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『
古
事
記
』
の
成
立

―
『
古
事
記
』
と
「
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
」
―

北

野
　

　

達

一
、
序

『
古
事
記
』
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
そ
の
序
文
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

記
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
序
文
を
虚
心
に
よ
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
種
々
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
序
文
自
体
が
あ
る
種
の
問
題
を
含
み
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
れ
を
よ
む
側
に
、
い
さ
さ
か
、
序
文
の
ヨ
ミ
自
体
を
逸
脱
し
た
傾
向
が
な
か
っ

た
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
先
学
の
提
起
し
た
問
題
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
序
文
自
体
に
即
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。

冒
頭
に
、
序
文
の
中
か
ら
、
成
立
に
か
か
わ
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
お
く
。

是
に
天
皇
詔
り
た
ま
は
く
、「
朕
聞
く
、『
諸
家
の
齎
て
る
帝
紀
と
本
辞
（
諸

家
之
所
費
帝
紀
及
旧
辞
）
と
、
既
に
正
美
に
達
ひ
、
多
に
虚
偽
を
加
ふ
』
と

い
へ
り
。
今
の
時
に
当
た
り
、
其
の

失

を
改
め
ず
は
、
幾
年
を
経
ず
し
て
、

其
の
旨
滅
び
な
む
と
す
。
斯
れ
、
邦
家
の
経
緯
、
王
化
の

鴻
基

な
り
。
故

惟
れ
帝
紀
を
撰
び
録
し
（
撰
録
帝
紀
）
、
旧
辞
を
討
め
覈
り
（
討
覈
旧
辞
）
、

偽
り
を
削
り
実
を
定
め
（
削
偽
定
実
）
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
（
欲
流
後

葉
）
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
時
に
舎
人
有
り
。

姓
は
稗
田
、
名
は
阿
礼
。
年
は

是
れ
廿
八
。
人
と
為
り
聡
明
く
し
て
、
目
に
度
れ
ば
口
に
誦
み
、
耳
に
払
れ

ば
心
に
勒
す
。
阿
礼
に
勅
語
し
て
（
勅
語
阿
礼
）
、
帝
皇
の
日
継
（
帝
皇
日

継
）
と
先
代
の
旧
辞
（
先
代
旧
辞
）
を
諦
み
習
は
し
め
た
ま
ふ
。
然
れ
ど
も
、

運
移
り
世
異
な
り
、
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
（
未
行
其
事
矣
）
。
…
…
中

略
…
…

焉
に
、
旧
辞
の
誤
り
忤
へ
る
を
惜
し
み
（
惜
旧
辞
之
誤
忤
）
、
先
紀
の
謬

り
錯
ふ
る
を
正
さ
む
（
正
先
紀
謬
錯
）
と
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
以
ち
、

臣
安
万
侶
に
詔
り
た
ま
は
く
、
「
稗
田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
（
勅
語

旧
辞
）
を
撰
ひ
録
し
（
撰
録
）
て
、
献
上
れ
」
と
の
り
た
ま
へ
ば
、
謹
み
て

詔
の
旨
の
ま
に
ま
に
、
子
細
に
採
り
庶
ひ
つ
。

二
、
問
題
の
所
在

―
本
居
宣
長
説
と
津
田
左
右
吉
説
を
中
心
に
―

ま
ず
序
文
中
の
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
に
対
す
る
本
居
宣
長
の
見
解
を
み
て
お
く
。

宣
長
は
、
「
帝
紀
」
に
つ
い
て
、
「
帝
紀
は
、
下
文
に
帝
皇
日
継
と
あ
る
と
同
じ

く
、
御
々
代
々
の
天
津
日
嗣
を
記
し
奉
れ
る
書
な
り
」
と
記
し
、
天
武
紀
の
「
帝

紀
」
、
推
古
紀
・
皇
極
紀
に
み
え
る
『
天
皇
記
』
と
同
様
の
も
の
と
み
な
し
、
「
本

辞
」
は
「
下
文
に
先
代
旧
辞
と
あ
る
と
同
じ
」
で
あ
り
、
推
古
紀
・
皇
極
紀
の
『
国

記
』
は
「
是
に
あ
た
る
べ
き
か
」
と
保
留
し
つ
つ
、
天
武
紀
の
「
上
古
之
諸
事
」

は
、
「
正
し
く
こ
れ
な
り
」
と
記
す
。
皇
極
朝
に
『
天
皇
記
』
は
、
焼
失
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
直
ち
に
「
帝
紀
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
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ず
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
の
説
こ
う
と
し
た
の
は
、
天
武
紀
に
「
帝
紀
」 
 
 

「
旧
辞
」
な
る
書
籍
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
、
天
武
以
前
の
歴
史
書
の
別
名
で
あ 
 

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 
 
 

宣
長
は
、
そ
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

こ
そ
が
、
『
古
事
記
』
の
原
本
で
あ
り
、
そ 
 

ウ
ツ 
 

れ
を
直
ち
に
原
資
料
と
し
て
編
纂
し
な
か
っ
た
の
は
、
「
先
か
く
人
の
口
に
移
し 
 

コ
ト
パ
オ
モ 
 

て
、
つ
ら
く
諦
習
は
し
め
賜
ふ
は
、
語
を
重
み
し
た
ま
ふ
が
故
な
り
」 

と
い 
 

う
。
宣
長
は
、
元
明
の
事
績
に
、 
 

ノ
ノ
ミ
カ
ド
ノ
ヨ
ミ
ナ
ラ
ノ 
 
 

か
く
て
彼
清
御
原
朝
御
世
に
、
諦
習
ひ
お
き
つ
る
帝
紀
旧
辞
は
、
此
人
の 

ノ
オ
ホ
ミ
コ
ト
エ
ラ
ピ
シ
ル
サ 
 

ロ
に
の
こ
れ
る
を
、
今
安
万
侶
朝
臣
に
諮
命
仰
せ
て
、
撰
録
し
め
賜
ふ
な 
 

ヅ 
 
 

り
。 
 

と
注
記
し
て
い
る
か
ら
、
阿
礼
が
諦
習
し
た
も
の
は
、
「
帝
紀
」 

と 

「
旧
辞
」 

で 
 

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
当
然
、
阿
礼
の
諦
習
に
耐
え
る
完
成
し
た 
 

書
籍
と
し
て
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 
 

と
す
れ
ば
、
序
文
中
の 

「
兼
行
其
事
臭
」
が
問
題
と
な
る
が
、
宣
長
は
、
そ
れ
に 
 

ミ 
 

注
し
て 
 

ハ
タ
オ
コ
ナ 
 

撰
録
の
事
果
し
行
は
れ
ず
し
て
、
討
薮
あ
り
し
帝
紀
旧
辞
は
、
い
た
づ
ら
に 
 

阿
礼
が
口
に
の
こ
れ
り
し
な
り
。 
 

と
記
す
。 
 
 

こ
う
し
て
、
宣
長
の
『
古
事
記
』
成
立
論
は
、
天
武
朝
に
、
そ
れ
以
前
の
諸
資 
 

料
を
基
と
し
た 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

が
存
在
し
、
「
語
を
重
み
し
た
ま
ふ
が
故
」 

に 
 

稗
田
阿
礼
に
講
習
（
晴
雨
） 

を
命
じ
、
そ
の
阿
礼
が
語
り
伝
え
た 

「
帝
紀
」 

「
旧 
 

辞
」
を
安
万
侶
が
横
線
し
た
も
の
が
『
古
事
記
』
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し 
 

か
し
な
が
ら
、
こ
う
捉
え
て
、
宣
長
に
は
、
自
身
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
天
武
が
命
じ
た 

「
撰
録
」 

「
討
震
」 

の
、
「
撰
録
」 
 

此
旧
辞
を
諷
諦
坐
て
、
其
を
阿
礼
に
聴
取
し
め
て
、
諷
諦
坐
大
御
言
の
ま
 ゝ
 

ヨ
ミ 
 

を
、
論
う
つ
し
習
は
し
め
賜
へ
る
に
も
あ
る
べ
し
。 
 

の
発
言
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
宣
長
の
一
案
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即 
 

ち
、
宣
長
は
、
序
文
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い 

「
討
寮
」 

の
こ
と
を
、
天
武
の
事
業 
 

と
考
え
、
他
に
例
の
少
な
い 

「
勅
語
」 

は
そ
れ
を
口
授
し
た
こ
と
な
の
だ
と
推
測 
 

し
た
の
で
あ
る
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
勅
語
」 

を
右
の
よ
う
に
解
釈
し
え
る
か
は
問
題
で
あ
る
。 
 

宣
長
自
身
、
「
勅
静
阿
礼
」 

に 
 

ノ
ラ 
 

ッ
カ
サ
ビ
ト 
 

ツ
ク 
 

勅
語
は
、
天
皇
の
大
御
口
づ
か
ら
詔
ひ
属
る
な
り 

【
有
司
を
し
て
伝
へ
宣
し 
 

め
、
又
は
書
に
か
け
る
な
ど
を
も
、
た
ゞ
勅
と
は
い
へ
ど
も
、
そ
は
勅
語
と 
 

は
い
は
ず
】 
 

と
注
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
な
が
ら
、
先
の
如
き
解
釈
を
示
し
た
の 
 

は
、
宣
長
の
理
解
に
揺
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
 
 

こ
の
宣
長
説
を
批
判
し
っ
つ
、
近
代
の 

「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
論
に
新
た
な
展
開 
 

（
3
） 
 

を
導
い
た
の
は
、
津
田
左
右
吉
で
あ
る
。
津
田
は
舌
鋒
鋭
く
宣
長
を
批
判
す
る
。 
 

津
田
の
宣
長
へ
の
直
接
的
な
批
判
は
、
次
の
六
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
 

① 

宣
長
は
、
歌
や
祝
詞
以
外
は
、
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
そ 
 

の
論
拠
は
な
い
。 
 

②
宣
長
は
、
旧
辞
の
辞
を
こ
と
ば
の
意
味
に
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な 
 

ら
帝
紀
は
こ
と
ば
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
か
。 
 
 

は
安
万
侶
の
業
績
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
討
顧
」 

の
こ
と
は
い
っ
こ 
 

う
に
見
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
来
か
ら
議
論
を
呼
ん
で
い
る
、
宣
長
の 
 

コ
コ 

又
此
に
し
も
か
く
勅
語
の
と
あ
る
を
以
思
へ
ば 
 

ノ 
 

ツ
ケ 

事
を
詔
ひ
属
し
の
み
に
は
あ
ら
ず
て
、
彼
天
皇 
 

ヨ 

ミ 
 

シ 
 
 
 

ソ 
 

キ
キ
ト
ラ 
 

テ   
ノ  

ノ
タ
ダ
ノ 

も
と
此
勅
語
は
、
唯
に
此 
 

【
天
武
】 

の
大
御
口
づ
か
ら
、 
 

ヨ 

ミ 
 

ス 
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③ 

「
未
行
其
事
臭
」 

の 

「
其
事
」 

は
、
「
撰
録
帝
紀
、
討
覇
旧
辞
、
削
偽 
 

定
実
」
を
さ
す
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
宣
長
説
に
よ
れ
ば
、
天
武
朝
に
其 
 

の
事
は
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
矛
盾
が
生
じ
る
。 
 

④ 

そ
の
上
、
元
明
朝
に 

「
旧
辞
之
誤
件
」 

「
先
紀
之
誤
錯
」 

と
記
し
て
い 
 

る
こ
と
に
も
矛
盾
す
る
。 
 

⑤ 

天
武
天
皇
が
正
説
を
定
め
た
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
が
序
文
に
記
さ
れ 
 

て
も
い
い
は
ず
な
の
に
そ
の
記
載
は
ま
っ
た
く
な
い
。 
 
 

⑥ 

既
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
時
代
に
、
わ
ざ
わ
ざ
暗
諦
と
い
う
不
確
か 
 

な
方
法
を
と
る
は
ず
が
な
い
。 
 
 

こ
の
津
田
の
宣
長
批
判
は
、
必
ず
し
も
的
を
射
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
⑥ 
 

に
つ
い
て
い
え
ば
、
阿
礼
の 

「
講
習
」 

を
め
ぐ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
暗
論
説
と
訓
読 
 

説
が
行
わ
れ
、
訓
読
説
か
ら
暗
論
説
へ
の
批
判
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
議
論 
 

で
あ
る
が
、
宣
長
は
、
暗
諦
の
理
由
と
し
て 

「
語
を
重
み
し
た
ま
ふ
が
故
」 

と
記 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
暗
踊
と
い
う
不
確
か
な
方
法
を
と
る
理
由 
 

は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
②
も
こ
れ
と
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
宣
長
は
カ
タ 
 

リ
と
い
う
方
法
を
重
視
し
、
阿
礼
の 

「
講
習
」 

し
た
旧
辞
の 

「
辞
」 

が
カ
タ
リ
の 
 

こ
と
ば
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
①
は
、
『
古
事
記
伝
』
の 

「
文
体 
 

の
こ
と
」 

に
あ
る
宣
長
の
記
述
に
対
す
る
津
田
の
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
宣
長 
 

の
記
述
は
、 
 

中
国
か
ら
漢
字
・
漢
文
を
学
び
、
当
初
は
や
ま
と
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
記
録 
 

し
が
た
い
ま
ま
に
、
漢
文
の
終
に
従
っ
て
文
章
を
綴
っ
て
き
た
古
代
の
文
字 
 

史
な
い
し
文
章
史
を
、
宣
長
は
、
か
な
り
正
確
に
思
い
描
い
て
い
た
と
言
っ 
 

（
4
） 
 

て
よ
い
だ
ろ
う
。 
 

と
い
う
稲
岡
耕
二
の
批
評
は
別
に
し
て
も
、
「
言
に
文
を
な
し
て
、
腰
く
つ
ゞ
」 
 

る
た
め
の
表
記
法
と
し
て
、
歌
・
祝
詞
と
同
様
な
書
式
を
と
っ
た
と
い
う
『
古
事 
 

記
』
表
記
法
の
独
自
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
批
判
足
り
え
て 
 

い
な
い
。
結
局
、
問
題
と
し
て
の
こ
る
の
は
、
③
④
⑤
で
あ
ろ
う
。 
 
 

そ
れ
で
は
、
津
田
自
身
は 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の 
 

で
あ
ろ
う
か
。
津
田
も
、
宣
長
同
様
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

は
書
籍
と
し
て
存
在
し 
 

た
も
の
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
宣
長
に
お
い
て
両
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
必
ず
し 
 

も
明
確
に
は
示
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
津
田
は
、
欽
明
朝
に
成
立
し
た
も
の 
 

と
考
え
、
そ
れ
が
、
諸
家
に
伝
来
し
て
異
本
を
生
じ
、
宮
廷
に
お
い
て
も
異
伝
を 
 

生
じ
た
の
が
、
「
諸
家
之
所
費
帝
紀
及
旧
辞
」 

で
あ
り
、
稗
田
阿
礼
の 

「
講
習
」
は
、 
 

そ
の
諸
本
の
中
の
一
本
に
つ
い
て
訓
読
し
た
の
で
あ
り
、
安
万
侶
の
撰
録
は
、
そ 
 

の 

「
帝
皇
日
継
」 

と 

「
先
代
旧
辞
」 

を
一
遍
の 

『
古
事
記
』
に
ま
と
め
る
こ
と
で 
 

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
津
田
の
見
解
は
、
そ
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
種
々
の 
 

批
判
・
訂
正
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
骨
子
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
も
、 
 

ほ
ぼ
通
説
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
い
え
る
の
で
あ
る
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
津
田
の
こ
の
見
解
に
は
、
基
本
的
な
疑
問
が
存
す
る
。
津
田 
 

の
宣
長
批
判
の
③
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
津
田
説
で
は 

「
討
顧
」 
 

は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
津
田
に
よ
れ
ば
、
阿
礼
が
諦
習
し 
 

た
の
は
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の
一
本
で
あ
る
か
ら
、
「
諦
習
」 

以
前
に 

「
討
覇
」 
 

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
安
万
侶
の 

「
撰
録
」
は 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

を
一 
 

本
に
す
る
作
業
で
あ
り
、
津
田
自
身
が
安
万
侶
に
よ
る 

「
討
覇
」 

を
否
定
し
て
い 
 

る
。
即
ち
、
津
田
説
で
は 

「
討
震
」 

の
こ
と
が
い
っ
こ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い 
 

の
で
あ
る
。 
 
 

④
の
宣
長
批
判
も
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
津
田
が
指
摘
し
た
矛
盾
は
、 
 

津
田
の
よ
う
に
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の
異
本
が
数
種
類
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
解
釈 
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可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
時
点
で
「
討
覇
」 
 

の
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
阿
礼
が 

「
講
習
」 

し
た
一
本 
 

は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
権
威
あ
る
も
の
と
な
っ
た
の
か
が
不
明
で
あ
り
、 
 

③
の 

「
討
顧
」 

の
問
題
は
、
津
田
自
身
に
は
ね
か
え
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
 

そ
の
意
味
で
は
、
⑤
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
、
天
武
自
身
が
正
説
を 
 

定
め
た
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
を
序
文
が
記
さ
な
い
は
ず
は
な
い
と
思
う
。 
 

し
か
し
な
が
ら
、
同
様
に
、
正
本
一
本
を
定
め
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
序
文 
 

に
は
一
切
触
れ
ら
れ
な
い
。
事
情
が
津
田
の
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
、 
 

誰
が
、
何
時
定
め
た
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
な
の
で
あ
る
。 
 
 

現
在
の
い
わ
ゆ
る
暗
補
説
と
訓
読
説
の
問
題
点
が
、
こ
の
、
宣
長
の
見
解
と
、 
 

津
田
の
宣
長
へ
の
批
判
、
そ
し
て
津
田
の
見
解
に
端
的
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き 
 

