
は
じ
め
に

本
稿
の
基
本
的
課
題
は
、
日
本
古
代
王
権
の
行
な
っ
て
い
た
新
嘗
の
祭
り
の

祭
儀
構
造
が
律
令
国
家
の
形
成
に
伴
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
或
い

は
変
化
し
な
か
っ
た
の
か
を
、
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
祭
儀
構
造
を
比
較
対
照
す

る
中
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
同
時
に
、
両
祭
の
祭
儀
構
造

の
詳
細
が
平
安
朝
史
料
を
俟
た
な
け
れ
ば
知
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
平
安
朝
祭

式
の
成
立
定
着
過
程
を
両
祭
の
祭
儀
構
造
自
体
の
中
に
探
る
試
み
と
も
な
る
。

一
般
に
、
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
宗
教
的
機
能
、
換
言
す
れ
ば
祭
祀
の
意
味
は

同
一
と
ゑ
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
新
嘗
と
大
嘗
の
用
語
上
の
分
化
は
律

令
国
家
以
降
の
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
と
も
に
そ
の
中
心
行

事
は
天
皇
が
当
年
の
新
穀
を
神
に
供
え
て
そ
の
残
り
を
飲
食
す
る
と
い
う
神
人

共
食
の
神
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
点
か
ら
い
え
ば
両
祭
の
宗
教

的
機
能
を
同
一
と
み
る
こ
と
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、
大

嘗
祭
で
は
畿
外
稲
を
、
新
嘗
祭
で
は
畿
内
稲
を
用
い
る
と
い
う
周
知
の
事
実
を

大
嘗
祭
の
基
礎
構
造

天
皇
の
祭
祀
と
官
人
機
構
１
１
１
１
‐

始
め
と
し
て
、
天
皇
親
祭
の
神
事
を
と
り
ま
く
周
辺
行
事
に
は
か
な
り
の
相
違

点
も
ま
た
存
在
す
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
平
安
朝
祭
式
に
お
い
て
は
と
い
う
限

定
を
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
は
と
も
に
同
一
の
天
皇

親
祭
の
神
事
を
中
心
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
い
か
な
る
人
々
が
い
か

な
る
形
で
関
わ
る
か
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
親
祭
の
神

事
の
同
一
性
に
の
ゑ
注
目
し
て
両
祭
の
相
違
点
を
看
過
す
れ
ば
、
そ
れ
は
余
り

に
も
天
皇
中
心
主
義
的
な
発
想
で
あ
ろ
う
。
両
祭
が
朝
廷
全
体
の
、
国
家
の
祭

祀
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
名
称
こ
そ
新
嘗
・
大
嘗
と
い
へ
、

其
源
は
同
一
な
も
の
」
と
し
て
根
源
的
な
も
の
に
無
前
提
に
遡
及
し
よ
う
と
す

る
本
義
論
的
発
想
を
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
日
本
で
は
祭
式
の
も
つ
社
会

２

的
・
政
治
的
機
能
の
分
析
が
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
西

郷
信
綱
氏
の
指
摘
に
は
私
も
同
感
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
「
祭
式
の
も
つ
社
会
的
・
政
治
的
機
能
」
を
分
析
す
る
方

法
で
あ
る
。
西
郷
氏
の
論
考
も
、
構
成
諸
行
事
個
々
の
宗
教
的
機
能
ｌ
意
味
ｌ

の
連
関
構
造
と
し
て
大
嘗
祭
の
構
造
が
叙
述
さ
れ
た
た
め
に
、
大
嘗
祭
の
実
修

里
jb，、

崎
輝
人
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十
一
月
の
二
度
目
の
卯
日
の
深
夜
か
ら
翌
未
明
、
天
皇
は
神
人
共
食
の
祭
儀

を
二
度
繰
り
返
す
。
一
世
一
度
の
大
嘗
祭
の
場
合
は
朝
堂
院
に
臨
時
に
造
営
さ

れ
る
悠
紀
・
主
基
両
殿
で
各
一
回
ず
つ
、
毎
年
の
新
嘗
祭
の
場
合
は
中
和
院
に

常
設
の
神
嘉
殿
で
二
回
、
実
施
さ
れ
る
神
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
親
祭
の
神
事
を

と
り
ま
い
て
様
々
な
行
事
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
諸
行
事
の
う
ち
、
本
節
か

ら
第
三
節
ま
で
は
天
皇
の
親
祭
の
神
事
に
直
接
関
わ
る
出
御
か
ら
還
御
ま
で
の

行
事
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

に
よ
っ
て
天
皇
は
全
国
王
権
と
し
て
の
宗
教
的
権
威
を
必
要
か
つ
十
分
に
獲
得

で
き
た
の
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
王
権
と
し
て
は
ま
さ
し
く

そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
べ
く
様
々
な
行
事
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
果

た
し
て
そ
の
意
図
は
期
待
通
り
に
実
現
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
点
を
暖
昧
に
し
た

ま
ま
天
皇
の
祭
祀
の
意
味
を
民
間
の
習
俗
や
信
仰
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
の

ゑ
で
よ
い
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
天
皇
の
祭
り
の
国
家
祭
祀
と
し

て
の
政
治
的
機
能
を
分
析
す
る
に
は
、
祭
祀
の
構
造
を
意
味
の
体
系
と
し
て
で

は
な
く
、
ま
ず
行
為
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

以
上
の
如
き
視
点
か
ら
、
天
皇
の
祭
祀
に
関
わ
る
人
々
の
範
囲
と
関
わ
り
方

の
歴
史
的
変
化
と
不
変
化
を
追
跡
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
基
本
的
課
題
が
設
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
両
祭
に
は
い
か
な
る
人
々
が
い
か
な
る
形
で
関
わ
っ
て
い

る
の
か
。

以
下
本
論
に
入
る
が
、
本
稿
で
は
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
そ
れ
ぞ
れ
の
核
と
な

る
卯
日
夜
の
行
事
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ー

天
皇
は
、
大
嘗
祭
の
場
合
は
内
裏
か
ら
ま
ず
廻
立
殿
に
、
新
嘗
祭
の
場
合
は

神
嘉
殿
の
「
寝
殿
」
に
出
御
し
、
こ
こ
で
最
後
の
沐
浴
の
後
、
大
嘗
祭
で
は
悠

紀
殿
に
、
新
嘗
祭
で
は
神
嘉
殿
の
「
神
殿
」
に
入
御
し
て
親
祭
の
神
事
を
行

う
。
つ
ま
り
、
大
嘗
祭
の
場
合
は
廻
立
殿
を
前
後
し
て
嘗
殿
ｌ
悠
紀
殿
・
主

基
殿
・
神
嘉
殿
「
神
殿
」
の
三
者
を
総
称
し
て
こ
う
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
１
入

御
ま
で
の
過
程
が
二
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
寝
殿
」
と
「
神
殿
」

は
神
嘉
殿
内
の
隣
り
合
せ
の
二
室
で
あ
る
か
ら
、
新
嘗
祭
の
場
合
は
一
段
階
で

済
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
嘗
殿
入
御
ま
で
の
過
程
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に

よ
っ
て
供
奉
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
嘗
祭
の
方
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
内
裏
か
ら
廻
立
殿
ま
で
の
行
幸

で
あ
る
が
、
こ
の
行
幸
を
特
徴
付
け
る
の
は
小
忌
の
親
王
・
納
言
・
参
議
各
一

３

人
と
小
忌
服
を
着
し
た
大
臣
が
供
奉
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
忌
と
い
う
の

は
天
皇
の
神
事
に
直
接
的
に
供
奉
す
べ
く
、
神
祇
令
の
斎
戒
規
定
の
承
に
服
す

る
一
般
官
人
、
即
ち
大
忌
官
人
よ
り
も
よ
り
厳
重
な
斎
戒
に
服
し
た
官
人
達
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
卜
定
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
ま
た
大
臣
の
ゑ
は
卜
定
を
経

ず
に
小
忌
官
人
た
る
こ
と
を
示
す
小
忌
服
を
着
て
行
幸
に
供
奉
す
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
、
小
忌
の
親
王
の
卜
定
に
つ
い
て
は
『
小
野

宮
年
中
行
事
』
の
「
六
月
十
一
日
、
同
日
神
今
食
祭
事
」
条
に
引
か
れ
る
弘
仁

太
政
官
式
と
貞
観
同
式
の
対
照
か
ら
九
世
紀
前
半
に
卜
定
が
開
始
さ
れ
た
こ
と

４

が
知
れ
る
の
で
、
律
令
国
家
形
成
期
前
後
を
問
題
と
し
て
い
る
本
稿
の
検
討
か

ら
は
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
参
議
の
供
奉
が
大
宝
二

（
七
○
二
）
年
以
降
の
開
始
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
行
幸
は
太

一
一
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⑤

政
官
会
議
構
成
員
に
よ
っ
て
供
奉
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
即
ち
、
供
奉
す
る
人
々
の
範
囲
は
神
事
以
外
の
通
常
の
行
幸
と
大
差
な
い

６

構
成
だ
が
、
た
だ
卜
定
を
経
て
い
る
点
に
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
嘗
祭
に
お
け
る
内
裏
か
ら
廻
立
殿
ま
で
の
行
幸
の
特
徴
を
一
応
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
て
お
こ
う
。

続
い
て
廻
立
殿
か
ら
誉
殿
ま
で
の
行
幸
を
み
る
と
、
こ
れ
は
上
述
の
行
幸
と

７

は
全
く
異
質
の
人
員
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
上
述
の
行
幸
に
も
供
奉
し
て
い
た

大
臣
一
人
が
こ
の
行
幸
に
も
供
奉
す
る
他
は
、
内
廷
機
構
関
係
の
負
名
氏
と
神

祇
官
関
係
の
祭
祀
氏
族
に
よ
っ
て
供
奉
さ
れ
る
こ
と
が
こ
の
行
幸
の
特
徴
で
あ

る
。
『
北
山
抄
』
の
記
事
を
中
心
に
し
て
こ
の
行
幸
の
様
子
を
概
観
し
て
承
ょ

浜
、
ノ
Ｏ

ま
ず
、
天
皇
の
歩
行
に
従
っ
て
、
宮
内
省
の
輔
二
人
が
「
葉
薦
」
を
敷
き
、

宮
内
省
被
官
の
掃
部
寮
の
允
以
上
二
人
が
巻
き
取
っ
て
い
く
。
廻
立
殿
で
の
沐

浴
の
の
ち
、
天
皇
は
既
に
地
上
の
存
在
で
は
な
く
、
全
て
は
高
天
原
で
の
行
事

と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
葉
薦
」
も
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
装
置
に
他
な

８

る
ま
い
。
次
に
深
夜
の
行
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
に
「
蓋
」
を
さ

し
か
け
る
役
目
の
人
々
が
い
る
。
車
持
朝
臣
、
子
部
宿
禰
、
笠
取
直
の
三
氏
族

各
一
人
で
あ
り
、
と
も
に
天
皇
近
侍
の
伝
統
を
も
つ
主
殿
寮
の
負
名
氏
で
あ

⑨

る
。
主
殿
寮
に
つ
い
て
は
、
他
に
「
官
人
二
人
」
が
燭
を
乗
っ
て
行
路
を
照
ら

す
役
割
り
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
「
官
人
」
も
実
際
に
は
こ
れ
も
同
寮
の
負
名

氏
で
あ
る
鴨
氏
と
日
置
氏
が
充
て
ら
れ
た
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
以
上
は
い

ず
れ
も
内
廷
機
構
関
係
の
人
々
で
あ
っ
た
。

次
に
神
祇
官
関
係
者
で
あ
る
が
、
中
臣
氏
、
忌
部
氏
、
猿
女
氏
、
御
巫
各
一

人
の
計
四
人
が
供
奉
す
る
。
御
巫
が
「
庶
女
」
の
事
に
堪
え
る
も
の
が
選
任
さ

⑳

れ
る
以
外
は
、
全
て
祭
祀
担
当
氏
族
と
し
て
の
伝
統
を
有
す
る
人
々
で
あ
る
。

御
巫
も
令
制
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
そ
の
意
味
で

こ
れ
ら
四
人
が
こ
の
行
幸
に
供
奉
す
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
よ
う
だ
が
、
意

外
に
も
彼
ら
は
天
皇
の
親
供
儀
礼
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
さ
し
た
る
役
割
り
を

