
天
皇
の
遠
征
を
ど
う
と
ら
え
よ
う
と
、
こ
れ
は
八
世
紀

六
酒
折
宮
は
誰
の
宮
か

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
み
ひ
た
き
お
き
な

甲
斐
酒
折
宮
に
お
け
る
倭
建
命
と
御
火
焼
の
老
人
と
の
問
答
歌
が
歴
史
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
話
は
全
く
聞
い
た
こ
と
が

な
い
。
一
見
内
容
が
単
純
明
解
で
問
題
に
す
る
余
地
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
と
、
東
国
の
事
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
東
国
に
お
け
る
古
代

史
は
資
料
が
と
ぼ
し
い
せ
い
も
あ
っ
て
や
む
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
倭
建
命
と
御
火
焼
の
老
人
の
背
景
と
な
っ
た
酒
折
と
そ

の
周
辺
に
多
く
の
古
代
遺
跡
や
磐
座
が
現
存
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
事
件
が
単
な
る
説
話
で
は
な
く
て
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
無
視

で
き
な
い
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
事
件
が
記
紀
両
書
に
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
倭
建
命
と
御
火
焼
の
老
人
と
の
問
答
歌
も
同
じ
視
点
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
記
述
は
七
、
八
世
紀
の
大
和
朝
廷
に

と
っ
て
も
、
甲
斐
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
共
存
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
記
述
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

酒
折
宮
の
記
述
は
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
東
国
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
事
件
と
し
て
残
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

プ（〉。
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝

も
ち
ろ
ん
夛

相
模
国
で
あ
る
。

げ
て
み
よ
う
。
酒

古
事
記

の
大
和
朝
廷
が
九
州
を
重
要
視
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
国
で
倭
建
命
と
対
等
に
言
菜
を
か
わ

し
た
の
は
御
火
焼
の
老
人
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
紀
で
は
こ
の
老
人
の
存
在
を
殊
更
ぼ
か
そ
う
と
す
る
造
作
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

造
作
が
か
え
っ
て
老
人
の
存
在
の
重
要
性
を
逆
に
浮
き
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
天
皇
と
征
服
さ
れ
た
人
物
、
つ
ま
り
神
と
の
対
等
の
会

話
を
し
る
し
た
も
の
に
雄
略
天
皇
と
一
言
主
命
の
事
件
が
あ
る
し
、
崇
神
天
皇
の
夢
に
現
わ
れ
た
三
輪
山
の
大
物
主
命
の
説
話
が
あ
る
。

こ
の
い
ず
れ
も
が
、
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
天
皇
と
対
等
の
関
係
で
し
る
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
御
火
焼
の
老
人
の
実
像
が
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
ん
で
く
る
が
、
も
ち
ろ
ん
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
そ
の
実
像
を
さ

ぐ
る
に
は
、
甲
斐
酒
折
宮
に
お
け
る
倭
建
命
と
御
火
焼
の
老
人
の
記
述
を
解
明
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。

こ
の
記
述
の
中
で
真
先
に
目
に
つ
く
の
は
、
「
酒
折
宮
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
こ
の
表
記
を
吟
味
す
る
ま
え
に
、
記
紀
の
記
述
を
あ

げ
て
み
よ
う
。
酒
折
宮
に
関
し
て
は
両
謝
共
通
で
あ
る
。

す
な
は
ち
そ
の
国
よ
り
越
え
て
、
甲
斐
に
出
で
ま
し
て
、
酒
折
宮
に
坐
し
し
時
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

臆
ひ
ば
り
つ
く
肱

新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
笈
つ
る

。
〃
Ｕ
ｋ
８
〃
３
な

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
》
」
に
そ
の
御
火
焼
の
老
人
、
御
歌
に
続
ぎ
て
歌
ひ
し
ぐ
、

か
が
な
く
て
夜
に
は
九
夜
日
に
は
十
日
を

く
に
の
み
や
つ
こ

と
う
た
ひ
き
。
こ
こ
を
も
ち
て
そ
の
老
人
を
誉
め
て
、
す
な
は
ち
束
の
国
造
を
給
ひ
き
。

ち
ろ
ん
「
そ
の
国
よ
り
越
え
て
」
の
主
語
は
倭
建
命
で
あ
り
、
「
酒
折
寓
に
坐
し
し
」
の
主
語
も
倭
建
命
で
あ
る
。
「
そ
の
国
」
と
は

日
本
書
紀
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ひ
だ
ら
へ

ｊ
ひ
と
も
み
〃
し

み
う
た
Ｓ
ぷ
ら
う
ひ
と
の
ｈ
ｆ

常
陸
を
雁
て
、
、
叩
斐
国
に
至
り
て
、
澗
折
宮
に
川
し
ま
す
。
時
に
拳
燗
し
て
進
食
す
。
足
の
夜
、
歌
を
以
て
侍
者
に
向
い
て
曰
は
く

新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る

も
ろ
も
ろ
さ
ぷ
ら
う
ひ
と
も
う

ひ
と
も
せ
る
も
の
み
こ
み
う
た

う
た
よ
み
も
う

諸
の
侍
者
、
え
答
え
一
一
二
口
さ
ず
。
時
に
乗
燭
者
有
り
。
・
王
の
歌
の
末
に
続
け
て
、
歌
し
て
曰
さ
く
、

が
が
な

日
、
Ⅱ
並
べ
て
夜
に
は
九
夜
日
に
は
十
口
Ⅱ
を

ひ
と
も
し
さ
と
り
ほ

あ
つ
た
上
い
し
の

良
ゆ
ぃ
ひ
の
と
も
の
を
お
ｕ
と
し
の
む
ら
じ
と
Ⅲ
つ
〃
や
た
け
ひ

即
ち
乗
燭
人
の
聡
を
美
め
た
ま
ひ
て
、
教
く
資
す
。
則
ち
是
の
樹
に
屑
し
ま
し
て
、
紋
部
を
以
て
大
伴
連
の
遠
祖
武
、
川
に
腸
ふ
。

こ
こ
で
も
「
酒
折
宮
に
届
し
ま
す
」
の
主
語
は
日
本
武
尊
で
あ
る
。

見
て
わ
か
る
よ
う
に
記
紀
と
も
に
倭
建
命
が
酒
折
嵐
に
勝
た
と
記
し
て
あ
る
が
、
実
は
こ
の
記
述
が
記
紀
、
特
に
記
に
お
い
て
は
特
異

な
例
外
的
な
用
法
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
倭
建
命
が
酒
折
宮
に
居
る
時
と
さ
り
げ
な
く
特
殊
な
記
述
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

誤
記
で
な
い
の
は
、
紀
に
お
い
て
も
同
じ
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
そ
れ
に
記
紀
、
殊
に
古
事
記
に
お
け
る
「
宮
」
の

川
法
は
厳
密
で
あ
り
、
こ
の
語
の
厳
密
な
使
用
を
見
て
い
る
と
、
記
の
作
成
者
の
学
識
が
、
中
国
古
代
の
、
例
え
ば
三
国
志
な
ど
に
お
け

る
漢
字
の
厳
密
な
用
法
に
の
っ
と
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
記
に
お
け
る
こ
の
酒
折
宮
の
「
宮
」
の
川
法
は
、
記

の
作
成
者
が
あ
る
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
紀
は
記
の
内
容
を
だ
い
ぶ
変
え
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
だ

け
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
だ
け
は
特
異
な
川
法
な
の
で
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
記
に
お
い
て
は
「
樹
」
と
い

う
字
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
「
宮
」
の
用
法
は
小
さ
く
は
三
柧
類
、
大
き
く
は
二
秘
に
別
け
ら
れ
る
。

記
の
作
成
者
は
次
の
よ
う
に
「
宮
」
を
使
っ
て
い
る
。
一
つ
は
神
代
記
に
お
け
る
「
宮
」
の
用
法
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
よ
の
お
し
ひ
か
れ
の
た
ぢ
か
ら
を
の

一
、
こ
の
大
国
主
神
、
胸
形
の
奥
津
宮
に
坐
す
抑
こ
の
二
住
の
神
は
。
（
常
世
、
心
金
神
、
手
力
男
神
）
さ
く
く
し
ろ
、
五
十
鈴