る
。
稗
田
阿
礼
の 

「
講
習
」 

に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
津
田
の
い
う
訓
読
説
が
有
力
で 
 

あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
暗
諭
」 

説
も
命
脈
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現 
 

状
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
天
武
朝
に 
 

「
討
顧
」 

を
経
た 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

が
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
は 
 

か
わ
り
が
な
い
。
即
ち
、
津
田
の
③
④
⑤
の
批
判
は
、
宣
長
説
に
対
す
る
ば
か
り 
 

で
は
な
く
、
現
在
の
、
多
く
の
い
わ
ゆ
る
暗
論
説
・
訓
読
説
双
方
に
対
す
る
批
判 
 

と
し
て
有
効
な
の
で
あ
る
。 
 
 

『
古
事
記
』
序
文
で
は
、
安
万
侶
に
よ
る 

「
撰
録
」 

の
こ
と
を
記
し
な
が
ら
も
、 
 

そ
の
ど
こ
に
も
、
実
際
に 

「
討
顧
」 

が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。
宣
長
説 
 

と
津
田
説
を
検
討
し
て
得
ら
れ
る
の
は
、
こ
の 

「
討
覇
」 

の
こ
と
を
、
宣
長
・
津 
 

田
の
両
者
と
も
に
解
釈
し
え
て
い
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
在
の
諸
説
も
解
釈 
 

（
5
） 
 

し
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
島
意
之
が
提
唱
し
た
『
原
古
事
記
』
を 
 

想
定
す
る
場
合
は
、
当
然 

「
討
賓
」 

は
よ
り
重
み
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ね
ば 
 

な
る
ま
い
。
「
討
粟
」 

の
説
明
が
な
い
こ
と
は
致
命
的
で
あ
る
。 
 
 

筆
者
は
、
「
講
習
」 

の
語
義
を
検
討
し
、
そ
れ
は
繰
り
返
し 

「
諦
」
す
る
こ
と 
 

に
よ
っ
て
暗
諦
に
至
る
も
の
で
あ
る
が
、
阿
礼
の 

「
諦
習
」 

と
は
、
そ
う
し
た
行 
 

為
を
通
し
て
、
「
帝
皇
日
継
」 

と 

「
先
代
旧
辞
」
を
カ
タ
リ
の
世
界
に
置
く
こ
と 
 

に
よ
っ
て
、
カ
タ
リ
モ
ノ
と
し
て
の 

「
旧
辞
」
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
説 
 

（
6
） 
 

い
た
。
「
討
賓
」
は
阿
礼
の 

「
講
習
」 

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
 
 

こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
当
然
『
古
事
記
』
の
序 
 

文
の
ヨ
ミ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
別
稿
で
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら 
 

こ
の
点
の
吟
味
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
論
じ
る
の
は
、
そ
の
検
証
で
あ 
 

る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
稗
田
阿
礼
が 

「
諦
習
」
し
た 

「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代 
 

旧
辞
」
を
問
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
『
古
事
記
』
成
立
の
事
情
も
見 
 

え
て
く
る
も
の
と
思
う
。 
 

三
、
序
文
の
ヨ
ミ 
 

改
め
て
、
『
古
事
記
』
序
文
か
ら
必
要
な
部
分
の
み
を
本
文
で
抜
粋
す
れ
ば
左 
 

の
通
り
で
あ
る
。 
 
 

A
、
諸
家
之
所
費
矧
矧
及
副
矧
、
既
達
正
美
、
多
加
虚
偽 
 
 

B
、
故
惟
撰
録
矧
矧
、
討
覇
凧
矧
、
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉 
 

C
、
時
有
舎
人
、
姓
稗
田
、
名
阿
礼
、
年
足
二
十
八
、
為
人
聡
明
、
度
目
諦 
 

口
、
払
耳
勒
心
。 
 

D
、
即
勅
語
阿
礼
、
令
諦
習
帝
皇
日
継
及
先
代
旧
辞 
 

E
、
然
運
移
世
異
、
兼
行
其
事
央 
 

F
、
於
焉
惜
脚
矧
之
誤
件
、
正
矧
矧
之
謬
錯 
 

G
、
詔
臣
安
万
侶
撰
録
稗
田
阿
礼
所
論
之
勅
語
旧
辞 
 
 

4  
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『
古
事
記
』
序
文
の
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
と
い
う
『
古
事
記
開
題
』 

（
菅
野 
 

（
7
） 
 

雅
雄
の
指
摘
に
よ
る
）
が
、 
 

帝
紀
卜
云
モ
先
紀
卜
云
モ
帝
王
日
継
卜
云
モ
同
シ
事
二
テ
、
御
代
く
ノ
御 
 

記
録
ノ
事
、
又
、
旧
辞
ト
モ
本
辞
卜
云
モ
又
同
シ
上
代
ノ
古
語
也
。 
 

と
記
し
て
以
来
、
「
帝
紀
」 

（
A
、
B
）
＝
「
帝
皇
日
継
」 

（
D
）
＝
「
先
紀
」 

（
F
）
、 
 

「
本
辞
」 

（
A
）
＝
「
旧
辞
」 

（
B
、
F
、
G
）
＝
「
先
代
旧
辞
」 

（
D
） 

と
い
う 
 

図
式
が
描
か
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
揺
る
ぎ
な
い
通
説
と
し
て
至
っ
て
い 
 

る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
山
田
孝
雄
は
、 
 

か
や
う
に
同
じ
事
実
を
何
ケ
所
に
も
か
く
時
に
、
場
所
に
よ
つ
て
同
じ
形
に 
 

な
る
の
を
避
け
る
の
は
、
漢
文
の
平
板
を
避
け
る
所
謂
避
板
の
法
で
あ
る
。 
 

（
8
） 
 

…
…
中
略
…
…
文
字
が
違
ふ
か
ら
、
中
身
が
達
ふ
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。 
 

と
論
理
的
裏
付
け
を
し
た
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
通
説
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
異
論
が 
 

提
出
さ
れ
続
け
て
い
る
。
は
や
く
、
吉
岡
徳
明
『
古
事
記
伝
略
』
は
、 
 

此
序
の
帝
紀
と
、
書
紀
の
天
皇
記
と
、
同
じ
き
事
は
論
な
き
も
の
か
ら
、
此 
 

ア
ラ
ジ 
 

帝
紀
と
、
下
文
の
帝
皇
日
継
と
を
、
全
く
同
じ
と
云
れ
た
る
は
、
非
と
思
は 
 

る
。
其
所
以
は
、
帝
紀
も
帝
皇
日
継
も
、
同
じ
く
御
代
く
の
、
天
津
日
嗣 
 

を
、
記
し
奉
れ
る
書
に
は
あ
れ
ど
、
帝
紀
天
皇
記
な
ど
云
は
、
御
代
ノ
～
天 
 

皇
の
御
伝
記
に
し
て 

【
支
那
の
国
史
に
、
謂
ゆ
る
本
紀
と
云
も
の
ゝ
如
し
】 
 

帝
皇
日
継
と
云
は
、
唯
其
御
世
継
の
、
御
名
の
み
序
列
て
、
御
伝
を
記
さ
 ゞ
 

る
、
御
系
図
な
る
べ
く
恩
は
る
↓
な
り
。
…
…
中
略
…
…
然
れ
ば
旧
辞
と
は
、 
 

凡
て
上
古
の
物
語
に
て
、
【
書
紀
に
謂
ゆ
る
、
上
古
の
諸
事
な
る
が
】
本
辞 
 

ム
ネ 
 

も
其
中
の
一
部
分
に
は
あ
れ
ど
、
本
辞
と
は
、
主
と
天
皇
臣
民
国
土
等
の
、 
 

本
源
の
縁
起
を
説
る
も
の
な
り
。 
 

祖
等
之
騰
極
次
第
）
。
礼
な
り
。
古
に
は
日
嗣
と
云
ふ
な
り 

（
古
云
日
嗣
也
）
。 
 

の
記
事
が
あ
り
、
「
日
嗣
」 

が 

「
皇
祖
等
之
騰
極
次
第
」 

で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は 
 

代
々
の
天
皇
が
即
位
し
た
次
第
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
「
帝
紀
」 

と 

「
帝
王 
 

（
1
2
） 
 

（
1
1
） 
 

日
嗣
」 

は
同
一
の
も
の
と
み
な
し
う
る
と
す
る
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
の
見
解
が 
 

出
る
に
及
ん
で
、
吉
岡
の
説
は
ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ 
 

る
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
武
田
・
倉
野
ら
の
論
は
、
「
帝
皇
日
継
」 

が
天
皇
即
位
の
次 
 

第
を
含
み
う
る
こ
と
は
論
証
し
え
て
い
る
が
、
「
帝
紀
」 

が
系
譜
を
含
み
う
る
こ 
 

と
の
論
証
は
ま
っ
た
く
な
い
。
矢
嶋
泉
は
、 
 

語
義
の
面
か
ら
見
て
、
和
語
コ
ト 

（
言
） 

に
対
応
す
る 

「
辞
」 

を
核
と
す
る 
 

「
旧
辞
」 

「
先
代
旧
辞
」 

や 

「
本
辞
」 

が
物
語
的
要
素
と
関
係
を
も
つ
こ
と 
 

は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
漢
語
「
紀
」 

を
核
と
す
る 

「
帝
紀
」 
 
 

と
記
す
。
た
だ
、
吉
岡
が 

「
旧
辞
」 

「
本
紀
」 

が
相
違
す
る
論
拠
と
し
て
あ
げ
た 
 

の
は
「
卜
部
家
の
あ
る
秘
書
」 

で
あ
り
、
こ
れ
が
天
長
七
8
3
0
年
成
立
の
『
新
撰
亀 
 

（
9
） 
 

相
記
』 

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
到
底
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 
 
 

吉
岡
の
論
は
、
「
卜
部
家
の
秘
書
」 

な
る
も
の
を
持
ち
出
し
た
時
点
で
、
そ
の 
 

論
自
体
の
信
憑
性
を
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
帝
紀
」 

と 

「
帝
皇
日
継
」 
 

と
の
関
係
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
吉
岡
の
説
く
と
お
り
、
「
帝
紀
」 
 

と
は
、
中
国
歴
史
書
が
冒
頭
に
置
く
帝
王
の
伝
記
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
帝 
 

紀
」 

を 

「
御
代
く
天
皇
の
御
伝
記
」 

と
解
釈
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
で 
 

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
帝
皇
目
継
」 

の 

「
日
継
」 

は
、
一
般
的
な
用
字
法
と 
 

し
て
は
、
天
皇
の
位
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
吉
岡
の
論
は 
 

十
分
に
成
り
立
ち
う
る
。
た
だ
し
、
持
統
紀
二
年
十
一
月
十
一
日
粂
に 
 

す
め
み
お
や
た
ち 

と
う
き
ょ
く 
 

つ
い
で 
 

し
の
ひ
こ
と
た
て
ま
つ 
 

直
広
韓
当
麻
真
人
智
徳
、
皇
祖
等
の
騰
極
の
次
第
を 

奉 

謙 

る 

（
奉
諌
皇 
 

（
1
0
） 
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（
1
3
） 
 

「
先
紀
」 

は
簡
単
に
は
系
譜
的
要
素
と
結
び
つ
か
な
い
。 
 

と
記
し
、
紀
年
の
意
で
あ
る
漢
語
「
紀
」
と
和
語
「
日
継
」 

の 

「
異
質
性
は
甚
だ 
 

し
い
」
と
説
き
、
「
帝
紀
」 

「
帝
皇
日
継
」
を
同
一
の
も
の
と
す
る
の
は
、
「
帝
紀
」 
 
 

「
帝
皇
日
継
」 

「
先
紀
」
、
「
本
辞
」 

「
旧
辞
」 

「
先
代
旧
辞
」
を
同
一
内
容
の
言
い 
 

換
え
と
捉
え
て
き
た
従
来
の
伝
統
的
な
解
釈
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
慎
重
な 
 

検
討
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。 
 
 

こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
を
概
観
す
る
と
き
、
語
義
の
検
証
や
外
部
的
な
資
料 
 

の
検
討
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
古
事
記
』
序
文
の
ヨ
ミ
に
即 
 

し
て
検
証
し
た
見
解
が
は
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。
な
ぜ
、
帝 
 

紀
」
「
帝
皇
日
継
」
「
先
紀
」
は
同
一
で
あ
り
え
、
「
本
辞
」 

「
旧
辞
」
「
先
代
旧
辞
」 
 

は
同
一
で
あ
り
え
る
の
か
。
山
田
孝
雄
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
相
違
を
避
板
法
と
記 
 

し
た
の
は
一
つ
の
解
決
策
で
あ
っ
た
が
、
文
脈
に
即
し
て
理
解
し
た
時
、
そ
の
よ 
 

う
な
方
法
で
解
釈
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
 
 

今
、
文
脈
に
即
し
て
、
検
討
を
加
え
れ
ば
、
F
の 

「
旧
辞
」
と
G
の 

「
旧
辞
」 
 

は
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
元
明
朝
に
お
い
て
、
唯 
 

一
正
伝
と
認
め
ら
れ
た
の
は
「
勅
語
旧
辞
」
で
あ
り
、
F
の
「
旧
辞
」
「
先
紀
」 
 

は
、
「
誤
件
」 

「
謬
錯
」
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
た
だ
す 
 

た
め
、
元
明
は
、
太
安
万
侶
に
そ
の
「
勅
語
旧
辞
」 

の 

「
撰
録
」
を
命
じ
た
の
で 
 

あ
る
。
さ
ら
に
、
「
勅
語
旧
辞
」
は
、
天
武
が
阿
礼
に
講
習
す
る
こ
と
を
命
じ
た 
 

「
帝
皇
日
継
及
先
代
旧
辞
」 

（
D
）
を
も
と
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
が
、
F
の 

「
先 
 

紀
」 

「
旧
辞
」
と
相
違
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。 
 
 

A
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」
と
B
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の
関
係
は
次
の
よ
う
な
も 
 

の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
A
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」
は
、
諸
家
の 
 

「
費
」
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
既
達
正
賓
、
多
加
虚
偽
」
と
い
う
状
態
で 
 

あ
っ
た
。
B
は
、
こ
の
諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」
を 

「
討
顧
」 

「
撰
録
」
す
る
と 
 

い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

が 

「
既
達
正
賓
、
多
加 
 

虚
偽
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
が
故
に
、
規
範
と
な
る
べ
き 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
を 
 
 

「
討
賓
」 

「
撰
録
」
す
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 
 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

を 

「
既
達
正
賓
、
多
加
虚
偽
」 

と
判
断
す
る
に
は
そ
れ
な 
 

り
の
根
拠
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
天
武
朝
に
は
、
そ
れ
な
り
の 
 

正
伝
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
天
武
朝
に
は
、
天 
 

武
九
（
天
武
紀
十
）
年
三
月
十
七
日
に
「
記
定
」
さ
れ
た
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 
 

が
あ
っ
た
。
こ
の 

「
記
定
」
さ
れ
た
帝
紀
が
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
と
密
接
に
関 
 

（
1
4
） 
 

係
す
る
こ
と
は
別
稿
で
述
べ
た
。
天
武
朝
に
は
権
威
あ
る 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 
 

が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

が
幽
鯖
を
き
た
し
て 
 

い
る
と
い
う
の
が
、
A
の
文
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
（
こ
の
点
後 
 

述
）
。
B
は
、
「
記
定
」
さ
れ
た 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

を
も
と
に
諸
家
の 

「
費
」 
 

る
「
帝
紀
」
と
「
本
辞
」
を
「
討
覇
」
し
、
正
し
い 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
を
「
撰
録
」 
 

せ
よ
と
の
勅
命
で
あ
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
 

こ
う
し
て
、
A
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」
は
諸
家
に
伝
え
ら
れ
た
具
体
的
な
伝
え 
 

で
あ
る
。
B
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

は
、
あ
る
べ
き
正
し
い
伝
え
で
あ
る
。
諸
家 
 

の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

の
誤
り
を
た
だ
す
た
め
、
「
討
覇
」 

「
撰
録
」
す
る
と
い
う 
 

天
武
の
意
志
に
よ
っ
て
、
稗
田
阿
礼
が 

「
講
習
」
し
た
の
が
「
帝
皇
日
継
」 

「
先 
 

代
旧
辞
」 

で
あ
る
。
序
文
は
、
率
直
に
よ
め
ば
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。 
 
 

こ
の
よ
う
に
よ
ん
で
、
は
じ
め
て
、
E
の 

「
然
蓮
移
世
異
、
兼
行
其
辛
夷
」 

の 
 

一
文
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の 

「
其
事
」 

に
本
居
宣
長
は
、
前
述
し 
 

た
よ
う
に
、
「
討
薮
あ
り
し
帝
紀
旧
辞
は
、
い
た
づ
ら
に
阿
礼
が
ロ
に
の
こ
」 

り
、 
 

「
撰
録
の
事
果
た
し
行
は
れ
ず
し
て
」
あ
っ
た
と
説
く
。
天
武
朝
に
「
討
窮
」 

の 
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こ
と
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
、
現
在
で
も
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
。 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
津
田
左
右
吉
の
批
判
が
あ
る
が
、
津
田
説
も
ま
た
問
題
を
解
決 
 

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
倉
野
憲
司
は
、
津
田
説
に
依
拠
し
っ
つ
、
阿
礼
が 
 
 

「
講
習
」 

し
た
の
が 

「
帝
皇
日
継
」 

「
先
代
旧
辞
」 

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
権 
 

威
あ
る
一
本
を
天
武
が
策
定
し
た
と
し
て 

「
こ
れ
こ
そ
正
旨
の
保
存
さ
れ
て
ゐ
る 
 

（
1
5
） 
 

も
の
」 

と
論
じ
た
の
は
、
従
来
の
諸
説
が
も
つ
問
題
点
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の 
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
論
じ
て
も 

「
兼
行
其
事
臭
」 

を
説
明
し
え
て 
 

は
い
な
い
し
、
い
つ 

「
討
覇
」 

が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
説
明
し
え
な
い
点
に
お 
 

い
て
は
同
断
で
あ
る
。 
 
 