負
っ
て
い
な
い
。
神
事
の
場
の
近
く
に
侍
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
彼
ら
が
行
幸
に
列
す
る
理
由
は
、
行
幸
か
ら
親
供
儀
礼
に
至
る
行
事

系
列
の
中
か
ら
は
見
出
し
え
ず
、
こ
れ
以
前
に
既
に
終
っ
て
い
る
鎮
魂
祭
や
班

幣
と
の
関
係
で
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
行
事

を
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

と
も
か
く
、
廻
立
殿
か
ら
嘗
殿
ま
で
の
行
幸
が
内
廷
機
構
関
係
者
と
神
祇
官

関
係
者
の
供
奉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
た

だ
し
大
臣
一
人
が
卜
定
を
経
ず
に
小
忌
服
を
着
て
供
奉
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
が
、
他
の
太
政
官
会
議
構
成
員
が
供
奉
し
な
い
こ
と
や
、
車
持
氏
等
の
供
奉

を
令
制
以
前
の
一
般
的
行
幸
形
態
の
遺
制
的
残
存
と
考
え
う
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
大
臣
の
供
奉
は
令
制
以
後
の
創
始
と
考
え
う
る
。
こ
の
点
は
後
述
し
よ
う
。

大
嘗
祭
で
の
出
御
行
幸
は
、
人
的
構
成
上
、
太
政
官
会
議
構
成
員
を
中
心
と

す
る
前
段
と
、
内
廷
機
構
及
び
神
祇
官
関
係
者
を
中
心
と
す
る
後
段
と
に
分
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
新
嘗
祭
の
場
合
は
前
述
の
如
く
一
段
階
で
済
ん
で
し
ま
う
。

そ
れ
は
大
嘗
祭
の
廻
立
殿
ま
で
の
行
幸
と
同
一
形
態
で
あ
っ
て
、
中
臣
氏
以
下

の
神
祇
官
関
係
者
は
出
御
以
前
に
所
定
の
座
に
つ
い
て
し
ま
い
、
車
持
氏
以
下

の
内
廷
機
構
関
係
者
も
負
名
氏
た
る
が
故
の
固
有
の
役
割
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
新
嘗
祭
の
出
御
行
幸
に
は
供
奉
し
な
い
の
で
あ
る
。

内
廷
機
構
関
係
者
と
神
祇
官
関
係
者
の
行
幸
参
加
が
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
分
化

一
一
一
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以
後
に
大
嘗
祭
で
の
象
開
始
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
両
祭
の
分
化
過
程

の
中
で
新
嘗
祭
で
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

れ
は
直
接
に
は
神
嘉
殿
の
創
建
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
と

し
て
も
、
何
故
神
嘉
殿
は
一
段
階
の
行
幸
で
済
ん
で
し
ま
う
構
造
で
建
て
ら
れ

た
の
か
、
或
い
は
一
段
階
で
済
ん
で
し
ま
う
な
ら
何
故
そ
こ
に
上
記
の
人
々
が

加
わ
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、
省
略
の
方

向
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
の
全
体
的
祭
儀
構
造
の
中
で
、
嘗
殿
ま
で
の
出
御

過
程
は
周
辺
部
の
璃
末
な
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
い
か
に
見
え
る
。
殊
に
本
義
論

的
な
発
想
か
ら
す
れ
ば
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
祭
の
祭
儀
構
造
の
歴
史

的
変
遷
を
問
題
と
す
る
場
合
、
本
節
の
検
討
結
果
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
い
か
な
る
人
々
が
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
神
祇
官
関
係
者
の

他
に
内
廷
機
構
関
係
者
と
太
政
官
会
議
に
代
表
さ
れ
る
外
廷
機
構
関
係
者
と

を
、
「
い
か
な
る
形
で
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
官
職
た
る
故
の
官
位

制
的
原
理
に
よ
る
供
奉
か
、
あ
る
氏
族
た
る
故
の
族
姓
的
原
理
に
よ
る
供
奉
か

と
い
う
区
別
を
、
以
下
の
検
討
に
お
け
る
作
業
概
念
と
し
て
呈
示
し
う
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

一
一

本
節
で
は
、
廻
立
殿
で
の
行
事
と
、
仮
に
「
神
座
等
献
上
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
行
事
と
を
中
心
に
検
討
す
る
。

前
述
の
如
く
天
皇
は
廻
立
殿
に
お
い
て
最
後
の
沐
浴
を
行
う
。
こ
の
行
事
に

つ
い
て
、
ま
ず
『
儀
式
』
は
「
戌
刻
、
鴬
輿
廻
立
殿
二
御
ス
。
主
殿
寮
浴
湯
ヲ

伽

供
ス
。
即
チ
祭
服
ヲ
着
シ
テ
大
嘗
宮
二
御
ス
」
と
記
す
。
主
殿
寮
の
供
奉
の
み

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
江
匡
房
の
『
江
記
』
で
は
、
水

と
湯
を
混
ぜ
、
天
皇
の
背
中
を
摩
る
の
は
佐
衛
門
佐
の
藤
原
顕
隆
の
役
割
と

⑫

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
が
降
っ
て
『
建
武
年
中
行
事
』
に
な
る
と
、
こ
の

役
割
り
は
中
納
言
藤
原
山
蔭
の
子
孫
が
担
当
す
る
と
い
う
伝
統
が
成
立
し
て
い

⑬

る
。
か
か
る
傾
向
は
源
高
明
の
『
西
宮
記
』
に
「
侍
臣
ノ
中
、
故
実
ヲ
伝
フ
ル

⑭

者
、
御
湯
二
入
ル
ー
供
奉
ス
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
情
況
が
進
展
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
本
来
は
主
殿
寮
が
全
て
担
当
し
て
い
た
行
事
の
う
ち
の

特
定
重
要
部
分
が
、
「
侍
臣
」
を
経
て
、
藤
原
氏
の
特
定
の
門
流
に
固
定
化
し

て
い
っ
た
様
子
が
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
行
事
に
関
す
る
直
接
的

史
料
か
ら
遡
り
う
る
の
は
、
平
安
初
期
ま
で
は
主
殿
寮
の
ゑ
に
よ
っ
て
供
奉
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
関
連
し
て
い
わ
ゆ
る
「
天
羽
衣
」
に
つ
い
て
若
干
論
及
し
て
お
く
。

天
皇
が
沐
浴
す
る
際
に
着
す
る
湯
帷
を
「
天
羽
衣
」
と
呼
ぶ
。
か
か
る
呼
称
の

初
見
は
、
西
郷
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
西
宮
記
』
ま
で
降
る
よ
う

⑬

だ
が
、
こ
れ
も
廻
立
殿
以
後
の
天
皇
の
行
為
を
全
て
「
高
天
原
」
で
の
行
為
と

み
る
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
は
か
か
る
呼
称

及
び
行
事
自
体
が
ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
前
述
の

「
葉
薦
」
と
同
様
、
特
定
氏
族
に
よ
る
供
奉
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
天
羽
衣
」
は
縫
殿
寮
が
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
は

「
高
天
原
」
観
念
と
天
皇
の
神
事
が
結
合
し
た
時
期
に
関
わ
る
の
で
軽
率
に
は

断
定
し
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
成
立
が
内
廷
官
司
機
構
の
成
立
以
後
で

あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
え
よ
う
。
廻
立
殿
が
「
カ
イ
リ
ュ
ウ
デ
ン
」
と
音
読
承

さ
れ
て
相
当
和
訓
を
持
た
ぬ
こ
と
も
、
廻
立
殿
で
の
行
事
自
体
が
都
城
制
の
成

一
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立
と
不
可
分
の
関
係
で
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
の
沐
浴
の
行
事
は
例
年
の
新
嘗
祭
に
お
い
て
も
神
嘉
殿
の
「
寝
殿
」
で
同

様
に
行
な
わ
れ
た
。
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
に
共
通
す
る
行
事
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
行
事
が
令
制
以
前
か
ら
の
古
い
伝
統
を
有
す
る
こ
と
に

直
結
し
な
い
。
「
高
天
原
」
観
念
と
強
く
結
び
つ
い
た
こ
れ
ら
の
行
事
を
無
前

提
に
令
制
以
前
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

さ
て
、
例
年
の
新
嘗
祭
で
は
、
天
皇
の
神
嘉
殿
出
御
に
供
奉
し
た
小
忌
の
官

人
達
に
よ
る
も
う
ひ
と
つ
の
行
事
が
、
天
皇
の
「
神
殿
」
入
御
に
先
だ
っ
て
実

施
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
掃
部
寮
が
中
和
院
南
門
外
に
準
備
し
た
神
座
の
畳
や
坂

枕
、
打
払
筥
な
ど
を
神
嘉
殿
の
「
神
殿
」
ま
で
運
び
上
げ
る
と
い
う
行
事
で
あ

る
。
行
事
内
容
を
比
較
的
詳
細
に
伝
え
る
『
江
家
次
第
』
に
よ
っ
て
こ
こ
で
の

役
割
分
担
を
み
る
と
、
中
納
言
以
上
一
人
が
打
払
筥
を
、
参
議
と
弁
と
が
坂
枕

を
、
そ
の
他
の
人
々
Ｉ
侍
従
、
少
納
言
、
史
、
大
舎
人
な
ど
Ｉ
が
畳
を
、
そ
れ

鯛

ぞ
れ
運
ぶ
と
い
う
。
誰
が
何
を
持
つ
か
な
ど
の
行
事
の
細
部
に
は
史
料
間
に
異

同
が
あ
る
が
、
納
言
や
参
議
と
い
っ
た
太
政
官
会
議
構
成
員
を
主
と
す
る
行
事

で
あ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
く
形
式
的
に
で
は
あ
る
が
神
嘉

殿
の
神
座
等
は
小
忌
の
太
政
官
会
議
構
成
員
に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
る
形
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
事
を
「
神
座
等
献
上
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

大
嘗
祭
の
場
合
は
、
十
二
世
紀
初
頭
の
『
江
記
』
に
よ
る
と
、
神
座
は
天
皇

の
出
御
以
前
に
敷
設
し
て
し
ま
う
場
合
と
新
嘗
祭
同
様
に
「
神
座
等
献
上
」
を

⑰

経
る
場
合
と
二
通
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
世
的
な
変
化
で
、

「
神
座
等
献
上
」
を
行
な
わ
な
い
形
が
元
来
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
『
儀
式
』
に
は
「
既
ニ
シ
テ
掃
部
寮
、
白
端
ノ
御
畳
ヲ
以
テ
席
ノ

⑱

上
二
加
へ
、
坂
枕
ヲ
以
テ
畳
ノ
上
二
施
ス
」
と
あ
っ
て
、
掃
部
寮
が
独
自
に
行

っ
て
お
り
、
前
後
の
文
脈
か
ら
こ
れ
が
天
皇
出
御
以
前
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が

知
れ
る
し
、
ま
た
延
喜
掃
部
式
に
は
「
酉
ノ
剋
、
官
人
已
下
掃
部
已
上
ノ
ト
食

ル
人
十
人
、
御
座
等
ノ
物
ヲ
持
チ
テ
大
嘗
宮
北
門
ヨ
リ
入
り
、
白
端
御
帖
十
一

枚
・
布
端
御
坂
枕
一
枚
ヲ
悠
紀
正
殿
ノ
中
央
二
鋪
ス
。
叉
、
打
払
布
一
條
ヲ
設

９０

ク
」
と
あ
っ
て
、
掃
部
寮
官
人
が
予
め
鋪
設
し
て
し
ま
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
平
安
初
期
ま
で
は
、
大
嘗
祭
嘗
殿
の
神
座
は

掃
部
寮
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
翻
せ
ば
「
神
座
等
献
上
」
は
行
な

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
大
嘗
祭
に
お
い
て
「
神
座
等
献
上
」

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
を
確
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
そ
れ
が
大
嘗

祭
の
平
安
朝
的
変
質
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

さ
て
、
「
神
座
等
献
上
」
の
形
式
性
か
ら
見
て
も
、
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
の
分

化
以
前
に
は
い
わ
ゆ
る
大
夫
会
議
の
構
成
員
に
よ
る
「
神
座
等
献
上
」
が
実
施

さ
れ
て
い
た
が
両
祭
の
分
化
に
伴
っ
て
大
嘗
祭
で
は
実
施
さ
れ
な
く
な
り
平
安

朝
に
な
っ
て
復
活
し
た
と
い
う
よ
う
に
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
見
て