この

、宮
そに

れ拝：
綿き
津祭
見る
４８０００

そ
れ
綿
津
見
神
の
宮
ぞ
。
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝
い
ば
お
ま
り
や
そ
と
せ
ま

－
二
、
日
子
穂
穂
手
見
命
は
、
高
千
穂
の
宮
に
五
百
八
十
歳
坐
し
き
。

以
上
が
神
代
記
に
お
け
る
「
宮
」
の
用
法
で
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
が
神
の
住
居
で
あ
る
こ
と
と
、
か
な
ら
ず
主
語
が

明
記
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
と
宮
の
関
係
は
、
天
皇
記
に
な
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

い
そ
の
か
み
の
か
み
の
お
さ
ま
つ

一
、
こ
れ
を
石
上
神
宮
に
納
め
奉
肺
ソ
。

み
あ
ら
か

一
一
、
我
が
宮
を
天
皇
の
御
舎
の
。
（
我
が
と
い
う
の
は
出
雲
の
大
神
で
あ
る
）

い
ば
く
ま

あ
し
は
ら
し
こ
そ
の

一
二
、
出
雲
の
石
舸
の
曽
宮
に
坐
す
葦
原
色
許
男
大
神
神
の
宮
を
造
ら
し
め
た
ま
い
き
（
こ
の
神
は
大
国
主
神
で
あ
る
）
。

四
、
石
上
神
宮
に
坐
し
ま
し
き
。

い
ず
れ
も
神
の
住
居
で
あ
る
こ
と
は
神
代
記
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
天
皇
記
に
お
け
る
宮
の
川
法
は
、
圧
倒
的
に
天
皇
を
さ
す
場
合

が
多
く
、
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
が
一
つ
の
形
式
を
も
っ
て
し
る
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

か
ん
や
上
と
い
肱
ｈ
ぴ
こ
の

い
ろ
せ
い
つ
せ
の

一
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
く
叩
、
そ
の
同
母
兄
五
瀬
命
と
一
一
柱
、
高
千
穂
の
宮
に
坐
し
て
。

う
さ
つ
じ
こ
う
ｓ
つ
ひ
め

あ
し
ひ
と
あ
が
り
の

〃
お
み
あ
え

一
一
、
宇
沙
都
比
古
、
宇
沙
部
比
売
の
一
一
人
、
足
一
騰
宮
を
作
り
て
、
大
御
饗
蹴
り
き
。

た
け

一
一
一
、
竺
紫
の
岡
川
宮
に
一
年
…
…
阿
岐
国
の
多
祁
理
宮
に
七
年
坐
し
き
。
…
．
：
吉
備
の
高
島
宮
に
八
年
坐
し
き
。
（
こ
の
主
語
は
い

ず
れ
も
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
、
つ
ま
り
神
武
天
皇
で
あ
る
）

う
ね
ぴ
か
し
ば
ら
の

四
、
畝
火
の
白
梼
原
宮
に
坐
し
ま
し
て
。
（
主
語
は
神
倭
伊
波
礼
毘
古
く
叩
）

か
む
い
な
か
わ
み
み
の
か
つ
ら
ざ

し
き
つ
ひ
ご
た
ま
で
み
の

う
ぎ
あ
な
の

五
、
神
沼
河
耳
命
、
葛
城
の
高
岡
宮
に
坐
し
ま
し
て
。
師
木
津
日
子
玉
手
見
命
、
片
塩
の
浮
穴
宮
に
坐
し
ま
し
て
。

お
瞳
や
ま
と
Ｕ
こ
す
き
と
も
の

一
ハ
、
大
倭
日
子
蛆
友
〈
叩
、
軽
の
境
岡
宮
に
坐
し
ま
し
て
。

み
ま
つ
ひ
こ
か
え
し
ね
の

わ
き
が
み

七
、
御
真
津
日
子
訶
恵
志
泥
〈
叩
、
葛
城
の
披
上
宮
に
坐
し
ま
し
て
。

か
み
の
お
俶

五
、
神
宮
を
孫
士
ふ
む
と
す
。
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お
ば
や
土
と
た
ら
し
ひ
こ
ぐ
に
お
し
ぴ
と
の

八
、
大
倭
滞
日
子
国
押
入
〈
叩
、
葛
城
の
室
の
秋
津
島
宮
に
坐
し
ま
し
て
。

打
打
や
ま
と
ね
っ
』
ひ
こ
ふ
と
に
⑨

九
、
大
倭
根
子
日
子
賦
斗
邇
〈
叩
、
黒
田
の
旗
戸
宮
に
坐
し
ま
し
て
。

お
お
や
ま
と
ね
ワ
】
ひ
こ
ぐ
に
く
る
の
か
ろ
き
が
い
ば
ら
の

十
、
大
倭
根
子
日
子
国
玖
琉
命
、
軽
の
堺
原
宮
に
坐
し
士
ふ
し
て

わ
か
や
良
と
ね
や
』
ひ
こ
〃
ば
び
び
の

い
ざ
か
ば
の

十
一
、
滞
倭
根
子
口
川
子
大
腿
毘
命
、
春
日
の
伊
邪
河
宮
に
坐
し
ま
し
て

み
よ
き
い
り
ひ
こ
、
に
え
の

十
二
、
御
真
木
入
日
子
印
恵
〈
叩
、
師
木
の
水
垣
宮
に
坐
し
ま
し
て

恥
く
め
い
り
び
こ
い
ざ
ｂ
の

十
一
一
一
、
伊
久
米
伊
理
毘
古
伊
佐
知
命
、
師
木
の
王
炳
一
宮
に
坐
し
ま
し
て

お
ば
ん
、
わ
し
お
し
ろ
わ
け
の
ま
き
む
く

十
四
、
大
帯
日
子
搬
斯
、
ロ
和
気
命
、
纏
向
の
日
代
宮
に
坐
し
ま
し
て

古
事
記
で
は
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
名
を
あ
げ
て
次
に
そ
の
宮
殿
の
場
所
と
宮
殿
名
を
し
る
し
て
い
る
。
そ
れ
は
最
後
の
推
古
天
皇
ま
で

全
く
か
わ
っ
て
い
な
い
。
完
全
に
形
式
化
し
て
一
見
す
る
と
、
そ
こ
に
は
何
の
矛
盾
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
推
古
天
皇
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
も
と
よ
み
け
か
し
ぎ
や
ひ
め
の
お
わ
り
だ
の

妹
、
豊
御
食
炊
屋
比
売
へ
叩
、
小
治
四
宮
に
坐
し
て
。

こ
こ
に
お
け
る
宮
の
主
人
は
す
べ
て
天
皇
し
か
も
そ
の
形
式
か
ら
同
一
王
朝
の
支
配
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
天
皇
記
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
住
居
に
「
宮
」
を
使
い
、
同
時
に
「
宮
」
の
主
人
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
代
記
の
神
と
天
皇

が
入
れ
換
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
川
法
、
つ
ま
り
、
「
宮
」
を
使
う
時
は
そ
の
主
人
を
明
記
す
る
こ
と
と
、
「
宮
」
の
主
人
が
最
高
権
力
者
で

あ
る
と
い
う
点
は
全
く
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
天
皇
記
で
は
前
記
の
よ
う
に
表
記
が
統
一
さ
れ
、
す
べ
て
大
和
朝
廷
の
天
皇
と

し
て
柵
か
れ
て
い
る
が
、
現
代
で
は
、
す
べ
て
が
大
和
朝
廷
の
天
皇
、
つ
ま
り
、
最
高
権
力
者
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が

定
説
で
あ
る
。
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
れ
ば
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
（
神
武
天
皇
）
か
ら
若
倭
根
子
日
子
大
腿
毘
命
（
開
化

天
皇
）
ま
で
の
宮
が
葛
城
山
麓
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
大
和
の
先
住
民
の
葛
城
王
朝
の
系
譜
を
大
和
朝
廷
が
取
り
こ
ん
だ
も
の
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記紀に埋もれた甲斐酒折王朝
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
御
真
木
入
日
子
印
恵
命
（
崇
神
天
皇
）
か
ら
大
帯
日
子
泌
斯
呂
和
気
天
皇
（
景
行
天
皇
）
ま
で
の
宮
が
三