そ
も
そ
も
、
津
田
が 

「
其
事
」 

の
内
容
と
し
て
、
「
撰
錬
帝
紀
、
討
震
旧
辞
、 
 

削
偽
定
実
」 

を
考
え
た
の
は
、
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
E
の
文
の 
 

「
欲
流
後
葉
」 

の 

「
欲
」 

の
字
を
め
ぐ
っ
て
は
、
宣
長
以
来
、
そ
の
位
置
に
つ
い 
 

て
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
矢
島
泉
は
、
「
欲
」 

は 

「
流
後
葉
」 

の
み
を
さ
す
天 
 

武
の
意
図
で
あ
る
と
し
て
、
「
討
顧
」 

「
撰
録
」 

の
こ
と
は
既
に
達
成
さ
れ
て
い
た 
 

（
1
6
） 
 

と
す
る
新
解
釈
を
示
し
た
が
、
こ
の
一
文
は 
 

銅
皿
緋
銅
×
…
…
緋
絹 
 

の
如
き
構
文
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
」 

た 
 

結
果
を 

「
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」 

い
う
の
が
天
武
の
意
志
で
あ
っ
た
み
る
べ
き 
 

（
1
7
） 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の 

「
討
覇
」 

「
撰
録
」 

が
あ 
 

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
其
事
」 

と
は
、
直
接
的
に
は 

「
削
偽
定
実
、
欲 
 

流
後
葉
」 

で
あ
り
、
そ
れ
が 

「
未
行
」 

と
あ
る
以
上
、
「
討
覇
」 

も 

「
撰
録
」 

も 
 

行
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
元
明
朝
に
あ
っ
て
も
、
「
旧
辞
之
誤
件
」 

「
先
紀
之
謬
錯
」 

（
F
） 
 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
天
武
朝
の
諸
家
の 

「
帝 
 

紀
」 

「
本
辞
」 

が 

「
既
達
正
実
、
多
加
虚
偽
」 

と
い
う
状
況
は
、
い
っ
こ
う
に
改 
 

ま
ら
ず
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」 

と 
 

い
う
天
武
の
意
図
は
、
元
明
朝
に
あ
っ
て
も 

「
未
行
其
事
臭
」 

と
い
う
状
態
で
あ 
 

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。 
 
 

天
武
朝
に 

「
討
薮
」 

を
経
た 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
が
存
在
し
た
と
い
う
見
解
は
、 
 

ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
序
文
に
よ
る
限
り
、
そ
う
し
た
徴
証 
 

は
一
切
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
諦
習
」 

を
カ
タ 
 

リ
の
た
め
の
暗
諭
と
捉
え
て
も
、
訓
読
の
た
め
の
行
為
と
捉
え
て
も
、
天
武
朝
に 
 

そ
れ
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
思
い
こ
み
に
よ
る
憶
説
に
す
ぎ
な
い
。
ま 
 

し
て
、
『
原
古
事
記
』
な
る
も
の
が
存
在
し
た
徴
証
な
ど
は
み
じ
ん
も
な
い
。
E
、 
 

F
に
よ
る
限
り
、
す
く
な
く
と
も
、
権
威
あ
る 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
が
世
上
に
流 
 

布
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 
 
 

繰
り
返
す
が
、
唯
一
、
元
明
が
正
説
と
認
め
た
の
が 

「
勅
語
旧
辞
」 

で
あ
る
。 
 

こ
れ
が
、
「
勅
語
阿
礼
、
令
諦
習
帝
皇
日
継
及
先
代
旧
辞
」 

と
あ
る
も
の
で
あ
る 
 

こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
従
来
、
他
の
部
分
が
、
「
帝
紀
及
本
辞
」 

な
ど
と
対
に
な 
 

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
だ
け
が 

「
勅
語
旧
辞
」
と
あ
り
、
「
勅
語
」
は 

「
帝 
 

紀
」 

の
誤
り
で
あ
る
と
か
、
「
旧
辞
」 

で 

「
帝
紀
」 

を
含
め
て
い
る
な
ど
の
見
解 
 

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
憶
説
に
す
ぎ
な
い
。
序
文
を
率
直
に
読
む 
 

限
り
、
阿
礼
が 

「
講
習
」 

し
た 

「
帝
皇
之
日
継
及
先
代
之
旧
辞
」 

は
、
元
明
朝
に 
 

は 

「
旧
辞
」 

と
し
て
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
阿
礼
の 

「
諦
習
」 

は
、
「
帝 
 

皇
日
継
」 

と 

「
先
代
旧
辞
」 

と
二
つ
の
概
念
で
表
記
さ
れ
る
も
の
を
、
「
旧
辞
」 
 

と
い
う
一
つ
の
も
の
に
ま
と
め
上
げ
る
創
造
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 

そ
れ
は
、
菅
野
雅
雄
が
、 
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さ
ら
に 

「
勅
語
旧
辞
」 

の 

「
勅
語
」 

が
、
序
第
二
段
未
の 

「
す
な
は
ち
、
阿 
 

礼
に
勅
語
し
て
帝
皇
日
継
及
び
先
代
旧
辞
を
論
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
」 

の 
 

「
勅
語
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
帝
皇
日
継
・
先
代
旧
辞
」 
 

は
共
に 

「
勅
語
旧
辞
」 

の 

「
旧
辞
」 

の
中
に
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、 
 

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
『
記
』
の
筆
録
者
太
安
万
侶
は
、
筆
録
し
た
『
古
事 
 

記
』
の
本
文
内
容
を
一
括
し
て
「
旧
辞
」
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は 
 

な
か
ろ
う
か
。 
 

（
1
8
） 
 

と
説
く
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
阿
礼
の
創
造
的
な
「
諦
習
」
が
「
討
覇
」
そ 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
と
信
じ
る
理
由
の
一
つ
が
あ
る
。 
 
 

第
二
に
、
B
の 

「
撰
録
帝
紀
、
討
覇
旧
辞
、
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」
と
い
う 
 

天
武
の
詔
勅
に
続
い
て
、
C
の
阿
礼
の
紹
介
を
は
さ
ん
で
、
D
の
阿
礼
に
よ
る 
 

「
講
習
」 

の
こ
と
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
E
の 
 

「
未
行
其
事
臭
」 

の 

「
其
事
」
は
天
武
の 

「
撰
録
帝
紀
、
討
顧
旧
辞
、
削
偽
定 
 

実
、
欲
流
後
葉
」 

こ
と
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
C
、
D
は
疑
い
も
な
く 
 

「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」
に
関
係
し
て
い
る
。
B
、
E
に
は
さ
ま
れ
た
位
置
に
、 
 

そ
の
こ
と
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
C
、
D
が
記
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。 
 

阿
礼
の 

「
講
習
」
は
、
「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」 

の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ 
 

の
手
段
は
、
「
撰
録
」 

「
討
覇
」 

で
あ
る
。
「
撰
録
」
は
後
世
安
万
侶
に
よ
っ
て
な 
 

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
「
討
覇
」 

の
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。 
 
 

従
来
の
諸
説
は
、
B
と
C
の
間
に
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の 

「
討
賓
」
を
考
え
た 
 

り
、
こ
こ
に
『
原
古
事
記
』 

の
編
纂
を
考
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
り
に
、 
 

そ
う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
天
武
の
意
志
に
基
づ
く
「
討
窮
」
を
記 
 

さ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
講
習
」
を
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
解 
 

釈
は
、
筆
者
に
は
あ
ま
り
に
無
理
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
 
 

『
古
事
記
』
序
文
を
文
脈
に
そ
っ
て
率
直
に
読
む
な
ら
、
前
述
の
よ
う
な
結
論 
 

に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
、
元
明
朝
の
世
上
に
は
、
誤
謬
に
満
ち
た
「
帝 
 

紀
」 

「
旧
辞
」
が
流
布
す
る
一
方
、
元
明
が
正
説
と
認
め
た
も
の
は
、
稗
田
阿
礼 
 

の 

「
講
習
」 

す
る 

「
旧
辞
」 

の
中
に
だ
け
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
 

そ
れ
は
、
阿
礼
の 

「
講
習
」
が 

「
勅
語
」 

に
よ
る
と
い
う
こ
と
と
密
着
す
る
。 
 
 

「
勅
語
」 

の
解
釈
が
宣
長
に
お
い
て
揺
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
と
こ 
 

ろ
で
あ
る
が
、
西
候
勉
は
、
そ
の
用
例
を
検
討
し
て
的
確
な
解
釈
を
提
示
し
て
い 
 

（
1
9
） 
 る

。
西
傾
が
あ
げ
た
例
か
ら
一
例
を
と
れ
ば
、 
 

中
務
省
は
、
勅
語
を
宣
り
を
伝
ふ
る
こ
と
、
必
ず
信
有
る
べ
し
。
故
に
、
改 
 

（
2
0
） 
 

め
て
信
部
省
と
す
。 
 

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
八
月
二
十
五
日 
 

の
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
勅
語
」 

は
天
皇
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
で
あ 
 

り
、
そ
れ
を
忠
実
に
伝
え
る
の
が
中
務
省
で
あ
る
。
詔
勅
は
、
中
務
省
と
い
う
公 
 

的
な
機
関
を
経
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
勅
語
」 

は
、
そ
れ
以
前
の
天
皇 
 

の
こ
と
ば
そ
の
も
の
と
い
う
理
解
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
天
皇
の
大
御
口
づ 
 

つ
く 
 

か
ら
詔
ひ
属
る
な
り
」
と
い
う
宣
長
の
記
述
は
、
こ
の
事
情
を
的
確
に
指
摘
し
て 
 

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
勅
語
」 

は
、
西
傾
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、 
 

中
務
省
の
正
式
な
機
関
を
経
ず
に
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
の
国 
 

家
的
な
「
詔
」
や
「
勅
」 

に
対
し
て
は
、
公
的
な
ら
ざ
る
い
わ
ば
私
的
な
性 
 

格
を
帯
び
る 
 

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
時
有
舎
人
、
姓
稗
田
、
名
阿
礼
」 

の
一
節
と
不
可
分
の 
 

関
係
に
あ
る
。
即
ち
、
「
勅
語
」 

は 

「
舎
人
」 

で
あ
る
稗
田
阿
礼
に
発
せ
ら
れ
た
、 
 

正
式
な
機
関
を
経
な
い
、
天
武
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
「
勅
語
旧
辞
」 

は
、
宮 
 

廷
の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
、
阿
礼
に
よ
っ
て
「
講
習
」 

さ
れ
た
カ
タ
リ
で
あ
っ
た 
 

の
で
あ
る
。 
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以
上
の
考
察
を
経
て
、
『
古
事
記
』
成
立
の
部
分
の
序
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
左 
 

の
如
く
に
な
ろ
う
。
天
武
朝
に
は
、
諸
家
に 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

な
る
も
の
が
伝 
 

え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
「
既
達
正
実
、
多
加
虚
偽
」 

も
の
で
あ
っ
た
。
即 
 

ち
、
諸
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
家
の
歴
史
が
、
天
皇
家
の
そ
れ
と
矛
盾
を
抱
え
込
ん 
 

で
い
る
故
に
、
天
武
は
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

と
い
う
も
の
を
、
「
討
覇
」 

「
撰
録
」 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」 

と
い
う
意
志
を
も
っ
た
。
そ 
 

の
意
図
を
達
成
す
る 

「
討
覇
」 

の
た
め
に
、
ま
ず
稗
田
阿
礼
に 

「
帝
皇
日
継
」 

と 
 

「
先
代
旧
辞
」 

の
諦
習
を
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
舎
人
に
対
す
る 

「
勅 
 

語
」 

で
あ
っ
た
が
故
に
、
世
上
に
流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
「
未 
 

行
其
事
臭
」 

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
元
明
朝
ま
で
そ
う
し
た
状
態
は
続
い
た
が
、 
 

元
明
の
命
に
よ
っ
て
、
阿
礼
が 

「
諦
習
」 

し
て
き
た 

「
勅
語
旧
辞
」 

が 

「
撰
録
」 
 

さ
れ
、
『
古
事
記
』 

の
成
立
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
 

四
、
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
成
書
化
説
批
判 
 

『
古
事
記
』
序
文
を
、
そ
の
文
脈
に
そ
っ
て
率
直
に
よ
め
ば
前
節
の
如
き
解
釈 
 

に
行
き
着
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
従
来
の
諸
説
と
大
き
く
相
違
す
る
。
そ
れ 
 

は
、
「
帝
紀
」 

「
帝
皇
日
継
」 

「
先
紀
」 

と 

「
本
辞
」 

「
旧
辞
」 

「
先
代
旧
辞
」 

の 
 

捉
え
方
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。 
 
 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

理
解
で
、
そ
の
後
の
出
発
点
に
な
っ
た
の
が
、
「
帝
紀
」 
 

「
旧
辞
」 

を
成
幸
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
津
田
左
右
吉
の
見
解
で
あ
る
こ
と
は 
 

（
2
1
） 
 

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
津
田
の
論
は
、
「
帝
皇
日
継
」 

「
先
紀
」 
 

は 

「
帝
紀
」 

の
言
い
換
え
で
あ
り
、
「
本
辞
」 

「
先
代
旧
辞
」 

は 

「
旧
辞
」 

の
言
い 
 

換
え
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
見
解
を
無
批
判
に
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う 
 

し
た
意
味
で
、
津
田
の
論
は
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る 
 

を
え
な
い
。
津
田
に
よ
れ
ば
、
欽
明
朝
に
成
書
化
さ
れ
た 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
が 
 

諸
家
に
伝
来
す
る
間
に
、
大
き
く
故
意
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
帝
紀
」 
 

と
い
う
も
の
が
津
田
の
い
う
よ
う
に
天
皇
家
の
系
譜
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
諸 
 

家
に
そ
れ
が
伝
来
し
た
理
由
を
、
筆
者
は
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点 
 

に
関
し
て
、
武
田
祐
吉
は
、 
 

帝
紀
の
本
質
は
、
天
皇
騰
極
の
正
し
き
歴
史
を
伝
う
る
に
あ
り
…
…
中
略
… 
 

…
こ
れ
を
主
脈
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
皇
別
、
神
別
、
諸
蕃 
 

の
諸
氏
の
、
皇
統
と
の
御
歴
史
と
の
関
係
を
も
説
く
の
で
あ
る
。
…
…
中
略 
 

…
…
皇
統
を
中
心
と
し
て
各
氏
の
氏
族
志
た
る
性
質
は
、
こ
～
に
認
め
ら
れ 
 

（
2
2
） 
 

ね
ば
な
ら
な
い
。 
 

と
説
く
。
「
諸
家
之
所
費
帝
紀
」 

と
は
、
右
の
ご
と
く 

「
皇
統
と
の
御
歴
史
と
の 
 

関
係
を
」 

説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
考
え
が
た
い
。
武
田
の
見
解
は
是
認 
 

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
津
田
の
説
く
と
こ
ろ
で
は
皇
統
譜
全
体
に
及
ぶ
も
の
と 
 

な
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
な
ぜ
、
諸
家
に
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま 
 

た
、
も
し
津
田
の
説
く
如
き
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
、
権
威
あ
る
も
の
で 
 

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
故
意
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
事
は
、
到
底
あ
り
え 
 

ま
い
。
允
恭
紀
に
は
、 
 

ま
へ
つ
き
み
た
ち
も
も
の
つ
か
さ
た
ち
も
ろ
も
ろ
の
く
に
の
み
や
つ
こ
ら
お
の
お
の
ま
を 

み
か
ど 
 

群
卿
・
百 

棄 

と
諸
国
造
等
、
皆
各
言
さ
く
、
或
い
は
帝
皇
の 
 

あ
や 
 

み
あ
な
す
ゑ 
 

商
、
或
い
は
具
し
く
し
て
天
降
れ
り
と
い
へ
り
。
然
れ
ど
も
三
才
顕
れ
分 
 

こ
の
か
た 

は
ん
そ
く 
 

よ
ろ
づ
と
せ 
 

か
れ
て
よ
り
以
来
、
多
に
万
歳
を
経
た
り
。
是
を
以
ち
て
、
一
氏
蕃
息
し
て
、 
 

ま
こ
と 
 

よ
ろ
づ
の
か
ば
ね 
 

更
に
万
姓
と
為
り
、
其
の
実
を
知
り
難
し
。 
 

の
一
文
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
諸
氏
族
の
由
来
が
皇
統
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と 
 

い
う
意
味
に
お
い
て 

「
帝
紀
」 

と
記
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か 

（
こ
の
点
な
お 
 

後
述
）
。
即
ち
、
「
諸
家
之
所
費
帝
紀
」
と
は
、
自
家
の
始
祖
を
皇
統
譜
に
お
く
氏 
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族
の
系
譜
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
家
の
系
譜
・
伝
承
に
限
っ
た
断
片
的
な
も
の
で
あ 
 

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 
 

津
田
の
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

成
書
化
説
は
、
基
本
的
に
成
り
た
ち
が
た
い
も
の 
 

と
思
う
が
、
津
田
の
説
く
と
こ
ろ
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
実
は
、
津
田
が
そ
の
よ 
 

う
に
考
え
た
理
由
は
、
ほ
と
ん
ど
根
拠
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
、
そ
れ
と 
 

思
わ
れ
る
部
分
を
抜
粋
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 
 
 

⑦ 

と
こ
ろ
で
、
此
の
帝
紀
旧
辞
が
文
字
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は 
 

「
所
費
」 

と
い
ふ
語
か
ら
で
も
推
知
せ
ら
れ
る
。 
 
 

⑧ 

旧
辞
と
い
ふ
名
は
、
口
で
伝
諭
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
で
も
あ
る
か
の 
 

や
う
に
聞
こ
え
る
か
知
れ
ぬ
が
、
文
字
に
写
さ
れ
た
詞
革
ま
た
は
物
語 
 

を 

「
辞
」 

ま
た
は 

「
語
」 

と
称
す
る
こ
と
は
シ
ナ
の
書
籍
の
一
般
の
慣 
 

例
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
書
紀
で
も
、
安
康
紀
三
年
の
条
の
註
に 
 

あ
る 

「
辞
」
、
雄
略
紀
の
巻
首
の
註
、
同
紀
一
四
年
二
二
年
の
条
、
用 
 

明
紀
元
年
の
粂
な
ど
に
見
え
る 

「
静
」 

が
現
に
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
旧 
 

辞
の
名
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
文
字
に
写
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
る
こ 
 