も
、
内
廷
官
司
の
一
つ
た
る
掃
部
寮
が
独
自
に
準
備
し
て
し
ま
う
形
態
が
両
祭

の
分
化
以
前
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
神
座
等
献
上
」
は
両
祭

の
分
化
以
後
に
新
嘗
祭
に
の
み
付
加
さ
れ
た
行
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で

も
、
両
祭
の
分
化
に
伴
う
祭
儀
構
造
の
変
化
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

新
嘗
祭
の
場
合
は
「
神
座
等
献
上
」
に
続
い
て
縫
殿
寮
が
縫
製
し
た
神
衣
が

神
座
の
八
重
畳
の
上
に
置
か
れ
て
「
神
殿
」
内
の
準
備
が
全
て
完
了
す
る
。
大

嘗
祭
の
場
合
は
、
同
じ
く
縫
殿
寮
の
「
衾
単
」
が
悠
紀
殿
の
八
重
畳
の
上
に
置

か
れ
る
他
に
、
神
祇
官
人
に
率
い
ら
れ
た
神
服
宿
禰
が
繕
服
案
を
、
ま
た
神
祇

一
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祭
儀
は
神
饅
行
立
か
ら
天
皇
親
祭
の
神
事
へ
と
続
い
て
い
く
。
本
節
で
は
こ

の
過
程
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
天
皇
親
祭
の
神
事
で
あ
る
が
、
こ
の
神
事
自
体
の
意
味
と
形
態
の
変

働

化
に
つ
い
て
は
既
に
検
討
を
加
え
て
お
い
た
。
本
稿
で
は
供
奉
形
態
に
つ
い
て

の
ゑ
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
天
皇
自
身
の
神
事
た
る

こ
と
を
最
大
の
特
徴
と
す
る
行
事
で
あ
っ
て
、
直
接
に
供
奉
す
る
の
は
釆
女
だ

け
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
神
事
の
次
第
も
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
と
同
一
で
あ

る
。
か
か
る
点
か
ら
ゑ
て
、
令
制
の
前
後
で
親
供
儀
礼
の
供
奉
構
造
に
大
き
な

官
の
忌
部
氏
が
阿
波
国
の
忌
部
氏
の
献
上
し
た
鹿
服
案
を
、
悠
紀
殿
の
「
神
座

上
」
に
置
い
て
準
備
が
終
る
。
「
神
座
上
」
と
は
言
っ
て
も
八
重
畳
の
上
で
は

⑩

な
く
嘗
殿
の
隅
に
案
に
入
れ
た
ま
ま
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

⑳

神
服
宿
禰
と
は
伊
勢
国
の
神
服
神
社
の
神
官
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
阿

波
の
忌
部
氏
と
と
も
に
地
方
豪
族
層
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
大
嘗
祭
に
限
っ
て

地
方
豪
族
の
献
上
し
た
神
衣
が
嘗
殿
内
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
で

あ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
一
一
キ
タ
エ
・
ア
ラ
タ
エ
と
も
に
案
に
納
め
ら
れ
た

ま
ま
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
縫
殿
寮
の
「
衾
単
」
は
、
新
嘗
祭
と
同
様
、
八
重

畳
の
上
に
敷
き
の
べ
ら
れ
る
か
ら
、
同
じ
く
「
神
衣
」
で
あ
り
な
が
ら
扱
わ
れ

方
に
差
が
あ
る
。
両
祭
に
共
通
す
る
縫
殿
寮
の
も
の
が
い
わ
ゆ
る
マ
ド
コ
オ
ブ

ス
マ
に
相
当
す
る
古
い
要
素
で
あ
っ
て
、
’
一
キ
タ
エ
・
ア
ラ
タ
エ
は
新
嘗
祭
と

大
嘗
祭
の
分
化
以
後
に
大
嘗
祭
に
の
み
付
加
さ
れ
た
新
し
い
要
素
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
天
皇
の
神
事
の
周
辺
に
神
衣
献
上
と
い
う
形
で
地
方

豪
族
二
氏
が
包
摂
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

変
化
が
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
両
祭
の
中
心
行
事
で

あ
る
こ
の
神
事
は
令
制
以
前
の
形
態
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
み

な
せ
る
。

で
は
、
神
供
儀
礼
に
最
も
近
い
行
事
た
る
神
餓
行
立
の
構
造
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
天
皇
の
神
事
に
用
い
ら
れ
る
神
撰
や
土
器
等
は
、
天
皇
の
嘗
殿
入
御
と
前

後
し
て
、
行
列
を
な
し
て
運
ば
れ
る
。
こ
れ
が
一
般
に
神
餓
行
立
と
呼
ば
れ
る

行
事
で
あ
る
。

平
安
朝
史
料
に
お
い
て
は
神
餓
行
立
の
参
加
者
及
び
役
割
分
担
と
も
に
新
嘗

・
大
嘗
両
祭
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
予
め
指
摘
し
て
お
い
て
、
『
儀
式
』
そ

燭

の
他
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
参
加
者
で
あ
る
が
、
内
廷
機
構
関
係

者
と
神
祇
官
関
係
者
と
に
大
別
で
き
る
の
で
、
前
者
の
方
か
ら
順
次
検
討
し
て

い
〃
く
、
。

（
マ
マ
）

行
立
の
先
頭
に
立
つ
の
は
「
火
炬
」
を
執
る
「
膳
夫
伴
造
」
で
あ
る
。
延
喜

例

大
嘗
祭
式
で
は
「
内
膳
司
膳
部
伴
造
」
と
な
っ
て
い
る
。
実
名
を
あ
げ
た
史
料

が
見
出
せ
ず
、
断
定
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
内
膳
司
膳
夫
の
一
人
と
考
え
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
特
定
氏
族
の
供
奉
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
列
す

燭

る
の
は
、
削
木
を
持
っ
た
釆
女
朝
臣
で
あ
る
。
宮
内
省
の
釆
女
司
は
、
大
同
三

（
八
○
八
）
年
に
中
務
省
の
縫
殿
寮
に
統
合
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
弘
仁
三
（
八

一
二
）
年
に
復
置
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
釆
女
氏
自
身
は

そ
の
よ
う
な
官
司
の
廃
置
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
名
の
如
く
後
宮
の
釆
女
を
掌

っ
て
き
た
伝
統
に
よ
っ
て
、
神
撰
の
主
要
部
分
を
捧
げ
持
つ
釆
女
達
を
率
い
る

形
で
供
奉
し
続
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
関
係
は
内
膳
司
の
高
橋
朝
臣
・

安
曇
宿
禰
と
膳
部
達
の
間
に
よ
り
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
立
に
参
加

す
る
高
橋
・
安
曇
両
氏
は
内
膳
司
の
官
人
た
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
両

一
一
ハ



氏
が
内
膳
司
の
負
名
氏
た
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
も
令
制
以
前
か
ら
の
供
奉
形
態
を
残
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
主
水
司
関

係
の
水
取
連
一
人
と
水
部
一
人
に
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
を
認
め
え
よ
う
。
最

後
に
、
宮
内
省
造
酒
司
の
伴
部
た
る
酒
部
四
人
が
列
し
て
白
酒
黒
酒
を
運
ぶ

が
、
こ
こ
に
は
伴
造
的
地
位
の
負
名
氏
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
が
内
廷
機
構
関
係
の
人
々
で
あ
る
が
、
総
じ
て
そ
の
供
奉
形
態
は
伴
造

的
地
位
の
負
名
氏
と
伴
部
的
集
団
の
組
み
合
わ
せ
を
原
則
と
す
る
傾
向
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
は
令
制
以
前
か
ら
の
伝
統
的
供
奉
形
態
を
受
け
継
い
で
い
る
た

め
と
解
す
る
以
外
に
あ
る
ま
い
。

こ
れ
に
対
し
て
神
祇
官
関
係
者
と
い
う
の
は
、
実
は
宮
主
卜
部
一
人
だ
け
な

の
だ
が
、
こ
ち
ら
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
。

延
喜
臨
時
祭
式
の
規
定
に
よ
る
と
、
宮
主
卜
部
は
神
祇
官
の
卜
部
の
う
ち
か

ら
卜
術
に
優
れ
た
も
の
を
選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
神
祇
官
の

伴
部
た
る
卜
部
そ
の
も
の
は
、
伊
豆
、
壱
岐
、
対
馬
の
卜
部
集
団
か
ら
選
取

し
、
在
京
の
者
は
「
卜
術
絶
群
」
で
な
い
限
り
職
く
任
用
し
な
い
た
て
ま
え
に

“

な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
後
世
吉
田
家
が
世
襲
す
る
こ
と
に
な
る
宮
主
卜
部
で

あ
る
が
、
平
安
朝
以
前
の
段
階
で
は
氏
族
と
し
て
の
卜
部
氏
そ
の
も
の
が
未
成

立
で
あ
っ
て
、
宮
主
卜
部
の
職
も
卜
部
氏
と
い
う
氏
族
が
世
襲
し
た
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
宮
主
と
い
う
職
名
の
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
（
七
○

四
）
年
二
月
癸
亥
条
の
「
神
祇
官
ノ
大
宮
主
、
長
上
ノ
例
二
入
ル
」
で
あ
る

が
、
こ
の
記
事
は
、
宮
主
と
い
う
職
が
こ
の
時
に
設
置
さ
れ
て
同
時
に
待
遇
が

決
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
、
既
に
存
在
し
て
い
る
宮
主
の
待
遇
を

番
上
官
か
ら
長
上
官
に
格
上
げ
し
た
だ
け
と
も
、
い
ず
れ
と
も
解
釈
で
き
る
。

宮
主
と
い
う
名
称
が
令
制
以
前
に
存
在
し
た
か
否
か
も
確
定
で
き
な
い
の
で
あ

》
（
》
Ｏ

そ
こ
で
、
視
点
を
変
え
て
宮
主
卜
部
が
天
皇
の
親
供
儀
礼
や
或
い
は
広
く
新

嘗
・
大
嘗
両
祭
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て

み
よ
う
。
ま
ず
『
儀
式
』
は
、
宮
主
が
神
饒
行
立
に
「
鬘
檸
ヲ
着
ケ
、
竹
杖
ヲ

働

執
」
る
と
い
う
姿
で
参
加
す
る
こ
と
を
記
す
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
役
割
に

つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
『
江
記
』
に
よ
る
と
、
行
立
の
後
、
宮
主

倒

が
最
初
に
嘗
殿
内
に
入
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
代
は
更
に

降
る
が
『
宮
主
秘
事
口
伝
』
に
は
、
「
此
ノ
竹
杖
ヲ
以
テ
、
神
膳
ノ
次
第
、
釆

働

女
二
指
シ
教
へ
シ
ム
ル
也
」
と
あ
っ
て
、
神
饅
供
進
の
次
第
を
教
示
す
る
と
い

う
重
要
な
役
割
り
を
負
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
江
記
』
の
記
事
も
こ
の

よ
う
な
役
割
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え
て
始
め
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
少
く
と
も
平
安
後
期
に
は
宮
主
が
釆
女
達
に
神
撰
供
進
の
次
第
を
教
示
す

る
と
い
う
慣
習
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
宮
主
の
か
か
る
役
割
は
い
か
な
る
由
来
を
も
つ
の
か
。
こ
こ
で

「
竹
杖
」
が
改
め
て
問
題
に
な
る
。
『
宮
主
秘
事
口
伝
』
の
記
述
で
は
神
撰
供

進
の
次
第
を
教
え
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
一
般
に
神
事
に

お
け
る
杖
は
神
の
よ
り
し
ろ
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
「
竹
杖
」
に
そ
の
よ
う

な
意
味
は
な
い
の
か
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
宮
主
卜
部
が
親
供
儀
礼
使

用
稲
の
卜
定
に
直
接
関
与
し
、
殊
に
大
嘗
祭
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
抜
穂
使
と
し

て
斎
国
に
派
遣
さ
れ
て
現
地
の
総
監
督
の
任
に
あ
た
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