輪
山
山
麓
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
三
輪
王
朝
を
取
り
こ
ん
だ
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
皇
の
名
か
ら
、
先
住
民
の
イ
リ

王
朝
、
ワ
ケ
王
朝
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
大
和
朝
廷
が
そ
う
い
っ
た
も
の
を
す
べ
て
利
用
し
て
大
和
朝
廷
の
天
皇
系
譜
を
造
作
し
た
の

だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
大
和
朝
廷
が
天
皇
系
譜
に
つ
い
て
造
作
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
大
和
朝
廷
の
歴
史
を
作
成

す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
造
作
が
政
治
的
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
と
わ
か
る
形
で
、
先
住
民
の
支
配
者
を
と
り
こ
ん
で

先
住
民
を
精
神
的
に
納
得
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
先
住
民
を
慰
撫
懐
柔
し
て
い
く
、
七
、
八
世
紀
の
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
が
政
策
の
根
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
紀
に
反
映
す
る
必
要
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
記
紀
の
造
作
の
意
味
は
、
七
、
八
世
紀
の
政
策
、

対
先
住
民
対
策
と
い
う
視
点
な
し
で
は
理
解
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
こ
で
本
題
に
戻
っ
て
、
記
の
「
宮
」
に
関
す
る
用
法
は
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
が
本
来
の
住
居
で
あ
る
「
宮
」
を
離
れ

て
旅
に
出
た
時
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

か
し
ひ
の

一
、
天
皇
筑
紫
の
訶
志
比
宮
に
坐
し
ま
し
て
。
（
こ
の
天
皇
は
星
皐
行
天
皇
で
、
九
州
遠
征
の
時
で
あ
る
）

の

一
一
、
そ
の
山
口
に
留
ま
り
て
、
す
な
は
ち
假
宮
を
造
り
て
。
（
履
中
天
皇
）

お
し
は
あ
び
ゐ

め
い

一
二
、
こ
の
時
市
辺
の
忍
歯
王
を
相
率
て
、
淡
海
に
幸
行
で
ま
し
て
、
そ
の
野
に
到
り
ま
せ
ぱ
、
各
異
に
假
宮
を
作
り
て
宿
り
ま
し
。

お
ば
は
つ
せ
の

（
こ
の
文
の
主
毒
叩
は
大
長
谷
王
ｌ
雄
略
天
皇
ｌ
で
あ
る
）

の

四
、
大
長
谷
王
の
假
宮
の
傍
に
到
り
立
た
し
て
。

お
み
⑪
ら
じ
み
こ

か
く

五
、
臣
連
の
王
の
宮
に
隠
る
一
」
と
聞
け
ど
。

は
ゆ
ま
づ
か
い
た
て
ま
つ

お
ば
の

よ
る
こ

｝
ハ
、
人
民
を
集
え
て
假
宮
を
作
り
、
そ
の
假
宮
に
坐
せ
ま
つ
り
置
き
て
、
駅
使
を
貢
り
き
。
こ
こ
に
そ
の
摸
飯
豊
王
、
聞
き
歓
ば

の
つ
の
さ
し
の

し
て
、
宮
に
上
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
（
こ
こ
の
宮
は
飯
輿
皇
王
の
角
刺
宮
で
あ
る
。
次
参
照
）
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い
い
と
よ
の

七
、
飯
豊
王
、
葛
城
の
忍
海
の
高
木
の
角
刺
宮
に
坐
－
し
き
。
（
こ
れ
は
清
寧
天
皇
に
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
正
式
の
天
皇
が
決
ま

る
ま
で
、
飯
豊
王
が
天
皇
の
代
理
を
し
た
話
で
あ
る
）

こ
こ
で
は
二
種
類
の
使
い
方
を
し
て
い
る
。
一
つ
は
天
皇
が
旅
に
出
た
場
合
、
訶
志
比
宮
の
よ
う
に
正
式
に
宮
を
造
る
場
合
と
、
も
う

一
つ
は
假
宮
を
造
る
場
合
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
区
別
は
天
皇
の
滞
在
期
間
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は

皇
子
が
宮
を
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
假
宮
と
い
う
表
記
か
、
単
に
宮
と
い
う
表
記
を
あ
て
る
だ
け
で
、

個
有
名
詞
化
は
さ
れ
て
い
な
い
の
が
わ
か
る
。

以
上
が
古
事
記
に
お
け
る
「
宮
」
の
用
法
の
す
べ
て
で
あ
り
、
日
本
書
紀
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
宮
」

の
用
法
を
頭
に
入
れ
て
、
次
の
酒
折
宮
の
記
述
を
見
る
と
、
こ
の
記
述
が
特
異
な
例
外
だ
と
わ
か
る
。

す
な
は
ち
そ
の
国
よ
り
越
え
て
、
甲
斐
に
出
で
ま
し
て
、
酒
折
宮
に
坐
し
し
時

こ
の
文
自
体
、
ど
う
読
ん
で
も
倭
建
命
が
甲
斐
国
の
酒
折
宮
を
住
居
と
し
た
と
は
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
倭
建
命
が
甲
斐
国
に
来
た
時
、

す
で
に
そ
こ
に
酒
折
宮
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
を
利
用
し
て
滞
在
し
た
と
し
か
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
む
り
に
倭
建
命
が
酒
折
宮

を
造
っ
た
と
解
釈
し
て
も
、
そ
れ
は
記
の
用
法
と
は
全
く
一
致
し
な
い
の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
酒
折
宮
と
い

う
よ
う
な
固
有
名
詞
化
さ
れ
た
宮
の
主
人
は
天
皇
ま
た
は
神
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
記
の
表
記
に
従
え
ば
、
旅
に
あ
る
皇

子
の
住
居
は
假
宮
あ
る
い
は
単
に
宮
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
も
っ
と
大
き
な
疑
問
は
、
倭
建
命
は
西
は
九
州
か
ら
東
は
関
東
ま
で
、

そ
の
時
代
に
し
て
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
広
範
囲
な
遠
征
を
行
っ
て
い
る
。
当
然
行
っ
た
先
々
に
倭
建
命
の
住
居
、
つ
ま
り
宮
が
あ
っ

て
い
い
は
ず
な
の
に
、
倭
建
命
の
遠
征
讃
で
命
の
宮
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
酒
折
宮
だ
け
で
あ
る
。
他
の
場
所
で
は
、
命
の
假
宮
と

い
う
一
百
葉
す
ら
一
つ
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
ど
う
解
釈
し
て
も
酒
折
宮
は
倭
建
命
の
宮
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
古
事
記
の
作
成
者
は
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
だ
け
特
別
の
用
法
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
酒
折
宮
と
は
誰
の
住
居
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記紀に埋もれた甲斐酒折王潮
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。

こ
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ
の
答
と
し
て
は
、
倭
建
命
の
遠
征
調
が
実
は
皇
子
で
は
な
く
て
、
実
際
に
は
天
皇
の
遠
征
認
で
は
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
に
お
け
る
訶
志
比
宮
の
例
が
あ
る
の
で
納
得
で
き
る
が
、
そ
れ
な
ら
倭

建
命
の
行
っ
た
先
々
、
相
模
で
も
常
陸
で
も
信
濃
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
の
宮
が
な
け
れ
ば
理
屈
に
合
わ
な
い
。
甲
斐
も
倭
建
命
が
遠
征

の
途
中
に
立
ち
よ
っ
た
一
つ
の
国
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
答
は
一
つ
で
あ
る
。
甲
斐
国
は
他
の
東
国
の
国
と
ち
が
っ
て
、
酒
折
宮
が
存
在
し
た
特
殊
な
国
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
酒
折
宮
が
存
在
し
た
と
い
う
特
殊
性
は
、
そ
こ
に
神
ま
た
は
天
皇
が
、
古
代
国
家
に
お
い
て
は
お
う
お
う
に
し
て

神
は
支
配
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
邪
馬
壹
国
の
卑
弥
呼
の
例
で
よ
く
わ
か
る
が
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
支
配

者
は
大
和
朝
廷
が
無
視
で
き
な
い
強
力
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
酒
折
宮
と
い
う
言
葉
を
記
紀
に
し
る
し
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