と
は
で
き
な
い
。 
 
 

⑨ 

ま
た
旧
辞
の 

「
辞
」
が 

「
こ
と
ば
」
を
主
に
し
て
い
つ
て
ゐ
る
の
で
な 
 

い
こ
と
は
、
旧
辞
の
内
容
が
上
古
諸
事
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が 

「
辞
」 
 

と
い
ふ
文
字
を
用
ゐ
て
な
い
帝
紀
と
並
び
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
ま 
 

た
此
の
上
表
の
全
体
の
主
意
か
ら
見
て
明
か
で
あ
る
。 
 
 

⑩ 

既
に
文
字
が
用
ゐ
ら
れ
る
以
上
、
何
等
か
の
方
法
に
よ
っ
て
国
語
を
そ 
 

れ
で
写
さ
う
と
す
る
の
は
自
然
の
要
求
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国 
 

の
漢
字
の
用
法
は
、
も
と
百
済
人
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
其
の 
 

百
済
の
本
国
に
於
い
て
も
、
や
は
り
漢
字
で
百
済
語
、
少
く
と
も
百
済 
 

の
固
有
名
詞
、
を
写
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
方
法
も
お
の
づ 
 

か
ら
我
が
国
に
伝
へ
ら
れ
た
に
達
ひ
な
い
。 
 
 

ま
ず
、
⑦
に
関
し
て
し
て
い
え
ば
、
一
般
的
に 

「
諸
家
之
所
費
帝
紀
及
本
辞
」 
 

は
、
諸
家
が
持
ち
伝
え
て
来
た
の
意
に
解
さ
れ
る
。
そ
う
理
解
し
た
時
、
な
ぜ 
 

「
所
費
」
の
静
か
ら 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

が
文
字
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い 
 

え
る
の
か
、
津
田
の
発
言
は
、
筆
者
に
は
理
解
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た 

だ
し
、
平
田
俊
春
は
、
「
費 

が
持
参
し
た
と
い
う 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

を
、
仮
に
天
武
自
身
が
そ
れ
を
み
る
こ 
 

」
字
は
、
持
参
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
伝
来
す
る
の 
 

（
2
3
） 
 

意
は
ま
っ
た
く
な
い
と
捉
え
た
。
こ
の
平
田
説
を
受
け
て
、
西
條
勉
は
、
「
諸
家 
 

之
所
費
帝
紀
及
本
辞
」 

は
、
「
諸
家
が
宮
廷
に
持
参
し
た
帝
紀
・
旧
辞
」 

と
い
う 
 

（
初
） 
 

具
体
的
な
現
実
を
さ
す
の
だ
と
捉
え
る
。
こ
う
と
ら
え
れ
ば
、
津
田
の
論
は
成
立 
 

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
、
既
に
西
宮
一
民
が
指
摘
す
る
よ
う 
 

（
2
5
） 
 

に
、
そ
う
し
た
解
釈
は
、
「
朕
聞
」 

と
の
間
に
敵
齢
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

が
正
実
に
違
い
虚
偽
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
天
武
に
と
っ 
 

て
は
伝
聞
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
際
に
み
た
わ
け
で
は
な
い
。
諸
家 
 

と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
伝
聞
の
形
で
記
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も 
 

と
よ
り
、
文
字
の
解
釈
を
厳
密
に
行
う
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し 
 

か
し
、
そ
れ
は
、
中
国
の
用
法
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
は
な
い 
 

は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
の
ヨ
ミ
の
国
訪
問
諦
で
は
、
「
黄
泉
」 

の 
 

文
字
を
使
用
し
て
い
る
。
疑
い
も
な
く
、
「
黄
泉
」 

は
地
下
世
界
を
あ
ら
わ
す
。 
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
ヨ
ミ
の
国
を
地
下
世
界
と
す
る
こ
と
は
で 
 

（
2
6
） 
 

き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
で
あ
る
。 
 
 

⑧
に
関
し
て
い
え
ば
、
た
し
か
に
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
た
「
辞
」 

の
用
例
は
、 
 

文
字
に
記
さ
れ
た
こ
と
ば
を
指
す
場
合
が
多
い
が
、
「
辞
」 

は
、
必
ず
し
も
記
さ 
 

10   
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れ
た
こ
と
ば
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
口
頭
の
こ
と
ば
で
あ
っ 
 

た
こ
と
も
決
し
て
希
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
手
近
な
例
を
と
っ
て
も
、 
 

『
文
選
』
東
都
賦
の 

「
善
子
曾
不
是
暗
」 

に
付
さ
れ
た
李
善
注
に 

「
鄭
玄
日
、
吾 
 

子
、
相
親
矧
也
」
や
、
同
「
有
憑
虚
公
子
者
」
に
付
さ
れ
た
「
皆
古
人
相
推
敏
之 
 

矧
」
な
ど
の
「
辞
」
や
、
『
芸
文
類
衆
』
「
短
宋
玉
日
、
玉
為
人
体
貌
閑
麗
、
口
多 
 

微
矧
、
又
性
好
色
」
の
「
辞
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も 
 

口
頭
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
か
り
に
、
「
辞
」 

が
記
さ
れ
た
こ
と
ば
で 
 

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
「
旧
辞
」 

が
書
籍
で
あ
っ
た
こ
と
に
直
結
す 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
津
田
も
問
題
と
す
る
安
康
紀
三
年
の
割
注
に
は
、 
 

「
矧
具
在
大
泊
瀬
天
皇
紀
」
と
あ
り
、
雄
略
紀
に
あ
る
「
辞
」
は
、
記
さ
れ
た
こ 
 

と
ば
で
は
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
書
籍
で
は
な
い
。
「
辞
」 

と
は
、
記
さ
れ
た
こ 
 

と
ば
、
口
頭
の
こ
と
ば
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
以
外
の
解
釈
は
成 
 

り
立
つ
ま
い
。 
 
 

⑨
の 

「
旧
辞
の 

「
辞
」
が 

「
こ
と
ば
」
を
主
に
し
て
い
つ
て
ゐ
る
の
で
な
い
」 
 

と
い
う
の
は
、
筆
者
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
ま
た
、
「
旧
辞
」 

の
内
容
が 

「
上 
 

古
諸
事
」 

と
重
な
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
こ
と
ば
で 
 

あ
ら
わ
し
た
の
が 

「
旧
辞
」 

で
あ
っ
て
、
何
の
不
都
合
も
な
い
。
ま
た 

「
辞
」 

の 
 

文
字
を
含
ま
な
い 

「
帝
紀
」
と
並
び
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
、
こ
と
ば
を 
 

「
主
に
し
て
い
つ
て
ゐ
る
の
で
な
い
」 

と
は
到
底
青
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
序
文 
 

全
体
の
主
意
か
ら
考
え
て
み
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
理 
 

由
を
津
田
は
記
し
て
は
い
な
い
。
⑩
で
国
語
を
文
字
で
書
き
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た 
 

営
み
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
津
田
の
説
く
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ 
 

が
、
「
旧
辞
」 

が
書
籍
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
も
の
で
な
い
こ 
 

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
津
田
が 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

を 
 

臣
子
首
に
詔
し
て
、
帝
紀
と
上
古
の
諸
事
を
記
定
め
し
め
た
ま
ふ 

（
令
記
定 
 

帝
紀
及
上
古
諸
事
）
。
大
嶋
・
子
首
、
親
ら
筆
を
執
り
て
録
す
。 
 

の 

「
帝
紀
」 

は
、
「
上
古
諸
事
」 

と
対
で
記
さ
れ
る
。
津
田
自
身
が
、
上
古
諸
事 
 

を 

「
旧
辞
の
内
容
」 

と
記
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
書
名
で
な
く
、
記
載
の
内
容
で
あ 
 

る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
武
田
祐
吾
が
、 
 

「
川
島
の
皇
子
等
を
し
て
、
帝
紀
お
よ
び
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
む
」 
 

と
あ
り
、
上
古
の
諸
事
が
書
名
と
は
認
め
た
が
た
い
も
の
で
あ
る
以
上
は
、 
 

こ
れ
に
対
す
る
帝
紀
も
、
書
名
と
し
て
で
は
な
く
使
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ 
 

（
2
7
） 
 

き
で
あ
る
。 
 

と
記
す
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
「
記
定
」 

と
は
記
す
こ
と
に
よ
っ 
 

て
定
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
書
籍
を
定
め
る
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
に
不
自 
 

然
で
あ
り
、
実
際
、
記
紀
を
通
し
て
、
書
籍
を
定
め
る
と
い
う
言
い
方
は
存
在
し 
 

な
い
。
こ
れ
は
、
様
々
な
あ
り
よ
う
示
し
て
い
る 

「
帝
紀
」 

「
上
古
諸
事
」 

と
い 
 

う
も
の
の
、
正
統
な
も
の
を
記
し
定
め
る
と
い
う
意
味
以
外
で
は
あ
り
え
ま
い
。 
 
 

た
だ
し
、
「
天
平
廿
年
六
月
十
日
自
平
摂
師
手
而
転
撰
写
取
」 

と
記
さ
れ
た 

「
写 
 

章
疏
目
録
正
倉
院
文
書
」 

の
中
に 

「
帝
紀
二
巻 

日
本
書
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ 
 

（
2
8
） 
 

と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
二
十
7
4
8
年
の
段
階
で
、
『
帝
紀
』 
 

書
籍
と
み
る
こ
と
に
は
、
何
の
論
拠
も
な
い
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。 
 
 

む
し
ろ
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
は
、
書
籍
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
徴 
 

証
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
天
武
天
皇
紀
十
年
塑
二
月
十
七
日
条
に 
 

み
え
る
、 
 

丙
戊
に
、
天
皇
、
大
極
殿
に
御
し
て
、
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広
瀬
王
・ 
 
 

竹
田
王
・
桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下
上
毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連
首
・ 
 

小
錦
下
阿
畳
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群 
 

11   
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な
る
書
籍
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の 

『
帝
紀
』
が
い
か
な
る
も
の 
 

で
あ
る
か
は
、
想
像
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
い
が
、
書
写
す
る
漢
籍
・
仏
典
を 
 

中
心
と
す
る
約
一
七
〇
の
書
籍
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
さ
ほ 
 

ど
、
重
要
視
さ
れ
て
い
る
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
『
帝
紀
』
と
天
武
紀
並
び 
 

に
『
古
事
記
』
序
文
の 

「
帝
紀
」 

が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
も
ま
た
、
憶
測
の 
 

域
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。
他
に 

「
帝
紀
」 

と
い
う
も
の
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な 
 

い
以
上
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ
う
で 
 

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
天
武
紀
十
年
の 

「
帝
紀
」 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
書 
 

籍
で
あ
っ
た
事
を
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
武
紀
十
年
に 

「
帝
紀
」 

と
い
う
も 
 

の
を 

「
記
定
」 

し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
、
「
帝
紀
」 

と
い
う
標
題
の
も
と
に
伝
来 
 

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
天
武
紀
に 

「
帝
紀
」 

を 

「
記
定
」 

し
た
も
の
が
、
天
平 
 

に 

『
帝
紀
』
と
い
う
書
名
で
伝
来
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
で
あ 
 

る
。
こ
の
ほ
か
、
『
上
官
法
王
帝
説
』
に
、
『
帝
記
』
な
る
も
の
か
ら
引
用
し
た
文 
 

を
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 
 
 

第
二
に
、
序
文
の
中
に
お
い
て
も
、
「
帝
紀
」 

と
同
種
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る 
 

も
の
が 

「
帝
量
目
継
」 

「
先
紀
」
、
「
旧
辞
」 

の
場
合
に
は 

「
本
辞
」 

「
先
代
旧
辞
」 
 

と
複
数
の
称
呼
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、 
 

武
田
祐
吉
は 
 

帝
紀
の
語
が
、
一
度
は
、
帝
皇
の
日
継
の
諸
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で 
 

あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
一
応
、
成
書
を
さ
す
に
あ
ら
ず
と
み
る
の
が
順
当
で
あ 
 

（
2
9
） 
 

る
。 
 

と
説
く
。
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

に
代
表
さ
れ
る
種
々
の
称
呼
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ 
 

い
て
も
後
述
す
る
。 
 
 

こ
う
し
て
、
天
武
朝
に 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

な
る
書
籍
が
伝
来
し
た
と
み
る
こ 
 と

は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 

五
、
国
史
の
編
纂
と
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の
「
記
定
」 
 

津
田
は
、
欽
明
朝
に
お
け
る 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の
編
纂
を
想
定
し
、
そ
れ
以 
 

（
3
0
） 
 

外
の
史
書
の
編
纂
を
認
め
な
い
立
場
に
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
通
り
、 
 

推
古
紀
二
十
八
6
2
0
年
条
に
は 
 

は
か 
 

是
の
歳
に
、
皇
太
子
・
嶋
大
臣
、
共
に
試
り
て
、
天
皇
記
と
国
記
、
臣
・
連
・ 
 

伴
造
・
国
造
・
百
八
十
部
、
井
せ
て
公
民
等
の
本
記
を
録
す
。 
 

の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
、
津
田
は 

「
公
民
」 

の
語
の
あ
る
こ
と
を 
 

疑
い
、
こ
れ
ら
は
十
七
条
の
憲
法
の
記
事
と
同
様
に
、
聖
徳
太
子
の
偉
業
を
誇
張 
 

す
る
た
め
の
ね
つ
造
で
あ
る
と
し
て
、
信
に
堪
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
断
じ
た
。 
 
 

津
田
の
指
摘
に
加
え
て
、
「
天
皇
」
の
称
は
天
武
・
持
統
朝
の
成
立
と
み
る
の 
 

2 
 

1 
 

（
3
1
） 
 

が
大
勢
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た 

一 
 

だ
、
い
わ
ゆ
る
用
字
の
問
題
を
も
っ
て
、
そ
の
記
事
に
記
さ
れ
た
こ
と
の
有
無
自 
 

体
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
解
釈
や
用
字 
 

を
付
加
し
な
が
ら
、
歴
史
の
叙
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
予
期
し
な
け
れ
ば
な
る
ま 
 

。 
 
 

こ
の
『
天
皇
記
』
『
国
記
』
に
つ
い
て
は
、
皇
極
紀
四
6
4
5
年
六
月
十
三
目
条
に 
 

つ
み 
 

蘇
我
蝦
夷
等
、
誅
せ
ら
る
る
に
臨
み
て
悉
に
天
皇
記
・
国
記
・
珍
宝
を
焼
く
。 
 

た
て
ま
つ 
 

す
む
や
け 
 

ふ
ね
の
ふ
ひ
と
ゑ
さ
か 
 

船
史
恵
尺
、
即
ち
疾
く
焼
か
る
る
国
記
を
取
り
て
中
大
兄
に
奉
献
る
。 
 

と
あ
り
、
こ
れ
は
、
聖
徳
太
子
の
偉
業
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
皇
極
朝
に 
 

『
天
皇
記
』 

『
国
記
』 

の
ご
と
き
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
難
し
い 
 

で
あ
ろ
う
。
『
天
皇
記
』
と
い
う
名
称
は
別
に
し
て
、
推
古
朝
に
は
、
何
ら
か
の 
 

修
史
事
業
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
榎
木
英
一
が
、
「
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
・
百
八
十
部
、
井
せ 

（
3
2
） 
 

て
公
民
等
の
本
記
」
を
『
国
記
』 

の
原
注
と
み
た
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
〈 
 

さ
ら
に
、
近
年
、
笹
川
尚
紀
は
、
推
古
朝
に
こ
の 

「
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
・
百 
 

八
十
部
、
井
せ
て
公
民
等
の
本
記
」
が
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
、
氏
族 
 

（
3
3
） 
 

の
系
譜
や
王
権
へ
の
奉
仕
の
由
来
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。 
 

皇
極
紀
の
記
事
の
如
き
は
、
船
史
の
功
績
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う 
 

し
た
記
事
が
記
さ
れ
る
の
は
、
『
国
記
』
な
る
も
の
が
、
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
た 
 

こ
と
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
序
文
に
、
天
武
朝 
 

ま
で
こ
の
『
国
記
』
が
伝
え
ら
れ
、
庚
午
年
籍
に
利
用
さ
れ
た
と
記
す
の
は
、
あ 
 

な
が
ち
、
根
拠
の
な
い
も
の
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
 
 

こ
の
ほ
か
、
こ
の 

『
天
皇
記
』 

『
国
記
』 

の
ほ
か
に
、
欽
明
紀
二
年
三
月
条
の 
 

割
注
に
『
帝
王
本
紀
』
が
、
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
に 

「
辞
第
」 

が
見
え
て
い
る
ほ 
 

か
に
、
『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
『
帝
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、 
 

そ
の
内
容
の
一
端
が
か
ろ
う
じ
て
判
明
す
る
が
、
お
そ
ら
く
は
『
古
事
記
』 

の
直 
 

接
的
な
資
料
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
 
 

欽
明
紀
に
み
え
る
『
帝
王
本
紀
』
は
、
欽
明
の
後
裔
を 
 

名
天
香
子
皇
子
。
一
書
云
、
更
名
住
迩
皇
子
。
】
其
五
日
泊
瀬
部
皇
子
。 
 

と
記
し
た
割
注
に
、 
 

一
書
云
、
其
一
日
茨
城
皇
子
、
其
二
日
泥
部
穴
穂
部
皇
女
、
其
三
日
塗
部 
 

穴
穂
部
皇
子
、
更
名
住
迩
皇
子
。
其
四
日
葛
城
皇
子
、
其
五
日
泊
瀬
部
皇
子
。 
 

一
書
云
、
其
一
日
茨
城
皇
子
、
其
二
日
住
迩
皇
子
、
其
三
日
墾
部
穴
穂
部 
 

皇
女
、
其
四
日
泥
部
穴
穂
部
皇
子
、
更
名
天
香
子
。
其
五
日
泊
瀬
部
皇
子
。 
 

次
堅
塩
媛
同
母
弟
日
小
姉
君
。
生
四
男
一
女
。
其
一
日
茨
城
皇
子
、
其
二
日 
 

葛
城
皇
子
、
其
三
日
退
部
穴
穂
部
皇
女
、
其
四
日
塗
部
穴
穂
部
皇
子
、
【
更 
 

穴
太
部
王
、
次
三
枝
部
穴
太
部
王
、
亦
名
須
売
伊
呂
抒
、
次
長
谷
部
若
雀
命 
 

【
五
柱
】 
 

と
記
さ
れ
、
出
生
の
順
番
は
欽
明
紀
本
文
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
大
き
く 
 