延
喜
大
嘗
祭
式
か
ら
引
け
ば
「
八
月
上
旬
、
官
二
申
シ
テ
宮
主
一
人
、
卜
部
三

人
ヲ
差
シ
、
発
遣
ス
。
両
国
各
二
人
。
其
ノ
ー
人
ヲ
稲
実
卜
部
ト
号
シ
、
一
人

例

ヲ
祢
宜
卜
部
ト
号
ス
」
と
い
う
。
宮
主
卜
部
は
こ
の
稲
実
卜
部
に
任
じ
ら
れ
た

に
相
違
な
い
。
事
実
へ
平
安
末
の
史
料
で
あ
る
が
『
山
槐
記
』
に
宮
主
卜
部
が

一

七



本
節
で
は
出
御
以
前
の
準
備
行
事
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
国
郡
卜
定
を
と
り
あ

げ
て
検
討
す
る
。

神
撰
に
用
い
る
新
穀
は
両
祭
と
も
に
卜
定
に
よ
っ
て
供
出
地
が
決
定
さ
れ

神
餓
行
立
か
ら
親
供
儀
礼
へ
と
続
く
過
程
は
、
天
武
朝
以
前
に
お
い
て
は
内

廷
機
構
の
人
々
の
ゑ
に
よ
っ
て
供
奉
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
逆
に
言
え

ば
、
こ
の
部
分
の
供
奉
構
造
は
、
律
令
国
家
形
成
期
に
宮
主
卜
部
の
参
加
が
始

ま
る
と
は
い
え
、
そ
の
大
枠
に
お
い
て
は
令
制
以
前
の
族
姓
的
原
理
に
よ
る
供

奉
形
態
を
濃
厚
に
残
存
さ
せ
た
ま
ま
平
安
朝
祭
式
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
ょ

シ
呵
〆
◎

０１

悠
紀
国
の
稲
実
卜
部
に
任
ぜ
ら
れ
た
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
結
論
の

承
述
べ
れ
ば
、
宮
主
卜
部
は
悠
紀
国
の
穀
霊
の
よ
り
ま
し
的
な
存
在
と
し
て
行

立
に
参
加
し
、
そ
の
故
に
釆
女
に
よ
る
神
撰
供
進
を
も
監
督
し
え
た
の
だ
と
思

倒

わ
れ
る
。

以
上
の
如
く
考
え
う
る
と
す
れ
ば
、
大
嘗
と
新
嘗
を
問
わ
ず
畿
外
公
田
に
斎

田
が
卜
定
さ
れ
た
天
武
朝
が
、
宮
主
な
い
し
は
そ
の
前
身
の
卜
部
が
神
撰
行
立

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
後
述
の
如
く
例
年

の
新
嘗
祭
の
親
供
儀
礼
使
用
稲
が
畿
内
官
田
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
抜

穂
使
も
派
遣
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
、
宮
主
卜
部
の
行
立
参
加
は
両
祭
に
残
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
主
卜
部
が
神
祇
官
関
係
者
と
し
て
た
だ
一
人
、

内
廷
機
構
関
係
者
に
ま
じ
っ
て
、
神
撰
行
立
に
参
加
す
る
由
来
は
以
上
の
如
く

考
え
ら
れ
る
。

四

一
八

る
。
そ
の
際
、
大
嘗
祭
で
は
畿
外
稲
を
、
新
嘗
祭
で
は
畿
内
稲
を
卜
定
供
出
せ

し
め
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
れ
は
重
要
な
相
違
点
だ

が
、
国
郡
卜
定
を
ひ
と
つ
の
儀
式
と
し
て
み
た
場
合
、
な
お
見
逃
せ
な
い
相
違

が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
、
国
郡
卜
定
の
実
際
を
概
観
し
て
お
き

た
い
。大

嘗
祭
の
国
郡
卜
定
は
八
月
に
実
施
さ
れ
る
。
『
儀
式
』
に
は
「
大
臣
、
勅

ヲ
奉
り
、
神
祇
官
ヲ
召
シ
、
密
封
シ
テ
悠
紀
主
基
国
郡
ヲ
卜
定
セ
シ
ム
。
奏
画

働

詑
レ
バ
即
チ
其
ノ
国
二
下
知
ス
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
臣
が
勅
命
に
よ
っ

て
神
祇
官
に
卜
定
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
の
結
果
は
上
奏
を
経
た
後
に
斎
国
に

伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
藤
原
公
任
の
『
北
山
抄
』
は
も
う
少
し
詳
細

で
、
大
臣
が
勅
を
奉
じ
て
ま
ず
「
諸
卿
」
に
悠
紀
主
基
両
斎
国
を
決
め
さ
せ
、

天
皇
に
奏
上
し
た
後
、
大
臣
が
自
ら
国
郡
名
を
書
い
て
外
記
に
封
ぜ
し
め
、
軒

廊
に
召
し
た
神
祇
官
人
達
に
卜
定
さ
せ
て
い
る
。
同
書
の
挙
げ
る
実
例
で
は
、

承
平
元
（
九
三
一
）
年
の
国
郡
ト
定
の
時
は
藤
原
忠
平
が
悠
紀
主
基
各
二
郡
ず

つ
を
大
弁
に
書
か
せ
て
卜
定
さ
せ
て
お
り
、
天
慶
九
（
九
四
六
）
年
に
は
藤
原

“

実
頼
が
悠
紀
近
江
四
郡
と
主
基
備
中
二
郡
を
自
書
し
て
卜
定
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
記
事
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
「
諸
卿
」
が
両
斎
国
を
決
定
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
勿
論
、
悠
紀
は
近
江
に
、
主
基
は
丹
波
な
い
し
備
中
に
固
定
し
て

い
く
寛
平
九
（
八
九
二
）
年
以
後
の
行
事
次
第
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
な
決
定

に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
次
に
注

意
す
べ
き
は
、
両
斎
国
内
の
全
郡
を
卜
定
す
る
の
で
は
な
く
、
大
臣
が
国
郡
名

を
自
書
な
い
し
外
記
等
に
書
か
せ
る
こ
と
で
卜
定
候
補
地
の
選
択
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
北
山
抄
』
の
大
嘗
祭
国
郡
卜
定
に
お
い
て
は
、
大
臣
以

下
の
太
政
官
会
議
構
成
員
が
卜
定
候
補
地
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
る
と
い
う
重



要
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
儀
式
』
の
記
事
に
戻
る
と
、
「
大
臣
、
勅
ヲ
奉
り
：
．
：
．
密
封
シ

テ
．
：
」
と
い
う
簡
潔
な
表
現
の
背
後
に
も
大
臣
に
よ
る
卜
定
候
補
地
選
定
と
い

う
事
実
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
段
階
で
は
斎
国
候
補
地
も

同
時
に
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
国
郡
ト
定
が
候
補
地
を
あ
げ
な
い

無
作
為
卜
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
も
見
出
せ
ず
、
神
祇
官
の
卜
部

が
担
当
す
る
の
は
候
補
地
の
適
否
を
決
め
る
単
な
る
呪
的
行
為
と
し
て
の
卜
占

に
す
ぎ
ず
、
太
政
官
会
議
構
成
員
が
卜
定
候
補
地
を
決
定
す
る
の
が
平
安
朝
を

通
じ
て
の
原
則
的
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
少
く
と
も

平
安
朝
に
お
い
て
は
、
大
嘗
祭
国
郡
ト
定
の
儀
式
構
造
に
は
太
政
官
会
議
構
成

員
が
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
組
孜
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
年
の
新
嘗
祭
の
場
合
に
は
、
白
酒
黒
酒
に
用
い
る
米
と
御
飯
に
炊
く
米
と

は
別
々
に
卜
定
さ
れ
る
。
延
喜
造
酒
式
及
び
同
宮
内
式
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
九

月
二
日
に
造
酒
司
庁
舎
に
、
後
者
は
十
月
二
日
に
大
炊
寮
庁
舎
に
、
宮
内
省
官

人
と
神
祇
官
官
人
が
赴
い
て
こ
れ
も
国
郡
単
位
で
卜
定
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て

両
卜
定
と
も
に
卜
定
結
果
は
宮
内
省
か
ら
内
侍
を
経
て
奏
上
さ
れ
、
太
政
官
を

鯛

経
由
し
な
い
。
例
年
の
新
嘗
祭
で
は
太
政
官
会
議
構
成
員
は
卜
定
に
一
切
関
与

せ
ず
、
単
に
結
果
を
知
ら
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

儀
式
構
造
面
か
ら
大
嘗
・
新
嘗
両
祭
の
国
郡
卜
定
を
承
る
と
き
、
そ
の
最
も

顕
著
な
相
違
点
は
太
政
官
会
議
構
成
員
の
関
与
の
有
無
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
次
の
問
題
は
か
か
る
違
い
の
由
来
で
あ
る
が
、
大
嘗
・
新

嘗
両
祭
の
親
供
儀
礼
使
用
稲
の
違
い
が
こ
こ
で
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

先
述
の
如
く
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
、
大
嘗
祭
に
は
畿
外
稲
を
、
新
嘗
祭
に

は
畿
内
稲
を
用
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
相
違
を
そ
の
点
の
み
に
求
め
る
の
は

実
は
正
確
で
は
な
い
。
大
嘗
祭
で
は
畿
外
の
公
田
稲
が
、
新
嘗
祭
で
は
畿
内
の

官
田
稲
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
余
り
重
視
さ
れ
ず
に
見
逃
さ
れ

て
き
た
よ
う
だ
が
、
天
皇
の
神
事
に
用
い
る
稲
が
天
皇
供
御
田
稲
か
そ
れ
以
外

の
一
般
公
田
稲
か
と
い
う
相
違
は
や
は
り
看
過
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
大
嘗
祭

で
は
畿
外
公
田
稲
を
用
い
、
新
嘗
祭
で
は
畿
内
官
田
稲
を
用
い
る
と
い
う
形
で

相
違
し
て
い
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
理
解
を
ふ
ま
え
て
、

以
下
に
こ
の
相
違
の
由
来
を
考
え
て
承
よ
う
。

ま
ず
、
天
武
紀
の
記
事
か
ら
、
天
武
五
、
六
年
の
頃
に
は
例
年
の
新
嘗
祭
で

も
畿
外
公
田
稲
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
そ
の
後
、
い
つ
の
頃

に
か
例
年
の
新
嘗
祭
に
は
畿
内
官
田
稲
を
用
い
る
平
安
朝
的
形
態
が
成
立
す
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
か
。
こ
の
点
、
確
実
な
史
料
を
欠
く
の
だ
が
、
一

世
一
度
の
大
嘗
祭
は
「
国
司
」
が
統
轄
し
、
例
年
の
新
嘗
祭
は
、
「
所
司
」
即

ち
神
祇
官
が
統
轄
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
神
祇
令
大
営
条
が
参
考
に
な
る
。

こ
の
条
文
は
大
宝
神
祇
令
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
だ
が
、
か
か

る
条
文
が
成
立
す
る
背
景
と
し
て
例
年
の
新
嘗
祭
の
親
供
儀
礼
使
用
稲
が
畿
内

官
田
稲
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
え
よ
う
。
従
っ
て
、
天
武
朝
後
半
か
ら

文
武
朝
初
年
ま
で
の
間
に
、
例
年
の
新
嘗
祭
に
は
畿
内
官
田
Ｉ
厳
密
に
は
そ

の
前
身
た
る
屯
田
ｌ
の
稲
を
用
い
る
慣
習
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
持
統
朝
を
そ
の
画
期
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
新
嘗
祭
の
天
武
朝
的
形
態
は
そ
れ
以
前
の
形
態
を
受
け
継
ぐ
も
の
か

そ
れ
と
も
こ
の
時
期
に
特
有
の
形
態
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
令
制
以

前
は
供
御
田
稲
に
限
ら
れ
て
い
た
が
天
皇
現
神
思
想
の
昂
揚
す
る
天
武
持
統
朝

に
至
っ
て
公
田
稲
に
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
令
制

以
前
に
は
供
御
田
以
外
の
稲
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
持
統
朝
に
至
っ
て
供
御
田

一
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稲
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
持
統
朝
に
お
け
る
天

皇
供
御
田
稲
へ
の
限
定
は
実
は
天
武
朝
以
前
の
形
態
が
復
活
し
た
も
の
と
考
え

ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
大
嘗
と
新
嘗
が
用
語
的
に
も
行
事
的
に
も
分
化
す
る
以

前
に
既
に
使
用
稲
の
相
違
が
発
生
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
天
武
朝
以