取
る
に
足
り
な
い
一
地
方
の
支
配
者
だ
っ
た
ら
、
大
和
朝
廷
は
容
易
に
征
服
し
、
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
記
紀
に
記
録
を

残
し
た
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
酒
折
宮
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
和
朝
廷
は
甲
斐
国
を
慰
撫
し
な
が
ら
隷
属
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
大
和
朝
廷
の
政
治
的
意
図
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
大
和
朝
廷
の
意
に
従
っ
て
、
記
紀
と
も
わ
ざ
わ

ざ
酒
折
宮
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
七
、
八
世
紀
の
甲
斐
の
人
々
は
、
す
で
に
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
記

紀
に
酒
折
宮
の
存
在
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の
を
読
ん
で
、
一
種
の
誇
り
を
抱
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
大
和
朝
廷
の
狙
い
だ
っ
た

に
せ
よ
、
七
、
八
世
紀
の
甲
斐
の
人
々
に
は
酒
折
宮
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
誰
が
そ
こ
に
い
た
か
十
分
承
知
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

あ
る
い
は
そ
の
当
時
、
ま
だ
そ
こ
に
甲
斐
の
天
皇
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
「
宮
」
の
用
法
だ
が
、
記
紀
で
は
神
と
天
皇
お
よ
び
そ
の
一
族
に
限
定
し
て
い
る
が
、
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
こ
の
字
が
限
定
さ

れ
る
以
前
は
、
各
地
の
支
配
者
の
住
居
を
「
宮
」
と
述
べ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
古
事
記
の
作
成
者
が
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
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み
ひ
た
き
お
き
な

御
火
焼
の
老
人
と
倭
建
命
の
問
答
歌
は
ど
こ
で
、
い
か
な
る
状
況
の
Ｊ
Ｕ
と
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
は
何
も
語
ら
な
い
し
、

紀
で
は
こ
と
さ
ら
平
凡
な
日
常
的
な
事
件
と
し
て
し
る
し
て
い
る
が
、
状
況
は
そ
ん
な
に
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
お

そ
ら
く
場
所
は
酒
折
寓
の
中
か
、
あ
る
い
は
背
後
の
磐
座
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
時
は
夜
、
火
が
あ
か
あ
か
と
燃
え
て
い
る
中
で
、
甲
斐

を
征
服
し
た
大
和
朝
廷
の
将
軍
で
あ
る
倭
建
命
と
征
服
さ
れ
た
甲
斐
の
支
配
者
が
向
き
合
い
、
そ
の
周
囲
を
大
和
朝
廷
の
兵
が
囲
ん
で
い

た
。
甲
斐
の
支
配
者
は
屈
辱
感
に
う
ち
ひ
し
が
れ
、
倭
建
命
は
意
気
揚
々
と
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
厳
粛

で
重
苦
し
い
空
気
に
包
ま
れ
た
政
権
交
代
の
一
瞬
だ
っ
た
は
ず
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
な
さ
れ
た
実
際
の
会
話
は
、
こ
ん
な
単
純
で
牧

「
宮
」
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
以
前
の
記
録
が
存
在
し
な
い
の
で
こ
の
問
題
を
証
明
す
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
が
、
さ
い
わ
い
こ
の
問
題
の
手
が
か
り
に
な
る
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
は
稲
荷
山
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
鉄
剣
の
金
文
字
で
あ

る
。
そ
れ
に
次
の
よ
う
な
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
。

獲
加
多
支
画
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時

こ
の
読
み
方
が
種
々
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
斯
鬼
宮
と
は
稲
荷
山
古
墳
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
そ
の
地
の
支
配
者
獲
加

多
支
画
大
王
の
住
居
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
お
け
る
「
宮
」
は
明
ら
か
に
そ
の
地
の
支
配
者
の
住
居
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
大
和
朝
廷

成
立
以
前
か
ら
「
宮
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
も
あ
る
。

こ
の
問
題
も
含
め
て
、
も
う
一
歩
酒
折
宮
の
性
格
を
押
し
進
め
る
た
め
に
は
、
倭
建
命
と
御
火
焼
の
老
人
の
問
答
歌
を
問
題
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
記
紀
の
成
作
者
は
、
そ
の
た
め
に
あ
の
問
答
歌
を
残
し
て
お
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

七
御
火
焼
の
老
人
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歌
的
な
問
答
歌
は
な
く
て
、
征
服
者
と
被
征
服
者
の
厳
し
い
や
り
と
り
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
記
紀
の
成
作
者
は
素
朴
で
牧
歌

的
な
問
答
歌
に
股
き
換
え
た
。
記
紀
の
成
作
者
が
現
実
に
何
が
あ
っ
た
の
か
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
か
ら
、
こ
の
問
答
歌
で
十
分
川
が
足

り
る
と
考
え
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
一
体
こ
の
一
見
単
純
で
素
朴
な
問
答
歌
の
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
こ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
歌
は
記
に
よ
る
と
倭
建
命
が
次
の
よ
う
に
問
う
。

新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る

と
う
た
い
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
そ
の
御
火
焼
の
老
人
、
御
歌
に
統
ぎ
て
歌
い
し
く
、

か
が
な
く
て
夜
に
は
九
夜
日
に
は
十
日
を

新
治
筑
波
と
は
常
陸
の
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
は
常
陸
の
国
を
で
て
、
こ
の
酒
折
ま
で
く
る
の
に
幾
日
か
か
っ
た
か
と
い
う

あ
づ
ま
く
に
の
み
や
つ
こ

問
い
に
、
御
火
焼
の
老
人
が
九
夜
十
日
と
答
え
た
。
そ
の
答
が
正
し
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
倭
建
〈
叩
が
老
人
を
束
の
国
造
に
任
命

し
た
と
い
う
話
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
は
単
純
素
朴
な
説
話
だ
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
征
服
者
の
責
任
者
と
征
服
さ

れ
た
国
の
支
配
者
が
こ
ん
な
牧
歌
的
で
平
和
な
や
り
と
り
を
す
る
は
ず
が
な
い
し
、
ま
た
そ
ん
な
た
あ
い
の
な
い
事
件
な
ら
記
紀
の
作
成

者
が
わ
ざ
わ
ざ
記
録
に
残
す
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
に
倭
建
命
の
他
の
遠
征
諏
は
そ
れ
ぞ
れ
厳
し
い
征
服
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
答

歌
も
そ
の
遠
征
諏
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
み
る
と
、
い
や
そ
ん
な
視
点
に
立
た
な
く
と
も
、
こ
の
問
答
砿
が
矛
盾

し
た
も
の
だ
と
気
が
つ
く
。
表
面
的
に
は
、
こ
ん
な
問
答
歌
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
は
倭
建
命
の
「
新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る
」
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
こ
の
質
問
に
は
誰
も
答
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

い
や
、
誰
に
で
も
ど
う
に
で
も
答
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
問
い
の
意
味
を
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
新
治
筑
波
と
い
う
の
は

常
陸
の
国
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
常
陸
の
国
か
ら
甲
斐
の
酒
折
ま
で
幾
日
で
こ
ら
れ
る
か
と
言
わ
れ
て
も
答
え
よ
う
が
な
い
の
は
今
更
言

う
ま
で
も
な
い
。
常
陸
と
は
広
大
な
地
域
を
さ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
東
京
都
か
ら
甲
斐
の
酒
折
ま
で
幾
日
で
こ
れ
る
か
と
い
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う
質
問
と
同
じ
で
あ
る
。
千
葉
県
よ
り
の
東
京
都
か
ら
と
、
山
梨
県
境
の
東
京
都
か
ら
で
は
、
二
日
や
三
日
は
す
ぐ
ち
が
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
も
徒
歩
で
途
中
戦
い
な
が
ら
や
っ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
も
う
な
お
さ
ら
で
、
答
え
よ
う
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
な
ぜ
倭
建
命
は
答
え
よ
う
の
な
い
質
問
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
記
紀
の
作
成
者
も
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
を
十
分
承

知
で
、
こ
の
問
い
を
記
録
に
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
甲
斐
の
老
人
に
何
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
一
つ
で
あ
る
。
老
人
が
答
え