 

帝
王
本
紀
に
、
多
く
古
宇
有
り
て
、
撰
集
の
人
、
屡
遷
易
を
経
た
り
。
後 
 

人
習
読
の
と
き
、
意
を
以
ち
て
刊
改
し
、
伝
写
既
に
多
に
し
て
、
遂
に
舛
雑 
 

を
致
し
、
前
後
次
を
失
ひ
て
、
兄
弟
参
差
な
り
。
今
し
則
ち
古
今
を
孝
要
し
、 
 

其
の
真
正
に
帰
す
。
一
往
に
識
り
難
き
は
、
且
く
一
に
依
り
て
撰
ひ
て
、
其 
 

の
異
を
注
許
す
。
他
も
皆
此
に
致
へ
。 
 

と
記
さ
れ
る
。
こ
の 

『
帝
王
本
紀
』
は
、
一
書
を
含
む
諸
資
料
の
全
体
を
意
味
す 
 

る
普
通
名
詞
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
撰
集
の
人
」 

と
あ
る
の
で
、
ひ
と 
 

ま
ず
は
成
書
化
さ
れ
た
も
の
と
み
よ
う
。
こ
れ
が
、
顔
師
古
の 

『
漢
書
』
叙
例
に 
 

よ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
が
、
『
漢
書
』
叙
例
の
場
合
と
は
大
き
な
相
違 
 

が
み
ら
れ
る
。
本
文
と
一
書
の
間
に
、
皇
子
女
の
名
そ
の
も
の
に
ま
っ
た
く
異
同 
 

が
な
く
、
「
更
名
」 

も
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 

即
ち
、
本
文
と
一
書
の
相
違
の
あ
り
方
と
、
「
帝
王
本
紀
云
々
」 

以
下
の
記
事
の 
 

あ
り
方
が
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に 
 

皇
子
女
の
出
生
の
順
番
が
主
で
あ
り
、
「
兄
弟
参
差
な
り
」 

の
状
況
が
う
ま
れ
た 
 

原
因
と
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
を
漢
籍
の
文
を
借
り
て
注
し
た
と
い
う
の
が
実
態 
 

（
3
4
） 
 

で
あ
ろ
う
。
『
帝
王
本
紀
』 

で
は
、
皇
子
女
名
に
異
同
が
あ
っ
た
と
い
う
明
証
は 
 

な
い
。
む
し
ろ
、
『
日
本
書
紀
』 

の
割
注
の
場
合
に
は
、
「
一
往
に
識
り
難
き
は
、 
 

且
く
一
に
依
り
て
撰
ひ
て
、
其
の
異
を
注
許
す
」 

と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
皇
子 
 

女
名
に
異
同
は
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
古
事
記
』 

の
欽
明
天
皇
の
系
譜
で
は
、 
 
 

又
襲
岐
多
志
毘
売
命
之
矧
小
兄
比
売
生
御
子
矧
剰
丑
、
次
葛
城
王
、
次
矧
刃 
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計
王
之
上
。
蟻
臣
者
葦
田
宿
禰
子
也
。
】 
 

顕
宗
天
皇 

（
弘
計
天
皇
） 

の
系
譜
は
、
『
日
本
書
紀
』 

で
は
こ
の
割
注
に
引
用
さ 
 

れ
る 

「
譜
第
」 

に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
『
日
本
書
紀
』
の
原
資
料
と 
 

な
っ
た
も
の
に
は
、
そ
の
資
料
が
な
く
、
例
外
的
に
割
注
で 

「
譜
第
」 

を
引
用 
 

し
、
そ
の
系
静
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
因
み
に
、 
 

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
「
譜
第
」
は
こ
こ
一
カ
所
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
『
続 
 

日
本
紀
』
に
目
を
広
げ
る
と
、 
 

こ
の
か
た 
 
 

●
畿
内
・
七
道
の
諸
国
は
、
国
擬
を
除
く
外
に
、
別
に
難
波
朝
廷
よ
り
以
遠 
 

の
譜
第
重
大
な
る
四
五
人
を
簡
ひ
て
副
ふ
べ
し
。
如
し
譜
第
元
し
と
雄
も
、 
 

ひ
と
す
ぐ 
 

身
の
才
倫
に
経
れ
、
井
せ
て
労
効
衆
に
聞
え
た
る
者
あ
ら
ば
、
別
に
状
を 
 

▲p  

相
違
し
て
い
る
。
そ
の
称
号
が
『
日
本
書
紀
』
が 

「
皇
子
」 

「
皇
女
」
と
統
一
さ 
 

れ
、
『
古
事
記
』
が
「
王
」 

「
命
」
等
不
統
一
で
あ
る
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
両
者 
 

の
皇
子
女
名
で
一
致
す
る
の
は
、
「
葛
城
皇
子
」 

（
「
葛
城
王
」
）
だ
け
で
あ
り
、
他 
 

の
皇
子
女
名
は
悉
く
相
違
す
る 

（
傍
線
部
参
照
）
。
決
定
的
な
の
は
、
『
日
本
書 
 

紀
』 

で
は
母
「
小
姉
君
」
が 

「
堅
塩
媛
」 

の 

「
同
母
弟
」 

で
あ
る
の
に
対
し
て
、 
 

『
古
事
記
』
で
は
母
「
小
兄
比
責
」
は
「
多
志
毘
売
命
」 

の 

「
嬢
」
と
記
さ
れ
て 
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
帝
王
本
紀
』
と
稗
田
阿
礼
が 

「
講
習
」
し
た
「
帝
皇
日
継
」 
 

と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
。 
 
 

療
宗
即
位
前
紀
の 

「
譜
第
」 

も
ま
た
、
割
注
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
 

弘
計
天
皇
、
【
更
名
来
目
稚
子
】
大
兄
去
来
穂
別
天
皇
孫
也
。
市
辺
押
磐
皇 
 
 

子
子
也
。
母
日
黄
媛
。
【
黄
、
此
云
波
曳
。
矧
矧
日
、
市
辺
押
磐
皇
子
要
蟻 
 
 

臣
女
黄
媛
、
遂
生
三
男
二
女
。
其
一
日
居
夏
姫
、
其
二
日
鳳
鮒
副
、
更
名
嶋 
 
 

稚
子
、
更
名
大
石
尊
。
其
三
日
弧
計
丑
、
更
名
来
日
稚
子
。
其
四
日
矧
乱
射 
 

卑
亦
名
忍
海
部
女
王
。
其
五
日
橘
王
、 
 

一
本
、
以
飯
豊
女
王
、
列
叙
於
億 
 

ふ  …
…
或
は
譜
第
軽
し
と
難
も
労
を
以
て
薦
め
、
或
は
家
門
重
し
と
難
も
拙 
 

天
平
勝
宝
元
年
二
月
二
十
七
日 
 

を
以
て
却
く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
ち
・
・ 

お
ほ 
 

●
今
よ
り
己
後
、
郡
司
も
亦
、
見
任
を
解
き
、
法
に
依
り
て
罪
を
科
せ
よ
。 
 

重
大
の
譜
第
有
り
と
錐
も
、
子
孫
を
任
用
す
る
こ
と
得
ざ
れ
。 
 

天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
七
日 
 
 

●
矧
矧
を
勘
ふ
る
こ
と
莫
く
、
郡
司
に
任
す
る
こ
と
聴
す
べ
し
。 
 

宝
亀
三
年
四
月
二
十
日 
 

●
諸
国
郡
司
、
官
物
を
焼
か
ば
、
主
帳
己
上
は
皆
、
見
任
を
解
く
。
…
…
中 
 

こ
と
ー
亡
ら 
 

き
ゆ 
 

略
…
…
ま
た
、
譜
第
の
徒
、
情
に
親
槻
を
挟
み
て
、
事
、
故
に
焼
く
に 
 

捗
る
者
は
、
一
切
に
鍵
擬
を
得
る
こ
と
勿
か
れ
。 
 

宝
亀
四
年
州
別
二
十
七
日 
 

●
其
の
郡
司
は
決
帝
を
加
え
て
、
見
任
を
解
き
、
兼
ね
て
辞
第
を
断
て
。 
 

延
暦
四
年
五
月
二
十
四
日 
 

こ
の
ふ 
 

と
も
が
ら 

そ
こ
な 
 

●
譜
第
の
徒
は
傍
人
を
害
は
む
と
相
焼
き
、
監
主
の
司
は
虚
納
を
避
け
む 
 

そ
の
か
み 
 

と
し
て
火
を
放
て
り
。
今
よ
り
以
後
、
神
災
・
人
火
を
間
は
ず
、
当
時
の 
 

国
郡
司
を
填
し
て
備
へ
し
む
べ
し
。
仇
り
て
見
任
を
解
き
て
、
矧
矧
を
絶 
 

延
暦
五
年
八
月
八
日 
 

つ
こ
と
な
か
れ
。 
 

の
如
き
例
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
れ
ば
、
「
譜
第
」
は
、
郡
司
層
の 
 

系
譜
・
家
柄
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
普
通
名
詞
で
あ
り
、
顕
宗
即
位
前
紀
の 

「
譜 
 

第
」 

が
、
『
続
日
本
紀
』 

の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
保
証
は
な
い
が
、 
 

こ
の
こ
ろ
●
● 
 

●
頃
年
之
間
、
郡
領
を
補
任
す
る
に
、
国
司
先
づ
矧
矧
の
優
劣
、 
 

不
、
舅
甥
の
列
、
長
幼
の
序
を
検
し
て
、
擬
て
て
省
に
申
す
。 
 

あ  

亦
副
へ
て
、
並
に
朝
集
使
に
附
け
て
申
し
送
れ
。 
 

天
平
七
年
五
月
二
十
一
日 
 

し
ん
ざ
い
の
う 
 

身
才
の
能 
 

…
…
中
略 
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天
皇
家
の
系
譜
を
記
し
た
書
籍
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
「
譜
第
」 

は
、
後 
 

の
郡
司
に
あ
た
る
よ
う
な
氏
族
の
系
譜
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い 
 

か
。
顕
宗
即
位
前
紀
は
、
そ
う
し
た 

「
譜
第
」 

に
よ
っ
て
、
系
譜
が
明
ら
か
で
な 
 

い
、
顕
宗
・
仁
貿
天
皇
の
系
譜
を
割
注
で
補
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
 
 

一
方
、
『
古
事
記
』 

で
は
、
「
市
辺
王
の
王
子
等
、
意
祁
王
、
衰
祁
王
」 

（
安
康 
 

記
）
、
「
天
の
下
治
ら
し
賜
へ
る 

伊
耶
本
和
気
天
皇
の
御
子 

市
辺
之
押
歯
王
の 
 

や
っ
こ
す
ゑ 
 

奴
未
」 

（
清
牢
記
） 

と
あ
る
だ
け
で
、
市
辺
之
押
歯
王
の
系
譜
は
記
さ
れ
て
い
な 
 

い
。
即
ち
、
こ
の 

「
譜
第
」 

な
る
も
の
は
、
ま
っ
た
く
『
古
事
記
』
に
は
採
用
さ 
 

れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
、
阿
礼
が 

「
講
習
」 

し
た 

「
帝
皇
日
継
」 

と 
 

は
別
物
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 
 

「
譜
第
」 

の
系
譜
は
、
『
古
事
記
』
と
は
髄
鮪
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ 
 

れ
る
。
問
題
は
、
飯
豊
女
王
で
あ
る
。
『
古
事
記
』 

で
は
、
履
中
記
に
、
市
辺
之 
 

忍
歯
王
の
同
母
の
妹
と
し
て
飯
豊
郎
女
が
見
え
、
滑
牢
記
に
は
飯
豊
王
が
見
え
て 
 

い
る
。
こ
の
飯
豊
王
は
、
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
の
即
位
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て 
 

い
る
。 
 

故
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
、
天
の
下
治
ら
す
べ
き
王
無
し
。
是
に
日
継
知
ら
す 
 

王
を
間
ふ
。
市
辺
之
忍
歯
王
の
妹
、
忍
海
郎
女
、
ま
た
の
名
は
飯
豊
王
、
葛 
 

城
の
忍
海
の
高
木
角
刺
宮
に
坐
す
。
…
…
是
に
そ
の
焼
飯
豊
王
、
聞
き
歓
び 
 

（
清
牢
記
） 
 
 

た
ま
ひ
て
、
宮
に
上
ら
し
め
た
ま
ふ
。 
 

顕
宗
即
位
前
紀
引
用
の 

「
譜
第
」 

で
は
、
飯
豊
女
王
は
、
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
の 
 

同
母
の
妹
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
系
譜
で
は
、
清
牢
記
の
ご
と
き
伝
承
は 
 

成
立
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
層
中
記
で
は
、
市
辺
之
忍
歯
王
・
飯
豊
王
の
母
は
、 
 

葛
城
之
曽
都
比
古
の
子
で
あ
る
葦
田
宿
禰
の
娘
黒
姫
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
譜 
 

第
」 

で
は
、
飯
豊
女
王
は
、
市
辺
押
磐
皇
子
と
黄
媛
の
間
の
子
で
あ
り
、
黄
媛
は 
 

蟻
臣
者
葦
田
宿
禰
子
と
伝
え
る
。
こ
の 

「
譜
第
」 

な
る
も
の
は
、
葦
田
宿
禰
家
に 
 

伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
家
の
誉
れ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か 
 

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
『
古
事
記
』
序
文
の
い
う
誤
り
多
き 

「
諸
家
之
所
費
帝
紀
及 
 

本
辞
」 

の
一
例
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
は
こ
う
し
た
伝
承
を
採
ら
な
か
っ
た
も
の 
 

と
推
察
す
る
。 
 
 

『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
』
引
用
の
『
帝
記
』
は 
 

繹
し
て
日
く
、
法
興
元
世
一
年
、
此
れ
能
く
知
ら
ざ
る
也
。
但
し
帝
記
を
案 
 

ふ
る
に
云
は
く
、
「
小
治
田
天
皇
の
世
、
東
宮
厩
戸
豊
聡
耳
命
、
大
臣
宗
我 
 

馬
子
宿
禰
、
共
に
平
章
し
て
三
宝
を
建
立
し
、
始
め
て
大
寺
を
興
す
。
故
、 
 

法
興
元
世
と
日
ふ
」 

と
い
ふ
。
こ
れ
即
ち
銘
に
云
う
法
興
元
世
一
年
也
。 
 

の
一
文
を
載
せ
る
が
、
推
古
記
に
は
そ
う
し
た
記
事
は
一
切
見
え
て
お
ら
ず
、 
 

『
古
事
記
』
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』 
 

の
側
で
も
、
「
法
興
元
世
」 

の
元
号
は
採
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の 
 

第
一
の
資
料
で
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 
 

よ
う
す
る
に
、
現
存
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
以
外
に
も
、
史
書
の
編
纂
は 
 

行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
に
挙
げ
た
『
国
記
』
『
帝
王
本
紀
』
「
縛
第
」 
 

『
帝
記
』
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
は
、
天
武
朝
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、 
 

そ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
『
古
事
記
』 

の
原
資
料
と
な
り
え
た
も
の
で
は
な
い
で
あ 
 

ろ
一
つ
。 
 
 

『
古
事
記
』 

の
直
接
的
な
資
料
と
な
っ
た
の
は
、
天
武
紀
十
年
粂
に
み
え
る 
 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
「
帝
紀 
 

及
上
古
諸
事
」 

が
『
古
事
記
』 

の
始
祖
記
事
の
基
本
的
な
資
料
で
あ
っ
た
こ
と
を 
 

（
3
5
） 
 

論
じ
た
。
今
、
そ
の
要
点
の
み
を
略
記
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。 
 
 

A
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』 

の
氏
祖
記
事
は
、
始
祖
記
事
と
祖
先
記
事
に
分 
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け
て
考
え
る
べ
き
で
、
そ
れ
を
集
計
す
れ
ば
、 
 

『
古
事
記
』 

始
祖
記
事 

1
始
祖
七
一
人
（
神
）
、
一
九
六
氏
族 
 

祖
先
記
事 

1
祖
先
三
二
人
（
神
）
、
二
三
氏
族 
 

『
日
本
書
紀
』
始
祖
記
事 

1
始
祖
四
一
人
、
五
六
氏
族
、 
 

準
始
祖
記
事
1
始
祖
一
〇
人
、
一
二
氏
族
、 
 

祖
先
記
事 

1
祖
先
六
三
人
（
神
）
、
四
三
氏
族 
 
 

の
結
果
を
得
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
』
が
圧
倒
的
に
始
祖
記
事
に 
 
 

関
心
を
示
し
て
い
る
事
実
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

B
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
氏
族
が
皇
系
氏
族
の
も
の
で
あ 
 
 

り
、
そ
の
他
天
孫
降
臨
に
随
伴
し
た
始
祖
、
神
武
東
征
で
功
績
の
あ
っ
た
始 
 
 

祖
を
持
つ
氏
族
を
あ
わ
せ
て
約
九
八
％
を
し
め
る
。 
 

C
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
は
、
そ
の
掲
載
氏
族
が
、
『
古
事
記
』
祖
先
記
事
・ 
 
 

『
日
本
書
紀
』
始
祖
記
事
・
祖
先
記
事
と
相
違
し
て
、
あ
き
ら
か
に
欽
明
以 
 
 

降
の
氏
族
状
況
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。 
 

D
天
武
十
二 

（
天
武
紀
十
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
八
色
の
姓
の
う
ち
、
真
人
賜 
 
 

姓
氏
族
一
三
氏
中
七
氏
は
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
掲
載
氏
族
で
あ
り
、
朝
臣 
 
 