前
の
親
供
儀
礼
使
用
稲
は
全
て
供
御
田
稲
を
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
。
従
っ
て
親
供
儀
礼
に
畿
外
稲
を
用
い
る
の
は
天
武
朝
に
特
有
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
以
後
の
大
嘗
祭
の
形
態
と
な
っ
て
残
存
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
国
郡
卜
定
に
太
政
官
会
議
構
成
員
が
関
与
す
る

か
否
か
と
い
う
相
違
の
由
来
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
結
論
の
み
述
べ
れ
ば
、
親
供

儀
礼
使
用
稲
が
広
く
畿
外
公
田
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
天
武
朝
初
年
が
、

国
郡
卜
定
に
太
政
官
会
議
が
関
与
す
る
平
安
朝
大
嘗
祭
的
形
態
が
成
立
す
る
契

機
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
太
政
官
会
議
が
存
在
し
た
か
否

か
は
な
お
不
確
実
で
あ
る
し
、
太
政
官
会
議
構
成
員
が
卜
定
候
補
地
を
予
め
選

定
す
る
点
に
大
嘗
祭
国
郡
卜
定
の
平
安
朝
的
特
質
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
皇
椎

力
が
相
対
的
に
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
時
期
に
平
安
朝
的
特
質
を
も
つ

卜
定
の
儀
式
構
造
が
成
立
し
て
い
た
か
疑
問
が
残
る
。
従
っ
て
、
大
嘗
祭
国
郡

卜
定
に
太
政
官
会
議
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
契
機
は
天
武
朝
に
あ
る
が
、
平

安
朝
的
特
質
を
も
つ
儀
式
構
造
の
確
立
定
着
は
や
や
時
代
が
降
る
と
ゑ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
確
立
定
着
の
時
期
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
持
統
紀
以

下
の
国
史
に
は
史
料
と
な
る
記
事
を
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
令
の
条
文
中
に
参

考
と
な
る
事
実
を
求
め
る
と
、
ま
ず
神
祇
令
で
は
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
と
太
政
官

機
構
と
の
関
係
は
中
国
直
輸
入
と
い
っ
て
大
過
な
い
斎
戒
規
定
に
よ
っ
て
し
か

的

示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
宝
令
で
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
祈
年
祭
・
月
次
祭

の
班
幣
に
際
す
る
「
百
官
」
の
神
祇
官
参
集
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
親
供
儀
礼
と
太
政
官
機
構
と
の
関
係
が
大
宝
令
制
定
当
時
で
は
未
確

定
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
大
嘗
祭
国
郡
卜
定
に
太
政
官
会
議
構
成
員

が
関
与
す
る
慣
習
も
未
成
立
だ
っ
た
と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
公
式
令
論

奏
式
に
は
「
大
祭
祀
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
大
嘗
祭
が
こ
の
「
大
祭
祀
」
に

該
当
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
太
政
官
会
議
が
大
嘗
祭
に
関
与
し

う
る
法
的
根
拠
が
大
宝
令
条
文
中
に
存
在
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
天
武
朝
を
画
期
と
し
て
、
八
世
紀
の
前
半
に
は
大
嘗
祭

の
国
郡
卜
定
に
太
政
官
会
議
構
成
員
が
関
与
す
る
慣
習
が
確
立
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

推
定
の
多
い
論
証
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
大
嘗
祭
は
畿
外
公
田
稲
を
用
い

て
そ
の
卜
定
に
太
政
官
会
議
が
関
与
し
、
新
嘗
祭
は
畿
内
官
田
稲
を
用
い
て
そ

の
卜
定
に
太
政
官
会
議
は
関
与
し
な
い
と
い
う
平
安
朝
祭
式
に
お
け
る
相
違
の

由
来
を
、
私
は
以
下
の
如
く
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
天
武
朝

よ
り
前
代
の
親
供
儀
礼
は
供
御
田
稲
の
み
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
供
出
地
卜
定
に

い
わ
ゆ
る
大
夫
会
議
が
関
与
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
天
武
朝
に
な

る
と
、
例
年
の
新
嘗
祭
で
も
畿
外
公
田
稲
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ

に
太
政
官
会
議
が
供
出
地
卜
定
に
関
与
す
る
契
機
が
生
じ
た
。
と
こ
ろ
が
持
統

朝
に
至
っ
て
古
い
慣
習
が
復
活
し
、
例
年
の
新
嘗
祭
で
は
畿
内
官
田
稲
を
用
い

る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
供
出
地
卜
定
に
太
政
官
会
議
が
関
与
す
る
理
由

も
消
滅
し
た
。
一
方
、
持
統
朝
以
後
も
大
嘗
祭
の
ゑ
は
畿
外
公
田
稲
を
用
い
る

慣
習
が
存
続
し
、
供
出
地
卜
定
に
太
政
官
会
議
が
関
与
す
る
慣
習
が
確
立
し
て

い
っ
た
。
概
略
以
上
の
如
く
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
本
節
で
は
、
嘗
殿
儀
仗
の
構
造
と
い
わ
ゆ
る
「
八
開
手
」
の
拝
礼
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
大
嘗
宮
の
儀
仗
か
ら
見
て
い
こ
う
。
『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
石
上
・

榎
井
の
二
氏
各
二
人
は
内
物
部
を
率
い
て
大
嘗
宮
南
北
の
門
に
「
神
楯
戟
」
を

立
て
る
。
楯
は
丹
波
国
の
楯
縫
氏
が
、
戟
は
紀
伊
国
の
忌
部
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
製

作
し
た
。
伴
・
佐
伯
の
二
氏
各
二
人
は
南
門
外
左
右
の
胡
床
に
着
し
、
南
門
の

開
閉
を
掌
る
。
近
衛
・
兵
衛
・
衛
門
の
各
衛
府
は
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
場
所
に
分

国
郡
卜
定
に
つ
い
て
は
な
お
も
う
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
ト
定
の
月
日
で
あ
る
。
大
嘗
祭
で
は
八
月
上
旬
、
新
嘗
祭
で
は
九

月
二
日
と
十
月
二
日
を
原
則
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
平
安
朝
の
慣
行
で
あ
る

が
、
天
武
五
年
の
新
嘗
祭
で
の
国
郡
卜
定
で
も
九
月
丙
戌
に
ト
定
結
果
の
奏
上

帥

が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
に
卜
定
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
天
武
朝
以
後
の
国
郡
卜
定
は
八
月
か
ら
十
月
の
こ
ろ
に
実
施
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
九
月
中
旬
の
神
宮
神
嘗
祭
で
は
収
穫
さ
れ
た
稲
が
い
わ
ゆ
る
「
懸

税
」
と
し
て
奉
納
さ
れ
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
国
郡
ト
定
の
時
期
は
、
ま
も
な
く

収
穫
か
或
い
は
既
に
収
穫
の
終
っ
て
い
る
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
令
制
の
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
は
農
耕
儀
礼
の
系
譜
を
も
ち
な
が
ら

⑬

も
、
在
地
の
農
耕
過
程
を
ほ
ぼ
切
り
捨
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
嘗
祭
で
は
抜

穂
使
が
派
遣
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
名
の
通
り
収
穫
行
事
以
後
に
関
わ
る
の

で
あ
っ
て
、
耕
作
過
程
の
主
要
部
分
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
何
故
切
り
捨
て
え
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
後
述
し
よ

戸
、
ノ
○

五

陣
す
る
。
隼
人
司
は
隼
人
を
率
い
て
朝
集
堂
前
に
列
立
し
、
人
々
の
参
入
に

際
し
て
呪
術
的
な
吠
声
を
発
す
る
。
中
務
省
の
輔
・
丞
は
同
省
の
内
舎
人
と
大

舎
人
寮
を
率
い
、
宮
内
省
の
輔
・
丞
は
殿
部
と
掃
部
を
率
い
、
と
も
に
「
威
儀

倒

物
」
を
執
っ
て
陣
列
す
る
。
以
上
が
大
嘗
宮
儀
仗
の
概
略
で
あ
る
。

さ
て
、
成
立
の
遅
れ
る
近
衛
府
は
一
応
除
外
す
る
と
し
て
、
令
制
軍
事
機
構

の
成
立
に
つ
い
て
は
直
木
孝
次
郎
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
利
用
さ
せ
て

い

い
た
だ
く
と
、
衛
門
府
や
兵
衛
府
は
令
制
以
前
の
軍
事
機
構
を
再
編
し
て
成
立

し
た
こ
と
、
及
び
両
衛
府
の
主
な
兵
力
供
給
源
が
中
央
・
地
方
の
豪
族
層
で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
主
に
農
民
兵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
衛
士
府

と
は
出
身
階
層
の
異
な
る
兵
力
な
の
で
あ
る
。
ち
な
ゑ
に
、
衛
門
府
の
門
部
は

門
号
十
二
氏
族
か
ら
、
同
じ
く
内
物
部
は
物
部
氏
系
氏
族
か
ら
補
任
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
兵
衛
府
の
兵
衛
は
中
央
下
級
貴
族
と
国
造
級
地

方
豪
族
を
供
給
源
と
し
て
い
た
。
内
務
省
の
内
舎
人
や
大
舎
人
寮
の
大
舎
人
に

つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
氏
族
単
位
で
儀
仗
に
加
わ
る
石
上
・
榎

井
・
大
伴
・
佐
伯
の
四
氏
も
令
制
以
前
か
ら
の
軍
事
氏
族
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
令
制
以
前
の
嘗
殿
に
警
備
体
制
が
敷

か
れ
な
か
っ
た
と
も
、
上
述
の
人
々
以
外
の
何
も
の
か
が
警
備
を
担
当
し
た
と

も
考
え
難
い
か
ら
、
『
儀
式
』
の
伝
え
る
上
述
の
如
き
儀
仗
体
制
は
、
衛
府
機

構
の
成
立
に
伴
う
変
化
を
被
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
基
本
構
造
は
令
制
以

前
の
形
態
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
。
直
木
氏
も
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
武
天
皇
の
大
嘗
祭
で
は
榎
井
倭
麻
呂
が
「
大
楯
」

を
、
大
伴
手
拍
が
「
楯
桙
」
を
立
て
て
お
り
、
『
儀
式
』
的
形
態
が
確
立
す
る

い

の
は
天
平
十
四
年
の
朝
賀
以
後
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
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れ
も
直
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
孝
徳
天
皇
の
即
位
式
に
お
い
て
は

後
の
右
大
臣
大
伴
長
徳
は
近
江
の
地
方
豪
族
出
身
の
犬
上
建
部
君
と
と
も
に
金

倒

の
靱
を
負
っ
て
即
位
壇
の
左
右
に
立
っ
た
と
い
う
。
犬
上
建
部
氏
は
門
号
十
二

氏
族
の
ひ
と
つ
で
、
当
時
す
で
に
中
央
氏
族
化
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
直

倒

木
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
中
央
氏
族
化
し
て
い
た
に
せ
よ
大
伴
氏
と
は

比
較
に
な
ら
ぬ
弱
小
氏
族
で
あ
る
。
そ
の
両
者
が
同
一
の
任
に
つ
い
て
い
る
こ

と
は
や
は
り
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
『
儀
式
」
『
延
喜
式
」
等
の
平
安

朝
史
料
に
よ
れ
ば
元
日
朝
賀
及
び
即
位
式
と
大
嘗
祭
の
儀
仗
は
ほ
ぼ
同
一
形
態

で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
上
記
の
記
事
は
そ
こ
に
至
る
一
局
面
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
大
化
か
ら
天
平
に
至
る
広
い
意
味
で
の
律
令
国
家

形
成
期
に
は
中
央
大
氏
族
間
の
役
割
分
担
が
確
立
し
き
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、

中
小
氏
族
に
よ
る
氏
族
単
位
の
供
奉
が
官
司
単
位
の
供
奉
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅

し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
楯
戟
を
献
上
す
る
丹
波
の
楯
縫
氏
と
紀
伊
の
忌
部
氏
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
令
制
以
後
に
始
る
慣
行
で
あ
る
と
い
う
史
料
も
な
く
、
令
制
以
前
か
ら

の
伝
統
に
基
い
て
調
進
し
て
い
る
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
嘗
宮
儀
仗
参
加
者
の
う
ち
、
残
る
の
は
宮
内
省
官
人
に
率
い
ら
れ
た
殿
部

と
掃
部
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
執
る
「
威
儀
物
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
の

か
。
掃
部
に
つ
い
て
は
明
確
な
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、
殿
部
に
つ
い