る
か
答
え
な
い
か
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
答
え
る
こ
と
は
、
老
人
が
服
従
の
意
志
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
言
え
ば
、
服
従
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
、
生
殺
与
奪
の
樵
を
握
っ
て
い
る
ぞ
と
大
和
朝
廷
が
そ
の
力
を

誇
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
老
人
の
答
え
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
、
そ
れ
を
決
め
る
の
は
倭
建
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
老

人
の
答
を
正
し
い
と
肯
定
し
た
時
は
、
老
人
の
服
従
を
許
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
和
朝
廷
が
老
人
の
持
っ
て
い
る
予
言
能
力
を
、
呪
術

的
能
力
を
認
め
た
こ
と
に
も
な
る
。
呪
術
的
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
卑
弥
呼
の
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
古
代
王
朝
の
支

配
者
と
し
て
の
主
要
な
資
格
で
あ
る
。
倭
建
命
が
老
人
の
答
が
合
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
つ
ま
り
「
こ
こ
を
も
ち
て
そ
の
老
人
を
誉

く
に
の
み
や
つ
こ

め
て
、
す
な
は
ち
東
の
国
造
を
給
ひ
き
」
と
い
う
記
の
説
明
は
、
》
」
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
到
底
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た

だ
の
火
を
た
く
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
老
人
が
、
た
ま
た
ま
「
九
夜
十
日
」
と
答
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
甲
斐
ど
こ
ろ
か
東
、
こ

れ
は
東
国
を
さ
す
が
、
そ
こ
の
支
配
者
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
な
ど
過
去
に
も
現
在
に
も
未
来
に
も
あ
り
得
な
い
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
大
和

朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
甲
斐
の
支
配
者
が
大
和
朝
廷
に
降
服
し
、
そ
の
後
で
あ
ら
た
め
て
東
の
支
配
者
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
伝
え

し
る
し

る
も
の
で
あ
る
。
》
」
の
東
国
征
服
讃
は
出
雲
の
大
国
主
命
の
国
譲
り
や
神
武
天
皇
に
長
随
彦
を
殺
し
て
天
津
瑞
を
か
か
げ
て
降
服
し
た
饒

速
日
命
の
三
輪
王
朝
の
運
命
や
、
熊
曽
建
暗
殺
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
九
州
平
定
讃
と
同
じ
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
は
重
大
な
事
件

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
大
和
朝
廷
成
立
の
階
段
の
一
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

古
事
記
の
簡
潔
な
御
火
焼
の
老
人
と
い
う
表
記
は
、
こ
う
し
た
推
論
を
裏
付
け
る
有
力
な
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
御
火
焼
の
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こ
こ
に
も
記
紀
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
大
和
朝
廷
の
政
治
的
意
図
が
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
。
大
和
朝
廷
が
先
住
民
を
征
服
し
た

あ
と
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
と
っ
た
政
莱
は
、
先
住
民
の
神
を
尊
重
し
、
先
住
民
の
歴
史
を
大
和
朝
廷
の
中
に
取
り
こ
ん
で
、
先
住
民
を

大
和
朝
廷
の
中
に
吸
収
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
酒
折
宮
に
お
け
る
問
答
歌
も
、
大
和
朝
廷
が
甲
斐
の
支
配
者
を
容
認
し
、
大
和

朝
廷
の
中
に
吸
収
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
七
、
八
世
紀
の
政
策
が
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
和
朝
廷
の
意
図
や
、

こ
の
御
火
焼
の
老
人
の
存
在
を
証
明
す
る
も
う
一
つ
の
証
拠
と
し
て
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
こ
の
事
件
に
関
す
る
扱
い
の
相
述
が
あ
る
。

人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

老
人
と
い
う
表
記
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
表
記
の
中
に
老
人
が
酒
折
宮
の
主
人
だ
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
気
が
つ
く
の
は
「
御
」
の
用
法
で
あ
る
。
倭
建
命
の
問
歌
を
「
御
歌
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
用
法

が
「
御
火
」
と
い
う
表
記
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
御
火
」
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
こ
の
火
が
普
通

の
意
味
の
火
で
は
な
い
の
が
わ
か
る
。
こ
の
御
火
と
は
聖
な
る
火
、
お
そ
ら
く
神
を
祀
る
火
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
神
聖
な
火
を
つ

か
さ
ど
っ
て
い
る
老
人
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
記
は
「
そ
の
」
と
こ
の
老
人
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
そ
の
」
が
何
を
受
け
て

い
る
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
特
定
の
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
酒
折
宮
の
老
人
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
倭
建

命
と
対
等
に
や
り
取
り
が
で
き
る
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
酒
折
宮
の
主
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
老
人
の
位
置
を
決
定
す
る
言

の

葉
が
、
最
後
の
「
東
の
国
造
」
と
い
う
一
一
二
口
葉
で
あ
る
。
単
な
る
火
焼
の
老
人
が
甲
斐
ど
こ
ろ
か
東
国
の
支
配
者
に
な
る
こ
と
な
ど
と
う
て

い
で
き
な
い
。
つ
ま
り
酒
折
宮
に
い
た
支
配
者
、
そ
れ
も
呪
術
的
能
力
を
持
ち
、
甲
斐
ば
か
り
か
東
国
の
支
配
者
だ
っ
た
の
が
、
こ
の
老
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酒
折
宮
に
つ
い
て
の
記
述
は
記
と
紀
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
御
火
焼
の
老
人
に
つ
い
て
の
相
述
が
い
ち
じ
る
し
い
。
御
火

焼
の
老
人
が
文
字
通
り
単
に
火
を
た
い
て
い
た
老
人
な
ら
、
紀
の
成
作
者
が
殊
更
改
窺
な
ど
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
御
火
焼
の
老
人
に
つ
い
て
の
記
紀
の
記
述
の
相
違
の
中
に
は
御
火
焼
の
老
人
の
真
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
相
異
を
論
じ
る
前
に
、
記
と
紀
の
違
い
を
述
べ
て
み
た
い
。
も
と
も
と
歴
史
と
言
う
の
は
そ
の
時
代
の
政
治
に
大
き
く
影

響
さ
れ
て
い
る
。
中
国
や
朝
鮮
が
日
本
の
歴
史
の
中
で
戦
前
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
戦
後
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
そ
れ
が
最
近
ま
た
大
き
く

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
歴
史
が
時
の
政
治
に
左
右
さ
れ
る
、
こ
れ
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
景
行
天

皇
記
に
お
け
る
遠
征
讓
を
中
心
に
、
と
い
う
よ
り
は
限
定
し
て
そ
の
時
代
の
政
治
に
よ
っ
て
、
記
紀
の
記
述
が
ど
れ
ほ
ど
ち
が
っ
て
い
る

か
述
べ
る
と
同
時
に
、
甲
斐
酒
折
問
答
の
本
質
に
迫
っ
て
み
た
い
。

古
事
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
録
が
信
用
で
き
な
い
と
い
う
説
か
ら
、
古
事
記
が
偽
書
だ
と
い
う
極
端
な
見
解
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
見
が
現
わ
れ
る
の
は
、
古
事
記
が
当
時
の
他
の
記
録
に
全
く
姿
を
見
せ
な
い
の
と
、
古
事
記
の
成
作
者
と
い

わ
れ
る
稗
田
阿
礼
が
や
は
り
謎
の
人
物
の
せ
い
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
で
は
古
事
記
筆
録
者
大
安
万
侶
の
存
在
が
そ
の
墓
碑
名
か
ら
証
明

さ
れ
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
そ
う
し
た
偽
書
説
で
は
、
何
故
偽
書
を
作
っ
た
の
か
と
い
う
政
治
的
、
社
会
的
観
点
が
全
く
証
明
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
に
、
古
事
記
が
い
か
に
七
、
八
世
紀
の
政
治
を
反
映
し
て
い
る
か
を
見
る
と
、
古
事
記
が
大
和
朝
廷
の
意
志
に
よ
っ
て
作
ら

と
ね
り

れ
た
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
序
文
に
よ
る
と
、
稗
田
阿
礼
と
い
う
一
一
十
八
歳
の
舎
人
が
、
天
武
天
皇
に
命
じ
ら
れ
て
帝
記
（
天