賜
姓
氏
族
五
二
氏
族
中
、
や
や
問
題
の
あ
る
山
背
臣
を
含
め
て
、
四
二
氏
族 
 
 

が
『
古
事
記
』
始
祖
掲
載
氏
族
と
一
致
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
他
の
氏
族
に 
 
 

つ
い
て
も
、
『
古
事
記
』
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
合
理
的
に
説
明
で 
 
 

き
る
。 
 

E
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
の
原
資
料
、
真
人
・
朝
臣
賜
姓
記
事
の
資
料
は
、
天 
 
 

武
朝
の
同
一
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
天
武
紀
十
年
三
月
十
七
日
に
記
定
さ 
 
 

れ
た
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 

F
天
武
の
真
人
・
朝
臣
賜
姓
氏
族
は
、
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
で
は
必
ず
上
位 
 

に
記
さ
れ
、
宿
禰
・
忌
寸
賜
姓
氏
族
で
は
、
そ
う
し
た
傾
向
は
な
い
。 
 
 

G
の
み
な
ら
ず
、
真
人
・
朝
臣
賜
姓
氏
族
は
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
と
そ
の
掲 
 

載
順
序
が
基
本
的
に
一
致
す
る
。
そ
の
例
外
と
な
る
の
は
、
賜
姓
記
事
で
天 
 

武
朝
の
氏
族
状
況
を
勘
案
し
、
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
で
和
銅
五
年
当
時
の 
 

氏
族
状
況
を
勘
案
し
た
た
め
で
あ
る
。 
 

こ
う
し
て
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
帝
紀
」
が
『
古
事
記
』
序
文
に
い
う
と 
 

こ
ろ
の 

「
帝
紀
」 

と
同
じ
意
味
内
容
を
持
つ
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
帝 
 

紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
帝
紀
」 

は
明
ら
か
に
、
『
古
事
記
』 

の
二
行
書
き
始
祖
記 
 

事
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。 
 
 

こ
こ
で
、
第
一
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
古
事
記
』
二
行
書
き 
 

始
祖
記
事
は
、
『
古
事
記
』 

の
祖
先
記
事
や
『
日
本
書
紀
』 

の
始
祖
記
事
・
祖
先 
 

記
事
と
相
違
し
て
、
天
武
朝
の
氏
族
状
況
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
孤
立
し
た
存
在 
 

で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
こ
か
ら
ほ
ぼ
確
実
な
推
測
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、 
 

「
帝
紀
」 

は
、
天
武
朝
に
新
た
に 

「
記
定
」 

さ
れ
た
も
の
で
、
『
古
事
記
』 

の
み 
 

に
利
用
さ
れ
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
 

第
二
に
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

は
、
続
く
天
武
の
賜
姓
、
こ
と
に
八
色
の
姓 
 

制
定
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
が
、
天
武
朝
の
氏
族
状 
 

況
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
「
帝
紀
」 

の 

「
記
定
」 

は
天
武 
 

朝
の
新
た
な
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
西
候
勉
が
、
太
田 
 

（
3
6
） 
 

善
麿
の
論
に
よ
り
つ
つ
、 
 

そ
も
そ
も
、
神
代
の
中
心
で
あ
る 

「
高
天
原
」 

と
そ
の
主
宰
神
「
天
照
大
神
」 
 

が
推
古
朝
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。 
 

と
述
べ
、
「
帝
紀
」 

を
天
武
朝
の
編
纂
と
み
た
こ
と
に
、
同
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
 

。 
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こ
う
し
て
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

は
、
そ
れ
ま
で
の
諸
史
書
を
基
に
、
新
た 
 

に
天
武
朝
に 

「
記
定
」 

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
は
そ
れ
を
第
一
の
原 
 

資
料
と
し
て
、
稗
田
阿
礼
の 

「
諦
習
」 

を
経
て
、
太
安
万
侶
に
よ
っ
て 

「
撰
録
」 
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
従
来
、
『
古
事
記
』 

の
序
文
か
ら
、 
 

そ
れ
が 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

か
ら
な
る
こ
と
を
想
定
し
、
『
日
本
書
紀
』
は
『
古
事 
 

記
』
と
基
本
的
に
は
同
じ
内
容
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と 
 

も
に 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

を
基
本
資
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
み
な
し
て
き
た
が
、 
 

『
日
本
書
紀
』
が 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

に
よ
っ
た
と
い
う
徴
証
は
一
切
な
い
。
両
書 
 

に
一
致
す
る
点
が
ま
ま
み
ら
れ
る
の
は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の
資
料
と
『
日 
 

本
書
紀
』 

の
資
料
が
、
と
も
に
宮
廷
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
は
あ
る 
 

ま
い
か
。 
 六

、
『
古
事
記
』
と
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 
 

そ
れ
で
は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

と
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の 
 

で
あ
ろ
う
か
。 
 
 

こ
う
し
た
意
味
で
の
従
来
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

論
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
も 
 

ま
た
、
津
田
左
右
吉
の
論
放
で
あ
っ
た
。
津
田
は
、
「
帝
紀
」 

を
、
神
代
を
含
め 
 

た 

「
皇
室
の
歴
代
の
系
辞
及
び
皇
位
継
承
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
」
、
「
旧
辞
」 
 

を
、
神
代
・
天
皇
代
の 

「
種
々
の
物
語
」 

を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
今
日
の
帝 
 

紀
・
旧
辞
論
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
。 
 
 

こ
の
津
田
説
を
受
け
て
、
武
田
祐
吉
は
、
「
帝
紀
」 

を 

「
御
続
柄
」 

「
御
名
」 
 

「
皇
居
と
治
天
下
、
及
び
御
宇
の
年
数
」 

「
后
妃
、
皇
子
皇
女
及
び
皇
子
皇
女
の 
 

御
事
績
」 

「
重
要
な
る
御
事
績
の
簡
単
な
る
記
事
」 

「
宝
算
、
崩
御
の
年
月
日
、
山 
 

稜
」 

の
六
項
目
と
推
定
し
、
の
こ
り
の
部
分
を 

「
旧
辞
」 

と
推
定
し
た
。
同
様
に
、 
 

倉
野
憲
司
は
、
「
帝
紀
」 

を 

「
天
皇
の
騰
極
」 

「
后
妃
皇
子
」 

「
史
的
事
実
若
し
く 
 

は
史
的
事
実
と
信
ぜ
ら
れ
た
皇
室
関
係
或
い
は
国
家
的
事
項
」 

「
崩
御
年
寿
」 

の 
 

四
項
目
に
整
理
し
、
の
こ
り
を 

「
旧
辞
」 

と
推
定
し
た
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
通
説
と
み
な
さ
れ
て
い
る
諸
見
解
は
、
大
き
な
問
題 
 

を
含
み
持
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
、
武
田
・
倉
野
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、 
 

「
帝
紀
」
部
と 

「
旧
辞
」 

部
を
載
然
と
分
類
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
で
あ 
 

る
。
こ
と
に
問
題
と
な
る
の
は
、
上
巻
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
系
譜
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の 
 

系
譜
等
、
出
雲
系
の
神
々
の
系
譜
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
系
譜
の
み
の
記
事
は
、 
 

出
雲
系
の
神
々
の
系
譜
で
あ
る
か
ら
津
田
以
下
が
い
う 

「
帝
紀
」 

に
は
含
み
え 
 

ず
、
系
譜
で
あ
る
か
ら 

「
旧
辞
」 

に
も
含
み
え
な
い
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま 
 

い
。
そ
も
そ
も
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
物
語
部
分
は
系
緒
部
分
と
密
着
し 
 

て
記
さ
れ
て
い
る
。
西
郷
信
綱
が
、
「
系
譜
や
ヒ
ツ
ギ
が
物
語
を
ふ
く
む
の
は
何 
 

ら
特
別
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
」 

と
記
す
と 
 

（
3
7
） 
 

お
り
で
あ
る
。 
 
 

西
郷
自
身
は
、
系
譜
部
分
と
物
語
部
分
は
本
来
有
機
的
な
関
係
を
有
す
る
と
い 
 

う
視
点
か
ら
、
「
帝
紀
」 

と 

「
旧
辞
」 

は
、
記
し
あ
ら
わ
さ
れ
る
時
代
の
相
違
に 
 

基
づ
く
と
考
え
、
「
帝
紀
」 

は
人
代
部
（
中
・
下
巻
）
、
「
旧
辞
」
は
神
代
部
（
上 
 

巻
） 

の
資
料
と
な
っ
た
と
捉
え
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
系 
 

譜
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
系
譜
等
の
問
題
は
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。 
 
 

こ
れ
と
は
別
に
、
西
候
勉
は
、
上
巻
を 

（
王
家
の
モ
ト
）
＝
「
旧
辞
」
、
中
・
下 
 

巻
を 

（
王
家
の
ツ
ギ
＋
諸
家
の
モ
ト
）
＝
「
帝
紀
」
と
す
る
新
見
解
を
提
示
し
た
。 
 

西
候
は
、
天
皇
家
・
諸
家
の
伝
承
を
、
「
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
」 

の
銘
文
に 
 

よ
っ
て
、
天
皇
家
・
諸
家
の
伝
承
は
、
本
来
、
系
譜
と
物
語
が
一
体
と
な
っ
た
も 
 

の
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
皇
祖
・
氏
祖
と
、
そ
れ
に
続
き
先
祖
の
系
譜
と
物 
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帯
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
、
モ
ト
ー
ツ
ギ
構
造
と
捉
え
た
。
西
候 
 

は
、
（
諸
家
の
モ
ト
） 

（
中
・
下
巻
）
が 

（
王
家
の
ツ
ギ
） 

（
上
巻
） 

に
組
み
込
ま 
 

（
3
8
） 
 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
如
き
構
造
が
現
出
し
た
と
説
く
の
で
あ
る
。 
 
 

西
候
の
見
解
は
、
き
わ
め
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
も
あ
る
。
そ
れ 
 

は
、
神
野
志
隆
光
が
、
西
郷
信
網
説
に
対
し
て 
 

「
先
代
旧
辞
」
と
も
い
う
、
「
先
代
」
が
、
「
旧
辞
」 

の
範
囲
を
神
代
に
限
定 
 

す
る
に
は
障
害
と
な
る
。
…
…
中
略
…
…
「
先
代
」
は
神
代
に
は
限
定
し
が 
 

（
3
9
） 
 

た
い
で
あ
ろ
う
。 
 

と
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
古
事
記
』 

で
は 

「
代
」 

と
は
人
代
の
こ
と
で
あ
り
、 
 

紳
の
世
に 

「
代
」
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
も 

「
先 
 

代
」
は
神
世
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
、
こ
の
押
野 
 

志
の
批
判
は
、
西
郷
の
批
判
た
り
え
て
は
い
な
い
。
「
先
代
旧
辞
」
を
「
先
代
」 
 

の
こ
と
を
記
し
た 

「
旧
辞
」 

の
意
と
と
る
な
ら
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
神
世
の
こ 
 

と
を
記
し
た
「
先
代
」
か
ら
の 

（
あ
る
い
は
「
先
代
」
に
編
纂
さ
れ
た
） 

「
旧
辞
」 
 

の
意
な
ら
、
批
判
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
候
説
に
お 
 

い
て
は
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

の
編
纂
は
、
天
武
朝
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が 
 

っ
て
、
「
先
代
旧
辞
」
は
、
「
先
代
」 

の
こ
と
を
記
し
た
「
旧
辞
」
以
外
の
解
釈
は 
 

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
元
明
朝
に
伝
来
し
た
も
の
が
「
勅
語
旧
辞
」 

で 
 

あ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
西
候
自
身
は
、
「
旧
辞
」 

で 

「
帝
紀
」 

を
も
含
む 
 

と
み
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
西
候
の
説
く
も
っ
と
も
重
要
な
モ
ト
ー 
 

ツ
ギ
構
造
の
一
方
を
省
略
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
 

（
4
0
） 
 
 

上
述
の
点
に
関
し
て
、
菅
野
雅
雄
の
す
ぐ
れ
た
論
故
を
み
の
が
す
こ
と
が
で
き 
 

な
い
。
菅
野
は
、
系
譜
中
に
み
ら
れ
る 

「
亦
名
」 

に
注
目
し
、
そ
れ
が
上
巻
で 
 

は
、
本
来
別
個
で
あ
っ
た
神
話
を
結
合
す
る
働
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
中
・
下 
 

巻
で
は
物
語
中
の
人
物
を
系
譜
中
の
人
物
に
位
置
づ
け
る
働
き
を
な
し
て
い
る
こ 
 

と
を
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば
、
仁
徳
記
に
は
、
次
の
如
き
系
譜
を
載
せ
る
。 
 

む
す
め 
 

ま
た
上
に
云
へ
る
日
向
の
諸
県
牛
諸
が
女
、
髪
長
比
売
に
婁
ひ
て
、
生
み
ま 
 

お
ほ
く
さ
か
の
み
こ 
 

せ
る
皇
子
、
波
多
毘
能
大
郎
子
、
ま
た
の
名
は
大
日
下
王
、
次
に
波
多
毘
能 
 

若
郎
女
、
ま
た
の
名
は
長
目
比
売
命
、
ま
た
の
名
は
若
日
下
部
命
。 
 

こ
の
大
日
下
王
は
、
若
日
下
王
の
婚
姻
を
め
ぐ
っ
て
、
根
臣
の
謹
言
に
よ
っ
て
耕 
 

せ
ら
れ
た
と
い
う
物
語
（
安
康
記
） 

に
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
、
若
日
下
王
は
、
雄
略 
 

天
皇
の
妻
聞
い
を
う
け
た
と
い
う
歌
物
語 

（
雄
略
記
） 

に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の 
 

物
語
は
、
日
下
部
氏
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
重
要
な
の
は
天
武
紀 
 

十
年
の 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
記
定
」 

の
メ
ン
バ
ー
に
難
波
連
大
形
が
い
る 
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
形
は
、
日
下
部
氏
の
出
で
あ
り
、
も
と
は 

「
草
香
部
首
士 
 

大
形
」 

で
あ
り
、
天
武
紀
十
年
正
月
に 

「
難
波
連
」
を
賜
っ
て
い
る
。 
 
 

ま
た
、
清
牢
記
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
忍
海
郎
女
の 

「
亦
名
」
と
し
て
飯
豊 
 

王
を
あ
げ
、
そ
の
飯
豊
王
は
、
後
の
顕
宗
天
皇 

（
衰
祁
王
）
・
仁
賢
天
皇 

（
意
富 
 

祁
王
） 

を
発
見
し
た
山
部
連
小
盾
を
播
磨
国
に
派
遣
す
る
と
い
う
大
き
な
功
績
を 
 

果
た
し
て
い
る
。
菅
野
は
、
先
に
あ
げ
た
頗
宗
即
位
前
紀
引
用
の 

「
譜
第
」
に
、 
 

「
其
四
日
飯
豊
女
王
。
亦
名
忍
海
部
女
王
」 

と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
む
と
の
系 
 

譜
に
あ
っ
た
の
は 

「
飯
豊
王
」 

で
あ
り
、
こ
れ
に
忍
海
氏
の
伝
承
を
統
合
し
た
も 
 

の
で
あ
り
、
そ
れ
は 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
記
定
」
作
業
の
責
任
者
川
島
皇 
 

子
の
母
が
忍
海
造
小
龍
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
説
く
。
よ
く
考
え
ら
れ
た
見
解
で 
 

あ
る
と
は
思
う
が
、
こ
の 

「
譜
第
」 

の
記
事
は
、
『
古
事
記
』
が
そ
れ
を
採
用
し 
 

な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
と
は
矛
盾
す
る
内
容
を
持
つ
。
「
譜
第
」 

の 
 

記
事
を
も
っ
て
『
古
事
記
』 

の
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
む
し
ろ
、 
 

大
日
下
王
・
若
日
下
部
命
の
場
合
と
同
じ
に
、
「
亦
名
」 

で
あ
る
「
飯
豊
王
」 

の 
 

18   



北野：『古事記』の成立－『古事記』と「帝紀及び上古の諸事」－  

伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
飯
豊
王
の
伝
承
を
忍
海
郎
女 
 

に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
忍
海
氏
の
業
績
に
加
え
た
の
だ
と
考
え
る 
 

の
で
あ
る
。 
 
 

さ
ら
に
、
上
巻
天
孫
降
臨
の
粂
に
は 
 

次
に
天
石
戸
別
辞
、
ま
た
の
名
は
櫛
石
窓
神
と
謂
ひ
、
ま
た
の
名
は
豊
石
窓 
 

と
謂
ふ
。 
 

と
あ
る
が
、
こ
の 

「
櫛
石
窓
紳
」 

「
畳
石
窓
紳
」 

は
と
も
に
忌
部
氏
が
祀
る
神
で 
 

あ
る
。
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
記
定
」 

に
は 

「
忌
部
連
首
」 

が
携
わ
っ
て
お 
 

り
、
「
亦
名
」 

の
部
分
に
子
首
の
手
が
加
わ
っ
た
と
捉
え
る
。 
 
 

要
す
る
に
、
「
亦
名
」 

は
系
譜
部
分
と
物
語
部
分
を
連
結
す
る
た
め
の
手
法
で 
 

あ
り
、
菅
野
は
そ
の
統
合
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い 
 

て
、
必
ず
し
も
明
確
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
天
武
紀
十
二
年 
 

に 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

を 

「
記
定
」 

し
た
メ
ン
バ
ー
の
関
与
を
想
定
し
て
い
る 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
菅
野
の
論
を
論
理 
 

的
に
つ
き
つ
め
れ
ば
、
系
辞
と
物
語
が
統
合
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
と
な
る
。 
 

た
だ
系
譜
と
物
帯
は
本
来
一
体
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
の 
 

考
察
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
統
合
と
い
う
よ
り
は
、
再
構
築
と
い
う
べ
き
も
の 
 

で
あ
っ
た
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
菅
野
の
論
に
よ
っ
て
も
『
古
事
記
』 

の
原
資 
 

料
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で 
 

き
、
そ
れ
は
始
祖
記
事
を
通
し
て
得
た
拙
稿
の
結
論
と
一
致
す
る
。 
 
 