て
は
延
喜
主
殿
式
に
正
月
元
日
の
調
度
と
し
て
ゑ
え
る
「
梅
杖
」
「
紫
織
」

㈱

「
紫
蓋
」
「
菅
撒
」
「
菅
蓋
」
が
大
嘗
祭
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
こ
れ
ら
は

大
陸
風
の
装
飾
物
で
あ
っ
て
、
内
廷
機
構
の
負
名
氏
の
供
奉
で
あ
る
か
ら
古
い

伝
謝
を
有
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
比
較
的
に
新
し
く
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
可
能
性
を
留
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
、
大
嘗
宮
儀
仗
に
即
し
て
そ
の
特
徴
と
由
来
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次

に
こ
こ
で
も
新
嘗
祭
と
の
比
較
を
試
み
よ
う
。
新
嘗
祭
に
つ
い
て
『
儀
式
』
は

節
会
の
次
第
し
か
伝
え
な
い
の
で
、
同
じ
く
『
儀
式
』
の
「
神
今
食
祭
事
」
項

㈱

や
『
延
喜
式
』
『
江
家
次
第
』
等
に
よ
っ
て
概
観
す
る
。
ま
ず
、
衛
府
機
構
が

儀
仗
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
が
、
内
舎
人
や
大
舎
人
の
儀
仗
参

加
を
伝
え
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
儀
仗
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
隼
人
の
吠
声
も
節
会
で
の
群
官
参
入
に
際
し
て
は
行
な
わ
れ
て
い
る

が
、
卯
日
夜
に
は
行
な
わ
れ
な
い
。
石
上
・
榎
井
両
氏
が
楯
桙
を
立
て
る
と
い

う
行
事
も
な
く
、
第
二
節
で
述
べ
た
「
神
座
等
献
上
」
の
際
の
中
和
院
南
門
の

開
閉
は
後
宮
の
閏
司
が
掌
っ
て
お
り
、
大
伴
・
佐
伯
両
氏
は
関
与
し
て
い
な

い
。
宮
内
省
関
係
者
も
儀
仗
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
中
和
院
儀
仗

は
衛
府
機
構
の
ゑ
が
担
当
し
、
そ
の
南
門
の
開
閉
は
後
宮
の
閏
司
が
掌
る
の
で

企
め
｝
ブ
（
〉
Ｏ

こ
れ
は
本
来
は
大
嘗
宮
儀
仗
の
如
く
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
が
例
年
の
新
嘗

祭
で
は
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
殊
に
石
上
氏
以

下
四
氏
に
よ
る
氏
族
単
位
の
供
奉
が
新
嘗
祭
に
は
な
い
こ
と
は
、
族
姓
的
原
理

に
よ
る
供
奉
か
ら
官
司
制
的
原
理
に
よ
る
供
奉
へ
と
新
嘗
祭
が
整
備
さ
れ
た
結

果
、
大
嘗
祭
に
の
ゑ
古
い
形
態
が
残
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
う
ま
く
説
明
で
き

そ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
嘗
宮
儀
仗
に
参

加
す
る
人
々
の
全
て
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
は
史
料
的
に
も
困
難
な
の
で
、

こ
こ
で
は
上
記
四
氏
の
供
奉
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

天
皇
の
祭
祀
に
あ
る
氏
族
が
供
奉
す
る
よ
う
に
な
る
時
期
を
推
定
す
る
場
合

、
一
般
に
は
、
そ
の
氏
族
が
中
央
朝
廷
で
地
歩
を
築
き
活
躍
す
る
よ
う
に
な
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る
時
期
を
も
っ
て
あ
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
ひ
と
つ
の
方
法

で
あ
る
が
、
か
か
る
方
法
が
妥
当
性
を
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
令
制
以
前
の
天

皇
の
新
嘗
の
祭
り
の
供
奉
構
造
や
機
能
が
令
制
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
っ
た
と
い

う
証
明
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
来
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
と

思
う
し
、
そ
の
反
証
は
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
が
自
ず
と
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
祭
儀
の
平
安
朝
的
形
態
か
ら
令
制
以
前
の
天
皇
の
祭
り
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
ち
な
ゑ
に
、
皇
極
紀
元
年
十
一
月
丁
卯
条
の
「
新
嘗

ス
。
是
ノ
日
、
皇
子
・
大
臣
、
各
自
新
嘗
ス
」
と
い
う
記
事
も
、
そ
の
詳
細
を

知
り
え
な
い
に
せ
よ
、
ま
た
後
の
知
識
に
よ
る
書
紀
編
者
の
修
交
で
あ
る
可
能

性
を
留
保
す
る
に
せ
よ
、
大
化
以
前
の
新
嘗
の
祭
り
が
令
制
以
後
の
も
の
と
は

異
質
で
あ
っ
た
事
実
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

上
記
四
氏
の
供
奉
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
聖
武
天
皇
の
代
に
な
っ
て
始
め
て

四
氏
の
役
割
分
担
が
確
定
し
て
い
る
事
実
、
後
に
は
衛
門
府
の
門
部
に
吸
収
さ

れ
て
し
ま
う
犬
上
建
部
氏
が
大
伴
氏
と
同
格
の
役
割
を
分
担
し
て
い
る
事
実
、

そ
し
て
新
嘗
祭
に
は
な
い
と
い
う
事
実
を
出
発
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
即
ち
、
通
説
的
な
理
解
に
従
え
ば
四
氏
の
儀
仗
参
加
も
五
、
六
世
紀
ま
で

遡
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
む
し
ろ
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
が
分
化
し
て

い
く
律
令
国
家
形
成
期
に
大
嘗
祭
に
の
ゑ
新
た
に
付
加
さ
れ
た
行
事
で
あ
る

㈱

と
考
え
る
。
令
制
以
前
の
嘗
殿
儀
仗
は
い
わ
ゆ
る
門
号
十
二
氏
族
や
兵
衛
府
の

前
身
た
る
兵
衛
た
ち
が
担
当
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
問
題
の

四
氏
が
前
述
の
如
き
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
氏
族
が
大
和
政
権
の

軍
事
機
構
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
伝
統
を
踏
ま
え
た
、
中
央
貴
族
優
遇
措
置
の

一
環
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

嘗
殿
儀
仗
に
つ
い
て
は
以
上
に
と
ど
め
、
最
後
に
い
わ
ゆ
る
「
八
開
手
（
ヤ

ヒ
ラ
デ
）
」
の
拍
手
に
つ
い
て
論
じ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
要
す
る
に
「
度
別
八

遍
」
の
拍
手
を
四
度
繰
り
返
す
と
い
う
特
殊
な
拍
手
で
あ
り
、
大
忌
官
人
達
が

大
嘗
宮
南
門
外
に
列
立
し
て
行
な
っ
た
。
『
儀
式
』
に
よ
っ
て
そ
の
次
第
を
追

う
と
「
皇
太
子
以
下
五
位
以
上
、
庭
中
ノ
版
一
一
就
キ
、
鮠
キ
テ
拍
手
ス
ル
コ
ト

四
度
（
割
注
略
）
。
六
位
以
下
、
亦
、
是
ノ
加
ク
ス
（
割
注
略
）
。
詑
レ
バ
退
出

㈹

ス
。
唯
シ
五
位
以
上
〈
退
キ
テ
帳
ノ
座
二
就
ク
」
と
あ
る
。
延
喜
大
嘗
祭
式
も

同
文
で
あ
る
が
、
皇
太
子
は
東
南
椛
門
か
ら
、
親
王
は
西
門
か
ら
、
大
臣
以
下

は
南
門
Ｉ
会
昌
門
Ｉ
か
ら
参
入
す
る
と
い
う
。
隼
人
が
吠
声
を
発
す
る
の
は
こ

の
時
で
あ
る
。
参
入
の
後
、
五
位
以
上
は
大
嘗
宮
南
門
前
に
列
立
し
、
六
位
以

下
は
暉
章
・
修
式
両
堂
の
後
ろ
に
列
立
す
る
。
拍
手
の
順
序
は
、
皇
太
子
が
先

ず
拍
手
し
、
次
に
五
位
以
上
が
拍
手
し
、
最
後
に
六
位
以
下
の
人
々
が
拍
手
す

る
。
一
般
の
大
忌
官
人
達
は
天
皇
の
神
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
嘗
殿
の
外
で
こ

の
特
殊
な
拍
手
を
す
る
こ
と
で
天
皇
の
神
事
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
鮠
い
て

の
特
殊
な
拍
手
で
あ
り
、
言
わ
れ
る
加
く
に
天
皇
を
神
と
し
て
拝
し
て
い
る
と

み
る
以
外
に
あ
る
ま
い
。

そ
う
だ
と
し
て
、
こ
こ
に
は
氏
族
制
的
な
要
素
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
皇
太

子
を
除
け
ば
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
五
位
以
上
と
六
位
以
下
の
明
快
な
差
別
の
承

で
あ
る
。
律
令
国
家
の
官
位
制
的
身
分
秩
序
の
原
理
構
造
が
視
覚
化
さ
れ
つ

つ
、
一
律
に
天
皇
一
人
を
神
と
し
て
拝
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
行
事
も
例
年
の
新
嘗
祭
で
は
行
な
わ
れ
な
い
。
大
嘗
祭
に
の
み
新
た

に
付
加
さ
れ
た
行
事
で
あ
る
可
能
性
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
承
平
二
（
九

三
二
）
年
、
朱
雀
天
皇
の
大
嘗
祭
で
は
「
刀
祢
不
参
ニ
依
り
、
少
納
言
一
人
ヲ

以
テ
五
位
二
備
へ
、
外
記
・
史
ヲ
以
テ
六
位
二
備
フ
ト
云
々
」
と
い
う
情
況
で
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あ
っ
た
こ
と
が
『
北
山
抄
』
か
ら
知
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
上
述
の
可
能
性
を

支
持
す
る
。
天
皇
権
力
の
高
揚
期
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
行
事
が
、
そ
の
後
、

形
骸
化
し
て
い
っ
た
様
子
を
看
取
し
え
よ
う
。

な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
六
位
以
下
」
の
範
囲
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は

明
確
に
述
べ
ら
れ
た
史
料
が
見
あ
た
ら
な
い
。
上
記
引
用
の
『
北
山
抄
』
に
は

「
刀
祢
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
荷
田
在
満
の
『
大
嘗
会
儀
式
具

釈
』
に
「
刀
祢
と
は
諸
の
長
上
の
官
を
云
ふ
。
百
官
主
典
以
上
は
皆
長
上
の
官

紬

な
り
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
れ
ば
、
在
京
の
者
に
限
ら
れ
よ
う
が
諸
司
の
四

等
官
以
上
、
即
ち
狭
義
の
官
人
の
全
て
を
対
象
と
す
る
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
諸
史
料
に
六
位
以
下
の
下
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
の
行

事
が
創
出
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
理
念
上
で
は
、
全
官
人
を
対

象
と
し
て
い
た
こ
と
の
影
響
が
残
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
十
世
紀
前
半
に
お
い
て
実
態
は
す
で
に
上
述
の
如
く
で
あ
り
、
翻
っ
て
創
出

当
初
に
お
い
て
も
如
何
ほ
ど
の
機
能
を
果
た
し
え
た
か
も
疑
わ
し
い
。
五
位
以

上
の
い
わ
ゆ
る
貴
族
層
を
主
な
参
加
者
に
想
定
し
た
行
事
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
も
あ
れ
、
大
忌
の
一
般
官
人
を
参
加
者
と
し
て
、
律
令
国
家
の
官
位
制
身

分
秩
序
を
視
覚
化
せ
し
め
つ
つ
天
皇
一
人
を
神
と
し
て
拝
す
る
と
い
う
原
理
的

構
造
を
も
つ
行
事
が
大
嘗
祭
に
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

平
安
朝
の
大
嘗
祭
が
全
朝
廷
的
な
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
私
も
承
知
し
て
い

る
。
即
ち
、
国
郡
卜
定
と
同
時
に
、
大
嘗
祭
の
諸
行
事
を
全
体
と
し
て
統
轄
す

る
「
悠
紀
主
基
両
所
検
校
」
が
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
下
に
悠
紀
、
主
基
そ
れ
ぞ
れ

の
「
行
事
」
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議

ま
と
め

各
一
人
か
ら
構
成
さ
れ
、
後
者
は
四
位
五
位
の
官
人
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
下
に
は
、
「
出
納
所
預
」
や
「
斎
場
所
預
」
な
ど
の
「
所
々