皇
記
）
と
旧
辞
（
神
話
、
伝
説
）
を
集
め
、
そ
れ
を
そ
ら
ん
じ
、
そ
れ
を
太
安
万
侶
が
筆
録
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
天
武
天
皇

の
何
年
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
体
十
年
前
後
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
稗
四
阿
礼
の
存
在
は
全
く
ど
こ
に
も
し

八
記
紀
の
相
違
に
見
る
甲
斐
の
古
代
王
朝
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記紀に1111もれた111斐酒折王朝
る
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
突
如
と
し
て
和
同
四
年
九
月
十
八
日
に
元
明
天
皇
に
命
じ
ら
れ
て
、
そ
の
そ
ら
ん
じ
て
い
た
帝
記
、
旧
辞
を

大
安
万
侶
に
筆
録
し
て
も
ら
い
、
翌
和
同
五
年
（
西
歴
七
○
八
年
）
に
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
稗
田
阿
礼
は
天
武
天
皇
に
歴
史
作
成
を
命

じ
ら
れ
た
後
、
元
明
天
皇
に
な
る
ま
で
政
治
の
舞
台
に
も
、
他
の
記
録
に
も
全
く
姿
を
見
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
稗
田
阿
礼
が
政
治
と
は

無
関
係
の
立
場
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
武
十
年
と
い
う
と
西
歴
六
八
一
年
だ
か
ら
和
同
七
年
ま
で
二
十
六
年
間
ほ
ど
、
稗
川
阿
礼
は
ど

こ
か
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
し
な
が
ら
古
事
記
を
完
成
で
き
る
日
が
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
古
事
記
が
ま
と
め

ら
れ
た
の
は
、
そ
の
政
治
的
背
景
は
天
武
十
年
前
後
、
少
く
と
も
天
武
朝
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
書
紀
は
天
武
十
三
年

お
ば
あ
ん
ど
の

か
わ
し
ま
の
み
こ
お
さ
か
ぺ
の
み
こ
ひ
ろ
せ
の
お
お
き
み
た
け
だ
の
お
お
き
み
く
わ
た
の
お
お
き
み
淫
い
せ
ん
じ
よ
う
な
か
と
み
の
む
ら
Ｕ

曙
い
ぜ
ん
〃
へ
ぐ

に
大
極
殿
に
お
い
て
天
武
天
皇
が
川
嶋
皇
子
、
忍
壁
皇
子
、
広
瀬
王
、
竹
田
王
、
桑
田
王
…
・
・
・
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
、
大
山
下
平

り
の
お
み
こ
ぴ
と

群
臣
子
首
に
歴
史
作
成
を
〈
叩
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
人
物
は
当
時
の
政
治
に
直
接
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
皇
族
や
学
者
た
ち
だ
っ
た
。

天
武
天
皇
が
ど
う
し
て
私
的
な
立
場
か
ら
稗
田
阿
礼
に
、
公
的
な
立
場
か
ら
川
嶋
皇
子
以
下
に
二
重
に
歴
史
作
成
を
命
じ
た
か
は
興
味
深

い
こ
と
だ
が
、
こ
の
問
題
は
推
察
の
域
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
記
紀
と
も
そ
の
当
初
は
天
武
朝
の
政
治
的
影

響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
書
紀
が
古
事
記
と
根
本
的
に
ち
が
う
の
は
、
紀
の
作
成
に
関
係
し
た
人
達
が
、
そ

の
後
日
本
書
紀
完
成
ま
で
、
つ
ま
り
、
持
統
天
皇
、
文
武
天
皇
、
元
明
天
皇
、
元
正
天
皇
の
政
治
と
直
接
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
最
後
に
日
本
書
紀
を
完
成
し
た
の
は
、
天
正
天
皇
の
養
老
四
年
（
西
歴
七
二
○
年
）
で
、
舎
人
親
王
以
下
で
、
最
初

に
日
本
書
紀
作
成
の
仕
事
に
取
り
か
か
っ
た
皇
子
や
学
者
と
は
別
人
で
あ
る
。

最
初
の
メ
ン
バ
ー
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
が
、
舎
人
親
王
以
下
が
政
治
に
直
接
関
係
し
て
い
る
皇
族
や
学
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
。
し
か
も
こ
れ
だ
け
時
代
を
へ
れ
ば
、
天
武
朝
の
政
治
と
い
う
よ
り
は
そ
の
後
の
つ
ま
り
持
統
朝
か
ら
天
正
朝
の
政
治
の
影
響

わ
り
な
い
。
し
か
も
こ
れ
だ
狸

を
受
け
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
御
火
焼
の
老
人
を
見
る
と
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
古
事
記
で
は
老
人
を
そ
れ
と
わ
か
る
ほ
ど
重
要
視
し
て
い
る
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前
後
と
な
ん
の
脈
絡
も
な
く
、
突
如
と
し
て
壬
甲
の
机
の
記
述
に
甲
斐
の
勇
者
が
盗
場
す
る
が
、
一
体
こ
の
甲
斐
の
勇
者
と
は
何
者
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
日
本
書
紀
の
作
成
者
は
ど
う
い
う
意
図
で
こ
の
事
件
を
記
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
古
代
史
最
大
の
内
乱
壬
甲
の
乱
に
お
け
る
唯
一
の
東
国
の
兵
士
の
活
躍
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
は
甲
斐

の
勇
者
が
敵
将
鯨
を
追
い
か
け
た
が
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
全
く
た
あ
い
の
な
い
失
敗
談
で
あ
る
。
何
が
勇
者
が
聞
き
た
く
な
る

話
で
あ
る
。
ま
だ
し
も
鯨
を
討
ち
果
し
た
と
い
う
の
な
ら
記
録
と
し
て
わ
か
る
が
、
こ
の
よ
う
に
取
る
に
足
ら
な
い
、
少
く
と
も
表
面
的

に
は
そ
う
見
え
る
事
件
を
わ
ざ
わ
ざ
記
録
し
た
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
と
う
て
い
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

み
ひ
た
き
お
さ
な

の
が
わ
か
る
。
殊
に
ロ
川
本
普
紀
の
記
述
と
比
較
す
る
と
そ
の
差
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
御
火
焼
は
老
人
を
形
容
し
て
お
り
一
種
の
球

利
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
最
後
も
、
老
人
を
束
の
国
造
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
譲
り
の
後
大
国
主
命
を
出
雲
の
神

に
ま
つ
り
あ
げ
た
事
実
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
老
人
を
厚
遇
し
て
い
る
。
つ
ま
り
大
和
朝
延
が
甲
斐
の
支
配
者
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
甲
斐
国

を
大
和
朝
延
に
隷
属
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
甲
斐
国
が
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
征
服
後
も
依
然
と
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た

か
ら
、
い
や
、
大
和
朝
延
、
つ
ま
り
天
武
朝
に
と
っ
て
、
甲
斐
国
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
証
拠
は
天
武
朝
の
成
立
過
程
に
見
ら
れ
る
。
天
武
天
皇
は
（
当
時
大
海
人
皇
子
）
は
天
智
天
皇
の
死
後
、
天
智
天
皇
の
皇
太
子
大
友

皇
子
に
対
し
て
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
。
そ
の
時
天
武
天
皇
が
依
存
し
た
の
は
東
国
の
兵
力
だ
っ
た
。
そ
の
兵
力
の
中
に
甲
斐
の
騎
馬
瀬

い
く
己
の
包
み
〃
皿
と
し
の
ふ
け
い

団
が
あ
っ
た
の
は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
次
の
口
Ｈ
本
書
紀
の
壬
叩
の
乱
の
記
述
で
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
武
天
皇
側
の
将
軍
大
伴
吹
負

肱
し
他
か

す
〃
の
郡
く
さ
の
き
み
い
服
ゐ
の
み
や
つ
こ
く
じ
ら

が
箸
墓
の
近
く
で
近
江
朝
の
別
将
軍
臓
井
造
鯨
と
戦
っ
た
時
の
こ
し
」
で
あ
る
。

い
ぐ
さ
の
さ
み
ふ
い
恥

上
げ
さ
び
と
か
上
郡

か
功
〃
ど
う
ｊ

い
Ⅲ
＆
の
く
じ
ら
す
み
や
か
〃

則
ち
将
耶
吹
負
、
ｍ
下
斐
の
勇
者
に
謝
り
て
日
は
く
、
「
其
の
白
馬
に
乗
れ
る
者
は
、
旗
井
鯨
な
り
。
急
に
迫
ひ
て
射
よ
」
と
い
う
。