菅
野
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
「
帝
紀
」
＝
「
先
紀
」
＝
系
譜
、
「
上
古
諸
事
」
＝ 
 

「
旧
辞
」
＝
物
静
と
い
う
単
純
な
図
式
は
、
見
直
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
帝
紀 
 

及
上
古
諸
事
」 

は
、
系
諮
と
物
請
が
統
合
さ
れ
た
形
で
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る 
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
家
の
系
譜
と
物
帝
が
統
合
さ
れ
た 

「
帝
紀
」 

と
そ 
 

れ
以
外
の
物
語
で
あ
る 

「
上
古
諸
事
」 

と
い
う
形
で
存
在
し
た
か
、
「
帝
紀
」
と 
 

い
う
天
皇
家
の
系
譜
と 

「
上
古
諸
事
」
が
混
在
し
て
存
在
し
た
か
の
い
ず
れ
か
と 
 

い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
「
帝
紀
」 

と
い
う
系
辞
と 

「
上
古
諸
事
」 

と 
 

い
う
物
語
が
別
個
に
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。 
 
 

こ
う
し
て
、
「
帝
紀
」 

を
天
皇
の
系
譜
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
他
の
記
事
を
掲 
 

載
し
た
も
の
と
す
る
、
津
田
・
武
田
・
倉
野
の
見
解
は
な
り
た
ち
が
た
い
も
の
と 
 

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
神
野
志
隆
光
が
批
判 
 

し
た
よ
う
に
、 
 

そ
の
論
理
は 

「
帝
紀
」
は
こ
う
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
予
見
に
さ
さ 
 

（
4
1
） 
 

え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 
 

も
の
で
あ
っ
た
。 
 
 

前
掲
の
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
帝
紀
」 
 

と
は
、
皇
系
氏
族
を
中
心
に 

「
記
定
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
真
人
・ 
 

朝
臣
賜
姓
の
原
資
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
古
事
記
』 

二
行
書
き 
 

始
祖
記
事
の
原
資
料
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
は
、 
 

「
帝
紀
」 

と
は
、
諸
家
の
始
祖
を
皇
統
譜
に
位
置
づ
け
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
で 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
西
候
の
説
く
（
モ
ト 

ー 

ツ
ギ
構
造
）
を 
 

思
い
起
こ
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
皇
系
氏
族
に
と
っ
て
、 
 

諸
家
の
モ
ト
は
、
そ
の
本
来
の
機
能
か
ら
し
て
、
王
家
の
ツ
ギ
の
部
分
に
組 
 

み
込
ま
れ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。 
 

か
ら
で
あ
る
。
諸
家
の
始
祖
伝
承
が 

「
帝
紀
」 

と
呼
ば
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
論 
 

理
か
ら
で
あ
ろ
う
。
上
巻
を 

「
旧
辞
」
、
中
・
下
巻
を
「
帝
紀
」 

と
す
る
見
解
に 
 

同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
家
の
祖
を
天
皇
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
と
い 
 

う
意
味
で
の 

（
モ
ト 

ー 

ツ
ギ
構
造
） 

は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
武 
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田
祐
吉
が
、
「
帝
紀
」 

に
関
し
て 

「
天
皇
騰
極
の
正
し
き
歴
史
を
伝
ふ
る
に
在
り
」 
 

と
し
つ
つ
、
「
諸
氏
の
、
皇
統
と
の
御
歴
史
と
の
関
係
を
も
説
く
の
で
あ
る
」 

と 
 

記
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
村
啓
借
が
『
古
事 
 

記
』
が
天
皇
の
正
統
性
を
描
く
と
同
時
に
、
「
そ
れ
を
皇
別
・
神
別
な
ど
に
組
み 
 

込
ま
れ
た
氏
族
た
ち
に
追
認
と
合
意
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
『
古
事
記
』 

の
本
性 
 

（
彪
） 
 

は
あ
る
」 

と
論
じ
た
こ
と
も
、
「
神
別
」 

の
部
分
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
皇
別
」 
 

の
部
分
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
 
 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

の 

「
帝
紀
」 

は
、
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
に
直
結
し
、 
 

諸
家
に
と
っ
て
は
、
天
皇
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
自
家
の
始
祖
伝
承
で
あ
っ
た
と 
 

思
わ
れ
る
。
こ
の
考
察
を
基
に
、
再
度
、
『
古
事
記
』
序
文
の
成
立
に
か
か
わ
る 
 

部
分
を
よ
み
直
し
て
み
よ
う
。
「
諸
家
の
費
る
」 

「
帝
紀
」 

と
は
、
自
家
の
始
祖
を 
 

皇
統
譜
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
故
の
謂
い
で
あ
り
、
「
本
辞
」 

と
は
、
そ 
 

の
系
譜
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
る
氏
族
の
伝
承
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
自
家 
 

の
始
祖
伝
承
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思 
 

う
。
「
本
辞
」 

は 

「
帝
紀
」 

を
支
え
る 

「
本
の
辞
」 

の
意
味
で
は
な
か
っ
た
の
か
。 
 

こ
れ
ら
の
諸
伝
の
中
に
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

と
矛
盾
す
る
伝
え
の
あ
る
こ
と 
 

が
、
「
既
達
正
美
、
多
加
虚
偽
」 

と
い
う
こ
と
の
実
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的 
 

に
指
摘
す
れ
ば
、
本
稿
で
指
摘
し
た 

「
譜
第
」 

の
中
の 

「
市
辺
押
磐
皇
子
」 

の
系 
 

（
現
） 
 

譜
、
別
稿
で
指
摘
し
た
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
十
二
月
二
十
五
日
粂
に
み
え
る 
 

「
都
宿
禰
」 

と
同
祖
と
伝
え
る
氏
族
に
か
か
わ
る
始
祖
伝
承
、
「
大
毘
古
命
」 

の 
 

始
祖
伝
承
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
 

そ
れ
を
解
消
し
後
世
に
伝
え
る
の
が
、
「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
」 

と
い
う
天 
 

武
の
意
図
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
、
「
撰
録
帝
紀
、
討
顧
旧
辞
」 

す
る
こ
と
に
よ 
 

っ
て
達
成
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の 

「
帝
紀
」 

は
諸
家
の 

「
帝 
 

紀
」 

と
は
相
違
し
て
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
を
基
幹
と
し
て
諸
家
の 

「
帝
紀
」 
 

を
包
含
す
る
、
あ
る
べ
き 

「
帝
紀
」 

で
あ
る
。
「
旧
辞
」 

は
、
諸
家
の 

「
帝
紀
」 
 

を
保
証
す
る 

「
本
辞
」 

に
限
ら
ず
種
々
の
物
語
・
伝
承
を
含
み
持
つ
も
の
で
は
な 
 

か
っ
た
か
。
因
み
に
、
「
本
辞
」 

と
は 

「
諸
家
の
費
る
」 

「
本
辞
」 

に
限
っ
て
用
い 
 

ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て 

「
旧
辞
」 

で
あ
る
。
諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

の 
 

誤
り
を
た
だ
す
た
め
に
、
種
々
の
物
語
・
伝
承
を 

「
討
顧
」 

し
て
、
あ
る
べ
き
も 
 

の
に
た
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
 
 

稗
田
阿
礼
が 

「
諦
習
」 

し
た 

「
帝
皇
日
継
」
と 

「
帝
紀
」
は
同
内
容
の
も
の
と 
 

み
る
他
は
な
い
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
漢
籍
の
例
か
ら
、
「
紀
」 

は 

「
紀 
 

年
」 

の
意
と
理
解
さ
れ
る
と
し
て
、
「
帝
紀
」
が
系
緒
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
「
帝 
 

（
魂
） 
 

皇
日
継
」 

と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論 
 

じ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
「
帝
紀
」 

と
は
、
物
語
・
伝
承
に
支
え
ら
れ
る
天 
 

皇
を
中
心
と
す
る
系
譜
で
あ
る
。
即
ち
、
歴
史
の
総
体
を
編
年
体
で
記
す
の
で
は 
 

な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
天
皇
の
系
譜
と
そ
れ
を
支
え
る
物
語
・
伝
承
が 

「
帝
紀
」 
 

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
も
の
に 

「
帝
紀
」 

と
命
名
す
る
の
は
、
そ
れ 
 

ほ
ど
に
違
和
感
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
、
編
年
体
の
歴
史
書
に 
 

『
日
本
書
紀
』 

の
命
名
を
し
た
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
を
、
「
帝
紀
」 
 

と
命
名
す
る
こ
と
に
さ
し
て
違
和
感
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
「
帝
紀
」 

が 
 

「
帝
皇
日
継
」 

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
、
稗
田
阿
礼
の
カ
タ
リ 
 

と
い
う
伝
統
的
な
世
界
に
置
か
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、 
 

「
旧
辞
」 

と 

「
先
代
旧
辞
」 

が
同
様
の
も
の
を
さ
す
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。 
 
 

次
に
、
元
明
朝
の 

「
惜
旧
辞
之
誤
件
、
正
先
紀
之
謬
錯
」 

に
言
及
す
る
。
こ
れ 
 

が
、
阿
礼
の 

「
講
習
」
が
舎
人
へ
の 

「
勅
語
」 

で
あ
っ
た
が
故
に
、
「
帝
皇
日
継
」 
 

「
先
代
旧
辞
」 

が
一
般
化
せ
ず
に
い
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
こ
で
、 
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注
目
し
た
い
の
は
、
「
帝
紀
」 

と
あ
る
べ
き
も
の
が 

「
先
紀
」 

と
記
さ
れ
て
い
る 
 

こ
と
で
あ
る
。
「
先
紀
」 

と
は
、
そ
れ
単
独
で
は
、
「
帝
紀
」 

が
も
つ
意
味
内
容
を 
 

ま
っ
た
く
表
現
し
え
て
い
な
い
。
先
に 

「
帝
紀
」 

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
先 
 

紀
」 

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。
即
ち
、
「
先
紀
」 

は
、
「
帝
紀
」 

の
存 
 

在
に
よ
り
か
か
っ
て
存
在
し
う
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
思
う
に
、
「
先
紀
」 

と
は
、 
 
 

「
帝
紀
」 

が
当
代
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
即 
 

ち
、
「
帝
紀
」 

と
は
あ
く
ま
で
も
天
武
の
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
元
明
朝
で
は 

「
先 
 

紀
」 

と
記
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
 

七
、
結
び 
 

『
古
事
記
』 

の
成
立
過
程
は
そ
の
序
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、 
 

そ
の
解
釈
に
は
、
現
在
に
至
る
も
、
多
く
の
問
題
点
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。 
 
 

『
古
事
記
』
成
立
論
も
ま
た
、
本
格
的
に
は
本
居
宣
長
に
は
じ
ま
る
。
そ
れ
を 
 

津
田
左
右
吉
は
厳
し
く
批
判
し
、
そ
の
見
解
は
近
代
の 

『
古
事
記
』
成
立
論
の
出 
 

発
点
と
も
な
り
、
今
な
お
、
通
説
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
。
し
か
し
な 
 

が
ら
、
津
田
の
宣
長
批
判
は
、
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
津
田
の
宣
長
批 
 

判
で
有
効
な
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
宣
長
説
で
は
序
文
の 

「
兼
行
其
事
臭
」 

と 
 

元
明
朝
の 

「
旧
辞
之
誤
件
」 

「
先
紀
之
誤
錯
」 

が
解
釈
で
き
な
い
こ
と
、
稗
田
阿 
 

礼
が 

「
諦
習
」 

し
た
正
本
と
認
め
る
べ
き
も
の
が
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
の
二
点
に 
 

集
約
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
津
田
自
身
に
も
は
ね
返
る
問
題
な 
 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
成
立
論
の
多
く
は
、
濃
淡
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
津 
 

田
の
見
解
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
宣
長
・
津
田 
 

説
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
 

問
題
は
、
序
文
の 

「
討
覇
」 

の
理
解
に
あ
っ
た
。
稗
田
阿
礼
の 

「
諦
習
」 

は
、 
 
 

「
討
覇
」 

さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
討
覇
」
す
る
た
め 
 

に
な
さ
れ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
序
文
の
ヨ
ミ
と 
 
 

「
帝
皇
日
継
」 

「
先
代
旧
辞
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
通
し
て
検
証
し 
 

よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
（
以
上
二
節
） 
 
 

従
来
の
諸
説
の
多
く
は
、
序
文
と
天
武
紀
十
年
に
み
え
る
、
「
帝
紀
」
＝
「
帝 
 

皇
日
継
」
＝
「
先
紀
」
、
「
本
辞
」
＝
「
旧
辞
」
＝
「
先
代
旧
辞
」
＝
「
上
古
諸
事
」 
 

と
図
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
が
、
序
文
の
文
脈
に
忠
実
に
ヨ
ム 
 

な
ら
、
天
武
朝
の 

「
諸
家
之
所
費
帝
紀
及
本
辞
」 

は
誤
り
多
き
も
の
で
あ
り
、
そ 
 

れ
故
、
「
削
偽
定
実
、
欲
流
後
菓
」 

と
い
う
天
武
の
勅
が
発
せ
ら
れ
た
。
し
か
し 
 

な
が
ら
、
「
未
行
其
事
臭
」 

で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
う
し
た
状
態
は
元
明
朝
ま
で 
 

も
持
ち
越
さ
れ
た
。
元
明
朝
の 

「
先
紀
」 

「
旧
辞
」 

も
ま
た
誤
り
多
き
も
の
で
あ 
 

っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。 
 
 

天
武
の
意
志
は
、
「
討
賓
」 

と 

「
撰
録
」 

と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の 
 

で
あ
る
が
、
そ
の 

「
討
覇
」 

の
こ
と
を
担
っ
た
の
は
、
稗
田
阿
礼
の 

「
補
習
」 

で 
 

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
舎
人
で
あ
る
稗
田
阿
礼
に 

「
勅
語
」 

と
い
う
形
で
命
じ
ら
れ 
 

た
故
、
そ
の 

「
訴
習
」
＝
「
討
覇
」 

の
結
果
は
公
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
兼 
 

行
其
事
臭
」 

は
、
そ
う
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
（
以
上
三
節
） 
 
 

そ
こ
で
、
阿
礼
が 

「
講
習
」 

し
た 

「
帝
皇
日
継
」 

「
先
代
旧
辞
」 

と
は
い
か
な 
 

る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
は
、
欽
明
朝
に
成
書
化
さ
れ
た 

「
帝 
 

紀
」 

「
旧
辞
」 

が
天
武
朝
ま
で
伝
来
し
た
と
い
う
津
田
説
を
中
心
に
、
成
書
化
さ 
 

れ
て
い
た
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
武
朝
に 

「
帝 
 

紀
」 

「
旧
辞
」 

な
る
書
籍
が
伝
来
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
以
上
四 
 

節
） 
 
 

天
武
朝
以
前
に
、
種
々
の
修
史
事
業
・
系
図
等
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う 
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こ
と
は
、
十
分
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
推
古
紀
・
皇
極
紀
に
み
え
る
『
天 
 

皇
記
』
『
国
記
』
、
欽
明
紀
に
み
え
る
『
帝
王
本
紀
』
、
顕
宗
即
位
前
紀
に
み
え
る 
 
 

「
譜
第
」
、
『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
み
え
る
『
帝
記
』
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て 
 

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
が
『
古
事 
 

記
』
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
と
い
う
徴
証
は
ま
っ
た
く
な
く
、
『
帝
王
本
紀
』 
 
 

「
譜
第
」 

『
帝
記
』
な
ど
は
、
『
古
事
記
』
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ 
 

る
。
（
以
上
五
節
） 
 
 

天
武
紀
十
年
に
は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

が 

「
記
定
」 

さ
れ
た
こ
と
が
見
え 
 

て
い
る
。
『
古
事
記
』 

の
直
接
的
な
資
料
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の 

「
帝
紀
及
上
古 
 

諸
事
」 

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
は
、
そ
の
祖
先
記
事 
 

や
『
日
本
書
紀
』
始
祖
記
事
・
祖
先
記
事
と
相
違
し
て
、
天
武
朝
の
氏
族
状
況
に 
 

よ
っ
て
善
か
れ
た
孤
立
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 
 

が
、
八
色
の
姓
制
定
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
対
応
す 
 

る
。
即
ち
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

は
そ
れ
ま
で
の
種
々
の
歴
史
書
・
系
図
・
伝 
 

承
等
を
参
考
に
、
天
武
朝
に
新
た
に 

「
記
定
」 

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら 
 

れ
る
。 
 
 

そ
れ
で
は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
え 
 

ば
、
そ
れ
は
、
系
図
と
物
語
・
伝
承
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ 
 

れ
る
。
菅
野
雅
雄
が
、
『
古
事
記
』 

の
系
譜
と
物
語
・
伝
承
が
一
緒
に
な
っ
た
の 
 

は
天
武
朝
で
あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
（
以
上
六
節
） 
 
 

諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

と
は
、
自
家
の
伝
承
に
か
か
わ
る
断
片
的
な
も
の
で 
 

あ
り
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

以
外
の
も
の
で
あ
り
、
時
折
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る 
 

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

を 

「
討
覇
」 

「
採
録
」
す
る
と 
 

い
っ
た
時
の 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」 

は
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

を
中
心
に
、
諸
家
の 
 

注 
 

（
1
） 

『
古
事
記
』 

の
引
用
は
、
中
村
啓
信
訳
注
『
新
版
古
事
記
』 

（
角
川
学
芸
出 
 

版 

平
2
1
・
9
） 

に
よ
る
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
も
煩
雑 
 

を
避
け
る
た
め
、
大
幅
に
省
略
し
た
。
ま
た
、
引
用
は
原
則
と
し
て
書
き
下
し
文 
 

と
し
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
部
分
に
傍
線
を
付
し 

（ 
 

）
内
に
本
文
を 
 

記
す
。
ま
た
、
煩
雑
を
ふ
せ
ぐ
た
め
、
書
き
下
し
文
を
省
略
し
本
文
の
み
の
引
用 
 

と
し
た
部
分
も
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
な
ど
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
で 
 