預
」
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
五
位
六
位
の
実
務
官
人
が
あ
て

“

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
し
仮
に
こ
れ
が
令
制
以
前
の
新
嘗
の
祭
り
に
大
夫
会
議
が
関
与

し
、
外
廷
機
構
を
挙
げ
て
供
奉
し
て
き
た
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
だ
と
す
る

と
、
本
稿
の
立
論
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
既
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
で
な
い
こ
と
は
本
稿
の
論
証
の
中
か
ら
自
ず
と
理
解
さ
れ
よ
う

が
、
な
お
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
根
拠
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
神
祇
令
大

嘗
条
の
「
凡
ソ
大
嘗
〈
、
世
毎
一
年
、
国
司
事
行
へ
。
以
外
〈
年
毎
二
所
司
行

ご
と
い
う
条
文
で
あ
る
。
先
述
の
如
く
大
宝
神
祇
令
に
も
同
文
が
存
在
し
た

こ
と
が
推
定
で
き
る
か
ら
、
大
宝
令
制
定
当
時
の
大
嘗
祭
統
轄
責
任
が
太
政
官

会
議
で
は
な
く
斎
国
々
司
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
検
校
以
下

の
臨
時
官
が
大
嘗
祭
に
の
み
設
け
ら
れ
て
例
年
の
新
嘗
祭
に
は
な
い
こ
と
や
、

ま
た
前
述
の
如
く
大
嘗
・
新
嘗
両
祭
と
太
政
官
機
構
と
の
関
係
を
規
定
し
た
条

文
が
神
祇
令
に
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
検
校
や
行
事
と
い
う
臨
時
官
の
設
置
が

大
宝
令
制
定
以
後
に
始
る
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
本
稿
に
よ
っ
て
知
り
え
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
承

」
‐
圭
涯
、
ノ
Ｏ

ま
ず
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
と
も
に
、
祭
祀
全
体
の
核
と
な
る
天
皇
親
祭
の
神

事
は
同
一
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
神
事
そ
の
も
の
に
不
可
欠

の
、
神
饒
調
理
か
ら
行
立
ま
で
の
行
事
は
内
廷
機
構
関
係
者
を
中
心
に
し
て
供

奉
さ
れ
て
お
り
、
族
姓
的
原
理
に
よ
っ
て
供
奉
さ
れ
て
い
た
令
制
以
前
の
形
態

を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
の
ゑ
注
目
す
れ
ば
、
両
祭
は
令
制
以
前
か

一
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ら
の
古
い
伝
統
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
神
撰
の
主
材
料
た
る

新
穀
の
調
達
過
程
の
う
ち
、
在
地
の
耕
作
過
程
が
両
祭
と
も
に
ほ
ぼ
切
り
捨
て

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
親
供
儀
礼
の
神

話
た
る
天
孫
降
臨
説
話
の
異
説
対
照
か
ら
、
私
は
こ
の
切
り
捨
て
が
行
わ
れ
た

の
は
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
、
即
ち
律
令
国
家
形
成
期
の
こ
と
で
あ

６１

る
と
推
定
し
て
い
る
。
令
制
の
新
嘗
・
大
嘗
両
祭
は
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
収
穫

祭
の
系
譜
を
ひ
く
と
は
い
え
、
既
に
素
朴
な
農
耕
儀
礼
で
は
な
い
。
農
耕
儀
礼

と
し
て
の
意
味
を
背
後
に
潜
ま
せ
て
は
い
る
が
、
極
め
て
政
治
的
な
朝
廷
の
儀

式
と
し
て
の
機
能
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
親
供
儀
礼
の
意
味

を
無
前
提
に
農
耕
儀
礼
に
直
結
さ
せ
る
の
は
国
家
祭
儀
と
し
て
の
本
質
を
見
誤

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
天
皇
親
祭
の
神
事
と
そ
れ
に
不
可
欠
の
行
事
の
周
辺
に
、
官

位
制
原
理
に
よ
っ
て
供
奉
さ
れ
る
行
事
が
両
祭
と
も
に
見
ら
れ
た
。
新
嘗
祭
に

お
け
る
「
神
座
等
献
上
」
の
行
事
、
大
嘗
祭
で
の
国
郡
卜
定
へ
の
太
政
官
会
議

構
成
員
の
関
与
、
同
じ
く
大
嘗
祭
の
「
八
開
手
」
の
拝
礼
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
、
天
武
朝
を
経
た
後
、
太
政
官
機
構
の
形
成
と
同
時
進
行
的

に
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
の
一
方
に
の
ゑ
新
た
に
付
加
さ
れ
た
行
事
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
大
嘗
祭
に
検
校
や
行
事
な
ど
の
臨
時
官
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る

の
も
軌
を
一
に
す
る
趨
勢
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
内
廷
機
構
を
中
心
と
し
て

供
奉
さ
れ
て
い
た
令
制
以
前
の
新
嘗
の
祭
り
は
、
そ
の
周
辺
に
こ
の
よ
う
な
行

事
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
政
官
機
構
に
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
外
廷

機
構
の
人
々
を
包
摂
し
え
た
の
で
あ
る
。
卜
定
を
経
る
こ
と
な
く
小
忌
服
を
着

し
て
行
幸
に
加
わ
る
大
臣
の
姿
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
天
武
朝
以

後
に
進
行
す
る
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
天
皇
の
新
嘗
の
祭

り
は
国
家
祭
祀
と
呼
び
う
る
構
造
を
獲
得
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
大
嘗
祭
の
場
合
に

は
、
少
く
と
も
律
令
国
家
の
初
期
に
お
い
て
は
、
全
官
人
機
構
を
天
皇
の
神
事

の
周
辺
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
窺
え
る
が
、
例
年
の
新
嘗
祭
で
は
か
か

る
志
向
が
見
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
武
朝
以
後
の
大
嘗
祭
と

新
嘗
祭
の
分
化
過
程
に
お
い
て
、
天
皇
の
神
事
の
宗
教
的
意
味
を
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
結
集
軸
と
し
て
全
官
人
層
の
統
合
を
図
る
努
力
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
物

語
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
嘗
祭
に
お
け
る
「
八
開
手
」
の
拝
礼
の
空
洞
化

と
、
大
嘗
祭
で
の
「
神
座
等
献
上
」
の
開
始
な
ど
、
天
皇
の
神
事
と
官
人
機
構
の

結
び
つ
き
が
太
政
官
会
議
構
成
員
の
供
奉
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
の
神
事
の
国
家
祭
祀
化
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
畢
寛
内
廷
の
神
事
か
ら
中
央
貴
族
層
全
体
の
神
事
へ
と
拡
大

さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
嘗
祭
に
の
ゑ
ゑ
ら
れ
る
畿
内
有
力
氏

族
の
供
奉
は
、
各
氏
族
の
令
制
以
前
か
ら
の
伝
統
的
職
掌
を
ふ
ま
え
つ
つ
内
廷

の
神
事
を
貴
族
層
全
体
の
祭
儀
へ
と
止
揚
せ
ん
と
す
る
試
行
錯
誤
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
の
分
化
過
程
は
言
わ
れ
る
如
く
「
儀
式
的
整
備
」
が
加

え
ら
れ
る
過
程
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
表
面
的
形
式
的
な
斉
合
や
装

飾
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
儀
式
的
整
備
」
と
い
う
概
念
で

は
と
ら
え
き
れ
な
い
変
化
が
、
祭
儀
構
造
や
政
治
的
機
能
に
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
儀
式
的
整
備
」
の
背
後
の
本
質
は
、
新
嘗
の
祭
り
が
天
皇
の
宗
教
的

権
威
に
制
度
的
保
証
を
与
え
う
る
祭
儀
へ
と
飛
躍
し
た
点
に
あ
る
と
と
も
に
、

天
皇
の
宗
教
的
権
威
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
結
集
軸
と
し
て
古
代
貴
族
達
を
国
家

に
組
織
し
て
い
く
機
能
を
果
た
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
う
で
あ

一
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れ
ぱ
こ
そ
在
地
の
耕
作
過
程
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
切
り
捨
て
な
が
ら
も
、
天
皇
の

新
嘗
の
祭
り
は
国
家
祭
祀
と
し
て
機
能
し
え
た
の
で
あ
る
し
、
公
家
社
会
の
恒

例
行
事
と
し
て
永
く
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
儀
式
的
整
備
」
は

あ
く
ま
で
も
現
象
形
態
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
、
論
じ
残
し
た
点
や
論
旨
展
開
の
不
十
分
な
点
も
多
い
が
、
政
治
史
や

社
会
経
済
史
の
成
果
の
援
用
を
意
図
的
に
避
け
つ
つ
、
祭
儀
の
構
造
自
体
に
即

し
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
本
稿
の
如
き
は
古
代
祭
祀
研
究
の
前
提
作
業
で
あ

り
、
い
わ
ば
思
想
史
以
前
の
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
こ
の
種
の
作
業
は
殆

ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
敢
え
て
投
稿
し
て
御
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

①
折
口
信
夫
博
士
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
）
一

八
二
頁

②
西
郷
信
綱
氏
「
大
嘗
祭
の
構
造
」
（
『
古
事
記
研
究
』
）
一
三
七
頁

⑧
経
廻
立
殿
北
西
、
入
自
南
戸
、
御
廻
立
殿
〔
不
奏
鈴
、
持
候
。
式
云
、
是

夜
不
警
躁
。
入
御
之
後
、
殊
禁
高
声
。
仁
和
四
年
記
云
、
入
自
南
戸
、
先
御

西
方
御
床
也
〕
。
小
忌
親
王
納
言
参
議
各
一
人
供
奉
如
常
〔
朝
服
上
着
所
司

青
摺
。
会
検
校
丼
合
小
忌
人
、
式
数
外
不
着
小
忌
服
、
在
大
忌
列
之
由
、
見

安
和
元
年
私
記
〕
。
其
外
大
臣
一
人
着
小
忌
服
供
奉
〔
後
日
着
位
砲
〕
。
鈴
櫃

立
左
近
陣
前
屏
帽
内
〔
略
〕
。
大
刀
契
同
候
之
〔
清
凉
抄
云
、
候
否
未
詳
。
而

天
長
以
来
例
、
皆
持
候
也
〕
。
（
『
北
山
抄
』
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
、
四
二

二
頁
、
以
下
『
北
山
抄
』
の
引
用
は
同
書
）

④
群
書
類
従
第
六
輯
、
三
九
五
頁

⑤
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
太
政
官
を
さ
す
場
合
、
本
稿
で
は
太
政
官
会
議
と
呼

び
、
広
義
の
太
政
官
を
さ
す
場
合
は
太
政
官
機
構
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

⑥
通
常
の
行
幸
形
態
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
北
山
抄
』
巻
九
「
行
幸
」
項

注

（
五
四
七
’
八
頁
）
等
を
参
照

例
御
大
嘗
宮
（
中
略
）
。
宮
内
輔
二
人
、
左
右
膝
行
、
以
葉
薦
随
御
歩
、
敷
布

単
上
、
掃
部
允
以
上
二
人
、
従
後
且
巻
〔
人
不
敢
踏
〕
。
車
持
朝
臣
一
人
執

蓋
、
子
部
宿
祢
、
笠
取
直
、
各
一
人
、
共
膝
行
、
執
蓋
綱
〔
内
侍
二
人
候
御

劔
璽
菖
。
寛
和
、
次
将
候
之
〕
。
大
臣
〔
脱
劔
把
笏
〕
率
中
臣
忌
部
、
在
御

前
〔
大
臣
在
中
央
、
中
臣
在
左
、
忌
部
在
右
。
（
中
略
）
〕
・
御
巫
猿
女
左
右

前
行
。
主
殿
官
人
二
人
、
乗
燭
照
路
〔
式
云
、
左
右
小
忌
少
将
各
一
人
前
行

云
々
・
近
代
元
此
例
〕
。
（
『
北
山
抄
』
四
三
頁
）

⑧
西
郷
氏
前
掲
論
文
、
一
四
○
頁
参
照

⑨
掃
部
寮
、
主
殿
寮
の
負
名
氏
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
有
清
氏
「
ヤ
タ
ガ
ラ
ス

伝
説
と
鴨
氏
」
（
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
研
究
篇
』
）
、
井
上
光
貞
氏
「
カ