こ
ろ
〃
ひ
た
ち
ま
ち

⑰
ち

よ
ｍ
ひ
じ
り
こ

肱
成
加
か

是
に
、
甲
斐
の
勇
者
、
馳
せ
て
追
う
。
鯨
に
及
ぶ
比
に
、
鯨
急
に
馬
に
鞭
う
っ
。
馬
能
／
、
抜
け
て
泥
を
中
山
ず
。
即
ち
馳
せ
て
脱
る

則
ち
将
耶
吹
画

是
に
、
甲
斐
の
謡

る
こ
と
得
た
り
。
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記紀に埋もれた111斐酒折王朝

かのそうし存ノノを’よと早か
ら１１１証れＩこか在な染、まら実つ
死斐拠は弓もを武しＩＦずえ像た
)[リ’五１と古兵記紀ブノて斐気たがＩｌｌ
をのし代だ録の災いのがらわ斐
宜’1；て甲とでこ剛た兵ついかの
告に１１１斐いものとと士くいらり］
さ側斐王うわ記しいがののな者
れしの朝こか録てう天｜までいの
るて脇をとる｝よ存こ武壬あほ、
がはに支がよ陪在と天申ろどま
、日つえわうにしで皇のう改た

ｶｶﾞﾓ鰍ｆ御llillii菫力:iilM
時紀のた゜のてた。力東紀て斐
111の記車中甲い、六し国作しの
斐雄録事世斐るそ七ての成まｌＴｉｌ
の略が力にのとれこ戦兵者つの
Ａ１（天あもお勇恩をｆｌｉつ士のて実
駒皇ろ伺い者わ記のてが意い像
に記ｑ質てはれ録壬いと図るが
まにだ武騎ろでＩ|’たいを力；隠
た次つ田馬・はの、うど、さ
がのた信兵ｊｌｉｉＩＩｌ乱そようこれ
つよと玄でい斐のれり考のて
たう想の、かの当も東えケい
友に像も将け列｜けわ国た｜る
人記さと軍て者【１１ざがらスは
がされ甲吹取と斐わ登いもず
かれる斐負りい王ざ場い’可で
けて。騎が逃う朝記すのじあ
ついこ兵→す（'６１は録るでだる
けるの軍追ぐ人すＩこのあと･
て。甲団いらでで残はる考紀
命水斐はてい表にさ、うえで
乞二l：の最射な現大なこからは
いｲﾊﾞﾙ，騎強よらさ和けの。れ後
を名喉馬の￣弱れ朝れ甲るに
し部３軍武と者て延ぱ斐。述
て真’１Ｊ｜力命にいになのそく
、根!』の集じだる征ら兵れる
Ｊ１〔な存団てつ。服な士な」：
根る在といてそさかだらう
を人をしるでのれつけ【１１に
肋物証てこき１１１てたで斐御
けが明恐とる斐いほあの火
たさすれで力》のたどる男焼
とざるらもら武が重。者の
いいもれわで力、要とと老
うなうた力ｈあ災なないは人
liii事一がるるト１１お役うども
話件つ、よ。の強割のう肢

で
次
の
よ
う
な
歌
を
の
せ
て
い
る
。

く

い
ば
玉
の
甲
斐
の
黒
駒
吟

＄
＆

甲
斐
に
す
ぐ
れ
た
馬
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
平
安
時
代
に
は
甲
斐
国
に
、
柏
前
、
真
衣
野
、
偲
坂
の
一
一
一
官
牧
が
あ
っ
て
毎
年
朝
延

ば
玉
の
甲
斐
の
黒
駒
鞍

命
死
な
ま
し
甲
斐
の
黒
駒

く
ら
ｇ

鞍
著
せ
ば
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に
馬
を
お
さ
め
て
い
た
と
い
う
記
録
も
同
じ
事
実
の
蕊
付
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
騎
馬
來
団
の
頂
点
に
位
慨
し
て
い
た
の
が
先
の
御
火
焼
の
老
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
天
武
朝
に
作
ら
れ
た
古
耶
記
で
老

人
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
も
当
然
だ
し
、
そ
の
後
大
和
朝
延
の
力
が
強
大
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
相
対
的
に
甲
斐
国
の
存
在
が
弱
ま

っ
て
い
き
、
そ
の
評
価
が
さ
が
り
、
記
録
を
文
字
通
り
読
ん
だ
だ
け
で
は
十
分
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
天
武
朝

に
お
け
る
甲
斐
国
の
存
在
を
天
武
天
皇
の
系
統
で
あ
る
八
世
紀
初
頭
の
朝
延
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
紀
に
お
け
る
甲
斐
の
勇
者

の
、
と
い
う
よ
り
甲
斐
の
弱
者
の
記
述
を
残
さ
せ
た
理
由
で
あ
る
。

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
大
和
朝
延
は
国
内
の
統
一
を
果
し
、
国
内
的
に
は
安
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
朝
延
に
と
っ
て
の
最
大
の

脅
威
は
朝
鮮
半
島
の
新
羅
の
存
在
で
あ
っ
た
。
同
時
に
九
州
の
安
定
が
緊
急
の
問
題
で
あ
っ
た
が
な
か
な
か
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
。

例
え
ば
天
平
四
年
（
七
三
二
）
に
新
羅
は
日
本
へ
の
朝
貢
の
改
善
を
申
し
入
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
大
和
朝
延
は
「
新
羅
離
反
」
と
取
り
、

東
海
、
東
山
、
山
陰
、
西
海
諸
道
の
節
度
便
を
任
命
に
し
た
。
新
羅
の
侵
攻
に
そ
な
え
て
軍
備
を
と
と
の
え
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
天

平
十
二
年
に
は
大
宰
少
武
藤
原
広
胴
が
九
州
で
兵
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
勢
い
は
強
く
、
大
和
朝
延
は
東
海
、
東
山
、
山
陰
、
山
陽
、

南
海
五
道
の
兵
一
万
七
千
人
の
大
軍
を
動
員
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
朝
鮮
や
九
州
の
脅
威
は
ず
っ
と
存
在
し
て
お
り
、
養
老
四
年
（
七
二

○
）
の
日
本
書
紀
完
成
の
頃
、
大
和
朝
延
の
頭
痛
の
極
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
が
天
武
朝
の
政
治
を
押
し
の
け
て
日
本
書
紀
に
反
映
さ

れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
古
事
記
の
倭
建
命
の
西
剛
遠
征
で
は
九
州
の
熊
曾
建
と
出
雲
の
川
雲
述
が
中
心
だ
っ
た
が
、
ｎ
本
瞥
紀
に

な
る
と
出
雲
連
遠
征
に
代
っ
て
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
證
が
大
き
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
情
況
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
そ
の
結
果
と
し
て
東
国
の
甲
斐
の
酒
折
宮
が
相
対
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し

甲
斐
の
問
梓
歌
の
記
述
が
軽
視
さ
れ
て
改
蹴
さ
れ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
ｎ
本
嘗
紀
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
耶
件
が
出

雲
の
大
国
主
命
の
国
譲
り
と
同
じ
よ
う
に
、
大
和
朝
延
成
立
に
と
っ
て
抹
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
件
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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巾
け
ひ
の
と
も
の
を
し
お
、
と
し
の
む
ら
じ
と
打
つ
〃
や
た
け
Ｕ

奴
部
を
以
て
大
枠
け
連
の
遠
祖
武
日
に
賜
う

と
い
う
謎
の
一
百
葉
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
壬
申
の
乱
に
お
け
る
甲
斐
の
勇
者
と
の
記
録
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
紋
と
は
矢
を

入
れ
る
道
具
で
、
叙
部
と
い
う
の
は
、
紋
を
背
負
っ
た
兵
士
と
い
う
意
味
で
、
文
字
通
り
こ
の
文
を
読
む
と
、
甲
斐
の
弓
兵
を
大
伴
氏
に