同
様
の
態
度
を
と
る
。 
 

（
2
）
宣
長
『
古
事
記
伝
』
た
だ
し
、
引
用
は
す
べ
て
新
漢
字
に
改
め
た
。
他
の 
 

引
用
も
同
じ
。
割
注
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
え
て 

【 
 

】 

内
に
一
行
書
き
で
記 
 

し
た
。 
 

（
3
） 

津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究 

上
』 

（
昭
2
3
・
8
） 
 

（
4
）
稲
岡
耕
二 

「
原
古
事
記
を
考
え
る
」 

（
『
別
冊
国
文
学
』
1
6
号
、
昭
5
7
・
1
0
） 
 

伝
え
を
訂
正
し
、
撰
録
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
帝
量
目
継
」 
 

「
先
代
旧
辞
」 

は
こ
れ
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
阿
礼
の 

「
講
習
」 

と
い
う
カ
タ 
 

リ
の
世
界
に
お
く
た
め
に 

「
日
継
」 

と
い
う
日
本
的
な
言
い
方
を
し
た
の
で
は
あ 
 

る
ま
い
か
。
元
明
朝
の 

「
先
紀
」 

「
旧
辞
」 

は
、
誤
り
多
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、 
 

天
武
朝
の
諸
家
の 

「
帝
紀
」 

「
本
辞
」 

の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で 
 

あ
ろ
う
。
阿
礼
の 

「
勅
語
旧
辞
」 

は
、
「
講
習
」 

に
よ
る 

「
討
顧
」 

を
経
た
、
正 
 

伝
と
み
ら
れ
る
カ
タ
リ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
 
 

こ
う
し
て
、
『
古
事
記
』
は
、
天
武
朝
の 

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」 

を
中
心
に
、 
 

阿
礼
の 

「
講
習
」 

を
経
た 

「
旧
辞
」 

を
安
万
侶
が 

「
撰
録
」 

し
た
も
の
で
あ
ろ
う 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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（
5
） 

小
島
意
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』 

（
昭
6
3
・
1
0
） 
 

（
6
）
拙
稿
「
稗
田
阿
礼
の
『
講
習
』 

－ 

カ
タ
リ
の
力
－
－
」 

（
『
山
形
県
立 
 

米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
4
6
号 

平
2
1
・
1
2
） 
 

（
7
）
菅
野
雅
雄
「
帝
紀
と
旧
辞
と
」 

（
『
古
事
記
年
報
』
4
1
号 

平
1
1
・
1
） 
 

（
8
）
山
田
孝
雄
『
古
事
記
序
文
講
義
』
（
昭
1
0
・
1
1 

志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
） 
 

（
9
）
秋
本
吉
徳
「
新
撰
亀
相
記
の
研
究
」 

（
『
清
泉
女
子
大
学
紀
要 

2
6
号 

昭 
 

5
3
・
1
2
』
） 
 

（
1
0
）
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
小
島
意
之
他
校
注
・
訳 

日
本
古
典
文
学
全
集 
 

『
日
本
書
紀
』 

平
6
・
4
～
平
8
・
1
0
）
に
よ
る
。
引
用
の
方
法
は
前
掲
『
古 
 

事
記
』
と
同
じ
。 
 

（
1
1
）
倉
野
憲
司
「
帝
皇
目
継
と
先
代
旧
辞
」 

（
『
文
学
』
4
巻
7
号 

昭
1
1
・
7
） 
 

（
1
2
）
武
田
祐
吉
『
古
事
記
研
究
第
一
巻 

帝
紀
』 

（
昭
1
9
・
1 

青
磁
社
） 

（
角 
 

川
書
店
『
武
田
祐
害
者
作
集
』 

第
二
巻
所
収
） 
 

（
1
3
）
矢
嶋
泉
「
『
古
事
記
』
の
歴
史
叙
述
」 

（
『
古
事
記
の
文
字
世
界
』 

平
2
3
・ 
 

1
1 

吉
川
弘
文
館
） 
 

（
1
4
）
拙
稿
「
『
古
事
記
』
始
祖
記
事
と
「
帝
紀
」
」 

（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期 
 

大
学
国
語
国
文
学
会
『
米
沢
国
語
国
文
』
亜
号 

平
2
3
・
1
2
） 
 

（
1
5
）
倉
野
意
司
『
古
事
記
全
注
釈
第
一
巻 

序
文
編
』 

（
昭
4
8
・
1
1
） 
 

（
1
6
）
矢
嶋
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
』 

（
平
2
0
・
9 

吉
川
弘
文
館
） 
 

（
1
7
） 

注
6
前
掲
拙
稿 
 

（
1
8
）
菅
野
雅
雄
、
注
7
前
掲
論
文 
 

（
1
9
）
西
候
勉
「
阿
礼
諦
習
本
の
系
統
」 

（
『
国
語
と
国
文
学
』
6
4
巻
6
号 

昭
6
2 
 

・
6 

『
古
事
記
の
文
字
法
』 

笠
間
書
院 

所
収
） 
 

（
2
0
）
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
（
岩
波 
 

書
店 

昭
6
4
・
3
～
平
1
0
・
2
） 
 

（
2
1
）
津
田
左
右
吉
注
3
前
掲
書 
 

（
2
2
） 

武
田
祐
吉
注
1
2
前
掲
書 
 

（
2
3
）
平
田
俊
春
『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』 

（
昭
3
4
・
1
0 

日
本
書
院
）
第 
 

一
章
第
五
節
「
川
島
皇
子
等
の
記
定
と
天
武
天
皇
の
討
粟
」 
 

（
2
4
）
西
候
勉
注
1
9
前
掲
論
文 
 

（
2
5
）
西
宮
一
民
「
『
古
事
記
』
冒
頭
神
話
の
撰
録
過
程
上
の
考
察
」 

（
『
万
葉
』 
 

1
6
9
号 

平
1
1
・
4
） 
 

（
2
6
）
拙
稿
「
記
紀
の
異
郷 

－ 

ハ
ハ
の
国
の
発
生
－
－
」 

（
『
菅
野
雅
雄
博
士
古 
 

希
記
念 

古
事
記
・
日
本
書
紀
論
究
』 

平
1
4
・
お
う
ふ
う
） 
 

（
2
7
）
武
田
祐
吉
江
1
2
前
掲
書 
 

（
2
8
） 

『
大
日
本
古
文
書 

編
年
之
三
』
（
明
3
5
・
1
0 

東
京
大
学
資
料
編
茶
所
） 
 

（
2
9
）
武
田
祐
吉
注
1
2
前
掲
書 
 

（
3
0
） 

津
田
左
右
吉
注
3
前
掲
書 
 

（
3
1
）
渡
辺
茂
「
古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二
・
三
の
試
論
」 

（
北
海
道
教
育 
 

大
学
史
学
会
『
史
流
』
8
号 

昭
4
2
・
2
）
。
東
野
治
之
「
天
皇
号
の
成
立
年
代 
 

に
つ
い
て
」 

（
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』 

昭
5
2
・
9
、
塙
書
房
） 
 

（
3
2
）
榎
木
英
一
「
推
古
朝
の
『
国
記
』
に
つ
い
て
」 

（
『
日
本
史
論
叢
』
5 

昭 
 

5
0
・
1
2
） 
 

（
3
3
）
笹
川
尚
紀
「
推
古
朝
の
修
史
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」 

（
笠
原
永
遠
男
他 
 

編
『
律
令
国
家
史
論
集
』 

平
2
3
・
9 

塙
書
房
） 
 

（
3
4
） 

『
漢
書
』
叙
例
の
関
連
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 
 

漢
書
旧
文
多
有
古
宇
、
解
説
之
後
屡
経
遷
易
、
後
人
習
読
、
以
意
刊
改
、
伝 
 

写
既
多
、
滞
更
浅
俗
。
今
則
麹
核
古
本
、
帰
其
真
正
、
一
往
難
識
者
、
皆
従 
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真
正
、
一
往
難
識
者
、
且
依
一
撰
、
而
注
詳
其
異
。
他
皆
致
此
。 
 
 

傍
線
部
が
、
『
漢
書
』
叙
例
と
『
日
本
書
紀
』
割
注
が
一
致
す
る
句
で
あ
る
が
、 
 

そ
れ
以
外
の 

「
兄
弟
参
差
、
今
則
考
覇
古
今
…
…
且
依
一
撰
、
而
注
詳
其
異
。
他 
 

皆
致
此
」 

の
部
分
を
抜
き
出
せ
ば
割
注
の
意
図
が
明
確
に
な
る
。
『
日
本
書
紀
』 
 

割
注
が
問
題
と
す
る
の
は
、
「
兄
弟
参
差
」 

の
こ
と
で
あ
り
、
各
伝
の
真
岡
に
関 
 

し
て
は
一
書
に
よ
る
が
、
そ
の
異
な
る
点
も
注
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』 
 

叙
例
の
部
分
は
、
文
飾
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 

（
3
5
） 

注
1
4
拙
稿 
 

（
3
6
）
太
田
善
麿
『
日
本
古
代
文
学
思
潮
（
Ⅱ
）
－
－
古
事
記
の
考
察
1
』 
 

（
昭
3
7
・
2 

桜
楓
社
） 

第
三
章
第
一
節
「
高
天
の
原
の
成
立
の
意
味
」 
 

（
3
7
） 

西
郷
信
網
『
古
事
記
注
釈
』 

（
昭
5
0 

平
凡
社
） 
 

（
3
8
） 

西
候
勉
「
古
事
記
の
資
料
系
統
」 

（
国
士
舘
大
学
『
国
文
学
論
輯
』
6
8
号 
 
 

平
9
・
3 

『
古
事
記
の
文
字
法
』 

笠
間
書
院 

所
収
） 
 

（
3
9
）
神
野
志
隆
光
「
『
古
事
記
』
と 

「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
」 

（
『
別
冊
国
文
学
』 

1
6 
 

号
、
昭
5
7
・
1
0
） 
 

（
4
0
） 

菅
野
雅
雄
『
古
事
記
系
譜
の
研
究
』 

（
昭
4
5
・
1
1 

桜
楓
社
） 

後
『
菅
野 
 

雅
雄
著
作
集
第
一
巻
』 

お
う
ふ
う
） 
 
 

雑
。
前
後
失
次
、
上
下
帝
方
、
昭
穆
参
差
、
名
実
顧
靡
。
今
則
尋
文
究
例
、 
 
 

普
更
刊
整
、
澄
蕩
懲
違
、
審
定
肝
陪
、
就
其
区
域
、
更
為
局
界
、
非
止
尋
読 
 
 

易
囁
、
庶
令
転
写
無
疑
。 
 

次
に
、
問
題
の
欽
明
二
年
三
月
の
割
注
を
本
文
で
記
す
。 
 

帝
王
本
紀
、
多
有
古
宇
、
撰
集
之
人
屡
経
遷
易
、
後
人
習
読
、
以
意
刊
改
、 
 

伝
写
既
多
、
遂
致
舛
雑
。
前
後
失
次
、
兄
弟
参
差
、
今
則
考
案
古
今
、
帰
其 
 

而
釈
之
。
‥
‥
・
・
中
略
…
… 
 

諸
表
列
位
、
難
有
科
候
、
文
字
繁
多
、
遂
致
舛 
 

脱
稿
後
、
『
国
華
院
雑
誌
』 

（
1
1
2
巻
1
1
号
「
特
集 

古
事
記
研
究
の
現
在
」
）
に 
 

接
し
た
。
掲
載
論
文
中
、
本
稿
に
関
係
す
る
三
論
文
に
言
及
す
る
。
興
味
深
い
の 
 

は
、
菅
野
雅
雄
「
『
古
事
記
』
序
文
の
再
検
討 

－ 

『
古
事
記
』
成
立
の
研
究
の 
 

一
間
題 

－ 

」 

で
あ
り
、
菅
野
は
、
「
以
上
、
績
々
述
べ
て
き
た
如
く
、
「
記
序
」 
 

の
本
文
は
文
脈
が
辿
り
に
く
く
、
ま
た
そ
の
意
味
も
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
」 

と 
 

述
懐
し
て
い
る
。 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
菅
野
の
論
述
は
、
「
帝
紀
」 

「
旧
辞
」
が
天
武
朝
以
前
か 
 

ら
伝
来
し
、
天
武
朝
で 

「
討
覇
」 

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
立
論
で
あ 
 

る
。
た
と
え
ば
、
「
討
覇
」 

に
加
筆
・
修
正
の
意
味
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
神 
 

武
東
征
条
に
は
壬
申
の
乱
の
記
憶
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
序
文
が
『
古 
 

事
記
』
編
纂
の
事
情
を
十
分
に
は
伝
え
て
い
な
い
と
説
く
。
菅
野
に
よ
れ
ば
、
「
討
」 
 

と
は
、
「
隅
々
ま
で
、
満
遍
無
く
詳
し
く
調
べ
る
。
丁
寧
に
調
べ
る
。
」
意
、
「
覇
」 
 

と
は 

「
厳
し
く
事
実
を
調
べ
て
明
ら
か
に
す
る
。
」
意
で
あ
る
と
い
う
。 
 
 

筆
者
の
考
え
で
は
。
稗
田
阿
礼
の 

「
諦
習
」
と
は
、
「
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
」 
 

を
中
心
に
、
「
諸
家
の
費
る
帝
紀
及
び
本
辞
」
を
カ
タ
リ
の
世
界
に
お
く
こ
と
に 
 

よ
っ
て
、
そ
の
誤
り
を
正
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
が 

「
討
顧
」 
 

と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
神
武
東
征
条
の
壬
申
の
乱
の
記
憶
は
、
既
に
、
「
帝
紀 
 

及
び
上
古
の
諸
事
」 

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 
 

（
4
1
）
神
野
志
注
3
9
前
掲
論
文
。 
 

（
4
2
） 

中
村
啓
信
注
、
前
掲
書
。
他
に 

「
『
古
事
記
』 

の
本
性 

－ 

氏
祖
表
記
の 
 

注
的
本
文
を
通
し
て
1 

（
『
古
事
記
の
本
性
』 

平
1
2
・
1 

お
う
ふ
う
） 
 

（
4
3
）
注
1
4
拙
稿 
 

（
現
）
矢
嶋
泉
注
1
6
前
掲
書 
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ま
た
、
菅
野
は
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
系
譜
の
相
違
を
取
り
あ
げ
、 
 

『
古
事
記
』
が
『
日
本
書
紀
』
の
系
譜
を
誤
り
と
し
て
排
斥
し
た
と
は
到
底
考
え 
 

ら
れ
な
い
と
し
て
、 
 
 

ど
う
も
現
行
所
伝
の
『
古
事
記
』
に
は
、
「
削
偽
定
実
」
以
前
の
作
業
と
し

て
、
整
理
の
手
が
及
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
持

論
で
あ
る
古
事
記
未
定
稿
説
の
因
っ
て
く
る
所
以
で
も
あ
る
。 

と
記
す
。
こ
れ
も
、
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
が
と
も
に
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の

原
資
料
で
あ
る
と
い
う
推
論
か
ら
の
疑
問
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
と
「
帝
紀 

辞
」 

の
関
係
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
無
関
係
で
あ
っ 
 

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
菅
野
の
論
と
本
稿
は
ま
っ
た
く
結
論
を
異
に
す
る 
 

が
、
菅
野
の
指
摘
は
本
稿
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
。 
 
 

金
井
清
一
「
古
事
記
の
成
立 

－ 

正
史
『
続
日
本
紀
』
の
不
記
載
を
め
ぐ
っ
て 
 
 

－ 

」
は
、
『
古
事
記
』
は
天
武
二
刀
正
の
勅
命
を
受
け
て
正
史
と
し
て
編
纂
さ 
 

れ
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
編
纂
を
主
導
し
た
側
に
と
っ
て
は
倭
語
を
も
っ
て
撰
録 
 

さ
れ
た
『
古
事
記
』
が
正
史
で
あ
る
こ
と
は
迷
惑
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
続
日
本
紀
』 
 

に
『
古
事
記
』 

の
撰
録
の
こ
と
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
説
く
。
金
井
の 
 

論
に
は
多
く
の
点
で
同
意
で
き
な
い
が
、
一
点
の
み
指
摘
し
て
お
け
ば
、
『
古
事 
 

記
』
が
倭
語
で
記
さ
れ
た
の
を
天
武
朝
の
文
化
的
状
況
に
よ
る
と
説
く
の
は
、
誤 
 

謬
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』 

の
撰
録
を
命
じ
た
の
は
元
正
天
皇
で 
 

あ
り
、
そ
の
時
代
に
、
『
日
本
書
紀
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
『
古
事
記
』
は
撰
録
さ 
 

れ
た
。
『
古
事
記
』
の
成
立
を
『
続
日
本
紀
』
が
記
さ
れ
な
い
理
由
を
「
説
い
て 
 

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
問
題
提
起
に
は
、
既
に
本
論
の
中
で
、
「
勅
語
」 
 

と
い
う
私
的
な
形
で
稗
田
阿
礼
と
い
う
舎
人
に
命
を
下
し
た
と
い
う
意
味
で
、
公 
 

の
朝
廷
と
は
異
な
っ
た
場
で
成
立
し
た
が
故
と
い
う
こ
と
で
答
え
て
い
る
は
ず
で 
 あ

る
。 
 
 

最
後
に
、
寺
川
真
知
夫
「
古
事
記
の
成
立
論
に
つ
い
て 

－ 

偽
書
説
を
め
ぐ
っ 
 

て 

－ 

」 

は
、
偽
書
説
の
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、 
 

『
古
事
記
』
成
立
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
本
稿
と
は
相
違
す
る
。
た
だ
、
金
井
同 
 

様
、
『
古
事
記
』
成
立
が
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
な
い
理
由
を
問
題
と
し
て
い 
 

る
。
寺
川
は
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
養
老
令
の
撰
進
が
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、 
 

漏
れ
た
と
思
わ
れ
る
事
項
が
多
く
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
あ
げ
る
。
こ
う
し
た 
 

可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
も
、
無
論
、
で
き
な
い
。 
 
 