所
楓
せ
し
め
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
酒
折
宮
を
中
心
と
し
た
甲
斐
風
に
は
、
そ
こ
を
支
え
て
い
た
武
力
集
団
が
存
在
し
て
い

酒
折
宮
問
蒋
歌
に
関
し
て
記
紀
の
記
述
の
違
い
を
見
る
と
、
記
で
は
甲
斐
国
の
独
立
を
容
認
し
て
、
慰
撫
懐
柔
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
日
本
書
紀
で
は
甲
斐
国
を
吸
収
併
呑
し
て
無
視
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

記
で
は
単
に
御
火
焼
の
老
人
と
簡
潔
に
伝
え
て
い
る
だ
け
だ
が
、
日
本
書
紀
は
次
の
よ
う
に
複
雑
に
伝
え
て
い
る
。

み
う
だ
６
さ
ぷ
・
じ
じ
Ｕ
と

こ
の
夜
、
歌
を
以
て
侍
者
に
向
ひ
て
曰
く

も
ろ
も
ろ
さ
ぷ
ら
ひ
び
と

：
ひ
と
も
せ
る

論
の
侍
者
、
え
答
え
一
言
、
さ
ず
。
時
に
乗
燭
者
有
り
。

こ
の
紀
の
記
述
を
読
む
と
、
御
火
焼
の
老
人
は
般
早
特
定
の
人
で
は
な
く
て
、
倭
述
命
が
酒
折
嵩
に
入
っ
た
時
、
そ
の
席
に
い
た
そ
の

他
大
勢
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
た
ま
た
ま
そ
こ
に
居
合
せ
た
人
間
が
杵
え
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
記
の
老
人
と
い
う
言
梨
も

消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
老
人
は
後
の
東
の
国
造
と
合
せ
て
読
む
と
、
甲
斐
王
朝
の
呪
術
的
支
配
者
、
長
老
と
い
う
姿
が
読
み
取
れ

ひ
と
し
し
さ
と
り

る
が
、
日
本
書
紀
で
は
そ
う
し
た
実
像
を
す
っ
か
り
抹
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
結
論
も
「
即
ち
乗
燭
人
の
聡

ほ
め
っ
た
ま
秘
も
の

を
美
め
た
ま
ひ
て
、
敦
く
賞
す
」
と
文
章
と
し
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
も
、
問
答
歌
と
の
関
係
か
ら
は
全
く
意
味
不
明
の
ま
ま
に
終
え
て

た
こ
と
を
間
接
的
に
暗
示
し
て
い
る
。

る
が
、
日
本
書
紀
で
は
そ
う
・

ほ
ら
つ
た
ま
蹄
止

を
美
め
た
ま
ひ
て
、
敦
く
賞

い
る
。
た
だ
こ
の
文
の
次
に
、

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
書
紀
で
は
倭
建
命
が
甲
斐
国
に
侵
入
し
て
そ
こ
の
古
代
王
朝
を
征
服
し
た
あ
と
、
具
体
的
に
ど
ん
な
政
策
を
川

い
た
の
か
全
く
不
明
で
、
紀
の
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
倭
述
命
と
御
火
焼
の
老
人
の
問
答
歌
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
わ
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か
ら
な
い
で
終
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
両
書
を
合
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
甲
斐
の
酒
折
に
、
酒
折
宮
を
中
心
と
し
た
甲
斐
の
古

代
王
朝
が
存
在
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

記
紀
以
外
で
甲
斐
酒
折
王
朝
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
甲
斐
物
部
氏
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
甲
斐
物
部
氏
の
存
在
の
記
録
と

し
て
は
、
物
部
神
社
と
先
に
述
べ
た
物
部
高
嶋
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
物
部
氏
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
な
い

が
、
物
部
八
十
氏
と
呼
ば
れ
全
国
的
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
先
代
旧
事
記
に
よ
る
と
、
物
部
氏
の
東
征
が
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
大
和
朝
廷
が
全
国
を
統
一
す
る
以
前
に
、
物
部
氏
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
全
国
的
な
組
織
を
持
っ
て
い
た
と
は
と
う
て
い
考
え

ら
れ
な
い
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
九
州
を
中
心
と
し
た
銅
剣
、
銅
予
、
銅
戈
文
化
圏
と
、
奈
良
盆
地
を
中
心
と
し
た
銅
鐸
文
化
圏
が
並
存

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
も
う
一
つ
甲
斐
を
中
心
と
し
た
無
銅
剣
、
銅
予
、
銅
戈
、
銅
鐸
文
化
圏
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

酒
折
を
中
心
と
し
た
磐
座
や
古
墳
と
い
っ
た
お
び
た
だ
し
い
古
代
遺
跡
が
あ
る
の
に
甲
斐
か
ら
は
銅
剣
、
銅
予
、
銅
戈
、
銅
鐸
が
全
く
出

土
し
て
い
な
い
こ
と
で
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
共
通
し
た
全
国
組
織
の
物
部
氏
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
物
部
氏
が
初
め
て
記
録
に
表
わ
れ
る
の
は
、
神
武
天
皇
が
奈
良
盆
地
を
征
服
し
た
時
で
あ
る
。
奈
良
の
古
代
王
朝
の
支
配
者
饒
速

日
命
が
神
武
天
皇
に
降
服
し
、
そ
の
一
族
が
物
部
氏
に
な
っ
た
と
記
紀
と
も
に
述
べ
て
い
る
。
文
字
通
り
こ
の
記
述
を
読
む
と
、
大
和
朝

延
に
降
服
し
て
服
従
し
た
先
住
民
の
王
朝
を
大
和
朝
延
が
物
部
氏
と
名
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
部
氏
と
は
大
和
朝
延
が
、
具
体

的
に
は
記
紀
の
作
成
者
が
名
付
け
た
名
称
で
あ
る
。
先
住
民
が
ど
う
自
分
達
の
こ
と
を
称
し
て
い
た
の
か
、
現
在
で
は
記
録
が
な
い
の
で

全
く
わ
か
ら
な
い
。
大
和
朝
延
に
征
服
さ
れ
た
先
住
民
王
朝
は
便
宜
的
に
物
部
氏
に
一
括
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
各
地
に
八

十
氏
と
呼
れ
た
物
部
氏
が
存
在
し
て
い
た
の
も
理
解
で
き
る
し
、
甲
斐
物
部
氏
が
存
在
し
て
い
て
も
少
し
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
甲
斐
物
部
氏
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
奈
良
に
お
け
る
饒
速
日
命
に
相
当
す
る
支
配
者
が
甲
斐
国
に
も
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
甲
斐
に
古
代
王
朝
が
あ
っ
た
か
ら
物
部
神
社
が
現
代
に
伝
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
論
文
の
し
め
く
く
り
と
し
て
は
、
甲
斐
酒
折
宮
が
、
そ
れ
は
甲
斐
の
支
配
者
の
住
居
で
あ
る
と
同
時
に
都
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

何
処
だ
っ
た
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
あ
っ
た
場
所
と
し
て
は
、
現
在
の
酒
折
神
社
が
あ
る
川
辺
の
山
麓
か
、

甲
盆
盆
部
北
東
部
の
丘
陵
地
帯
の
山
瀧
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
山
麓
の
開
発
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
存
在
を
さ
ぐ
る
手
段

は
全
く
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
丘
陵
地
帯
の
中
に
あ
る
湯
村
山
の
山
麓
に
千
塚
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
、
か
っ
て
は
そ
こ

が
奈
良
盆
地
の
萱
生
か
ら
大
和
に
か
け
て
の
萱
生
千
塚
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
で
は

そ
の
面
影
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
酒
折
宮
の
存
在
は
沓
と
し
て
そ
の
行
方
が
知
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
何
時
か
奇
蹟
的

に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
時
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
甲
斐
酒
折
王
朝
の
存
在
は
打
消
し
難
い
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
甲
斐
の
人
達
が
そ
の
王
朝
を
何
と
称

し
て
い
た
か
は
知
る
方
法
は
な
い
。

万
葉
集
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古
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日
本
書
紀

九
甲
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王
朝
は
何
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に
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