モ
県
主
の
研
究
」
（
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
）
を
参
照

⑩
凡
御
巫
、
御
門
巫
、
生
嶋
巫
各
一
人
（
割
注
略
）
、
取
庶
女
堪
事
充
之
。

但
考
選
准
散
事
官
人
。
（
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
、
国
史
大
系
本
、
六
八
頁
、

以
下
『
延
喜
式
』
の
引
用
は
同
書
）

⑪
『
儀
式
』
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
、
一
○
七
頁

⑫
主
殿
寮
供
御
湯
。
先
取
下
水
（
割
注
略
）
。
次
入
御
湯
七
度
、
次
御
湯
殿

人
（
左
衛
門
佐
顕
隆
、
於
女
官
孵
、
解
袖
下
重
劔
胡
篠
等
ｌ
中
略
ｌ
原
割

注
）
顕
隆
以
右
手
合
御
湯
（
中
略
）
。
主
上
乍
着
御
帷
、
令
下
御
槽
給
（
中

略
）
。
次
奉
摩
御
背
三
度
。
次
脱
捨
御
帷
於
槽
中
令
上
給
。
（
『
江
記
』
続
々

群
書
類
従
第
五
、
二
七
九
’
八
○
頁
）

⑬
と
の
も
ん
れ
う
御
ゆ
ま
い
ら
す
。
御
舟
に
と
る
也
。
め
す
ほ
ど
に
う
め
た

り
。
そ
の
の
ち
ひ
の
口
よ
り
七
た
び
ま
い
ら
す
。
山
陰
の
中
納
言
子
孫
な
る

く
ら
人
、
御
湯
の
こ
と
を
つ
か
う
ま
つ
る
な
り
。
そ
の
人
な
け
れ
ば
外
せ
き

に
も
末
な
る
又
え
た
り
。
頭
も
し
く
は
五
位
蔵
人
の
中
、
こ
れ
も
山
か
げ
の

末
御
ゆ
殿
に
ま
い
る
。
（
『
建
武
年
中
行
事
』
群
書
類
従
第
六
輯
、
四
六
二

頁
、
六
月
十
一
日
の
項
）

⑭
『
西
宮
記
第
一
』
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
、
一
二
四
頁
「
神
今
食
」
項
、

以
下
『
西
宮
記
』
の
引
用
は
同
書

⑮
西
郷
氏
前
掲
論
文
、
一
四
○
’
三
頁
参
照

一
一
一
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⑯
南
門
前
立
台
（
割
注
略
）
、
積
神
座
（
割
注
略
）
。
Ｉ
中
略
ｌ
小
忌
五
位
以

（
マ
マ
）

上
掃
部
官
人
執
神
座
等
参
上
（
納
言
執
打
払
棲
、
参
議
与
弁
界
板
枕
。
弁
在

西
云
々
。
自
余
界
御
帖
。
四
人
界
短
帖
、
六
人
界
長
帖
云
々
。
以
上
出
自
右

披
門
、
立
南
中
門
西
液
御
棚
東
辺
。
先
洗
手
、
帯
劔
者
解
之
、
只
把
笏
。
衛

府
人
解
弓
箭
劔
等
、
不
放
繕
、
仮
摺
笏
）
。
左
右
次
将
各
一
人
、
脱
兵
具
、

昇
開
神
殿
南
戸
。
納
言
以
下
昇
自
南
階
、
脆
於
戸
外
。
神
祇
官
人
候
戸
内
、

伝
取
供
之
。
此
間
王
卿
以
下
暫
立
階
東
西
。
公
卿
立
西
。
供
畢
引
還
復
本

座
、
次
将
退
下
、
近
衛
閉
門
。
（
『
江
家
次
第
』
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
、

三
○
二
頁
、
以
下
『
江
家
次
第
』
の
引
用
は
同
書
）

⑰
神
座
或
行
事
弁
申
時
以
前
令
敷
。
或
御
廻
立
殿
之
間
、
小
忌
公
卿
参
上
令

敷
如
新
嘗
祭
。
（
『
江
記
』
続
々
群
書
類
従
第
五
、
二
七
八
頁
）

⑱
『
儀
式
』
一
○
○
頁

⑲
酉
剋
、
官
人
已
下
掃
部
巳
上
卜
食
人
十
人
、
持
御
座
等
物
、
自
大
営
宮
北

門
入
、
鋪
白
端
御
帖
十
一
枚
・
布
端
御
坂
枕
一
枚
於
悠
紀
正
殿
中
央
。
叉
設

打
払
布
一
條
（
納
楊
蛍
）
。
（
延
喜
掃
部
式
、
八
四
八
頁
）

⑳
『
儀
式
』
一
○
六
頁
参
照
。
な
お
繕
服
と
歳
服
は
案
に
納
め
ら
れ
た
ま

ま
、
八
重
畳
の
上
で
は
な
く
嘗
殿
の
隅
に
慨
か
れ
る
。
こ
こ
の
「
神
座
」
は

嘗
殿
内
の
畳
の
全
て
を
指
し
て
い
る
。

⑳
川
出
清
彦
氏
『
祭
祀
概
説
』
二
三
八
’
四
二
頁

⑳
拙
稿
「
大
嘗
祭
試
論
」
（
『
日
本
思
想
史
研
究
」
二
）
参
照

な
お
天
皇
親
祭
の
神
事
に
つ
い
て
は
川
出
氏
前
掲
書
に
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。

⑬
亥
一
刻
、
供
御
膳
、
四
刻
撤
之
。
其
次
第
也
、
膳
夫
伴
造
一
人
執
火
炬
前

行
（
提
盆
撲
灰
炭
）
。
次
釆
女
朝
臣
二
人
左
右
分
列
。
次
宮
主
卜
部
一
人
着

鬘
樺
執
行
杖
、
在
道
中
央
。
水
取
一
人
執
海
老
鰭
關
槽
、
次
之
。
水
部
一
人

執
多
志
良
加
、
次
之
。
典
水
二
人
（
一
人
執
巾
筥
、
一
人
執
刀
子
筥
）
、
次

之
。
釆
女
八
人
各
執
供
神
丼
供
御
雑
物
等
、
次
之
。
内
膳
司
高
橋
朝
臣
一
人

執
蝮
汁
漬
、
次
之
。
安
曇
宿
祢
一
人
執
海
藻
汁
漬
、
次
之
。
膳
部
六
人
各
執

供
神
丼
供
御
雑
物
等
、
次
之
。
酒
部
四
人
（
二
人
界
酒
案
、
二
人
界
黒
白
酒

案
）
、
次
之
。
薦
享
已
畢
撤
亦
如
之
。
（
『
儀
式
』
一
○
七
’
八
頁
）

例
延
喜
大
営
祭
式
、
一
五
四
頁

⑮
削
木
に
つ
い
て
は
川
出
氏
前
掲
書
三
三
一
’
二
頁
を
参
照

岡
凡
宮
主
、
取
卜
部
堪
事
者
任
之
。
其
卜
部
、
取
三
国
ト
術
優
長
者
（
伊
豆

五
人
、
壱
岐
五
人
、
対
馬
十
人
）
。
若
取
在
都
之
人
者
、
自
非
卜
術
絶
群
、

不
得
岬
充
。
（
延
喜
臨
時
祭
式
、
六
八
頁
）

⑰
注
⑳
参
照

鴎
供
神
膳
次
第
、
伴
一
人
、
釆
女
朝
臣
一
人
、
相
分
左
右
立
階
前
、
宮
主
取

竹
杖
、
従
南
第
一
間
参
入
。
（
『
江
記
』
二
八
一
頁
）

四
安
江
和
宣
氏
「
校
訂
宮
主
秘
事
口
伝
」
（
同
氏
『
神
道
祭
祀
論
考
』
）
三

二
○
頁

⑳
延
喜
大
嘗
祭
式
、
一
四
四
頁

⑪
『
山
槐
記
三
』
（
増
補
史
料
大
成
詔
）
二
○
五
’
六
頁

⑫
従
来
、
斎
郡
関
係
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
「
稲
実
公
」
や
「
造
酒
童
女
」
の
象

が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
在
地
の
信
仰
や
祭
式
が
王
権
祭
祀
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
過
程
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
天
皇
の
神
事

そ
の
も
の
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
事
実
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
中
央

の
貴
族
達
に
と
っ
て
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
、
や
は
り
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ

る
稲
実
卜
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑬
『
儀
式
』
七
九
頁

鋤
大
臣
奉
勅
〔
天
慶
九
年
、
大
臣
召
陰
陽
寮
、
令
勘
申
其
日
〕
、
先
令
諸
卿
定

申
悠
紀
主
基
両
国
〔
旧
例
、
国
郡
共
卜
。
而
寛
平
九
年
以
後
例
如
之
〕
。
奏

定
後
、
召
神
祇
官
於
軒
廊
〔
先
是
、
仰
外
記
、
令
召
候
〕
、
大
臣
自
害
両
国
郡

名
〔
書
其
国
其
郡
也
〕
、
令
外
記
封
入
萬
給
之
。
卜
詑
返
上
。
召
外
記
令
開

之
、
見
畢
〔
若
両
郡
共
不
合
、
重
書
令
卜
之
〕
。
（
『
北
山
抄
』
四
一
六
頁
）

⑮
右
、
九
月
二
日
、
省
丼
神
祇
官
赴
集
司
家
、
卜
定
。
（
延
喜
造
酒
式
、
八

八
七
頁
）

凡
新
営
祭
所
供
官
田
稲
及
粟
等
、
毎
年
十
月
二
日
、
神
祇
祐
史
各
一
人
、
率

卜
部
、
省
丞
録
各
一
人
、
率
史
生
、
共
向
大
炊
寮
、
卜
定
応
進
稲
粟
国
郡
。

一

一

七



卜
了
省
丞
以
奏
状
、
進
内
侍
。
内
侍
奏
了
下
官
。
官
即
仰
下
。
（
延
喜
宮
内

式
、
七
四
九
頁
）

“
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
、
補
注
６
神
抵
令
Ⅱ
（
五
三
六
’
七
頁
）
参
照

㈱
神
官
奏
日
・
為
新
営
、
卜
国
郡
也
、
斎
忌
（
訓
注
略
）
則
尾
張
国
山
田
郡
、

次
（
訓
注
略
）
丹
波
国
訶
沙
郡
、
並
食
卜
。
（
天
武
紀
五
年
九
月
丙
戌
条
）

⑬
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
倉
林
正
二
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
同
氏
「
大
嘗

祭
の
成
立
」
（
「
古
代
の
日
本
』
２
）

⑲
諸
衛
設
大
儀
、
諸
司
陳
威
儀
物
、
如
元
日
儀
。
但
兵
部
左
右
兵
庫
不
与

焉
。
石
上
榎
井
二
氏
人
各
二
人
（
着
明
服
）
率
内
物
部
冊
人
（
着
紺
布
杉
）

立
大
嘗
宮
南
北
門
神
楯
戟
（
割
注
略
）
。
詑
物
部
分
就
左
右
楯
下
胡
床
（
割
注

略
）
。
伴
佐
伯
氏
人
各
一
人
分
就
南
門
左
右
内
椛
胡
床
。
左
右
近
衞
中
将
已

下
各
引
隊
仗
、
分
衛
大
嘗
宮
。
左
右
兵
衛
督
以
下
各
引
部
隊
、
分
衛
其
方
。

左
右
衛
門
督
以
下
各
引
其
隊
、
分
衛
其
方
及
門
。
門
部
糺
察
諸
門
出
入
。
隼

人
司
率
隼
人
、
分
立
左
右
朝
集
殿
前
、
侍
開
門
、
乃
発
声
。
中
務
輔
丞
率
大

舎
人
寮
及
舎
人
、
宮
内
輔
永
率
主
殿
掃
守
等
寮
及
殿
部
掃
部
等
、
並
公
服
執

威
儀
物
、
左
右
分
陣
。
（
『
儀
式
』
一
○
三
頁
）

⑳
直
木
氏
『
古
代
兵
制
史
の
研
究
』
。
以
下
、
直
木
氏
論
文
か
ら
の
引
用
等

は
全
て
同
書
に
よ
る
。

伽
直
木
氏
前
掲
書
、
一
四
六
頁

，

″
二
七
頁

０

個
〃
六
八
頁

鋤
寮
家
年
科
。
（
中
略
）
正
月
元
日
（
中
略
）
執
威
儀
物
殿
部
、
左
方
十
一

人
。
一
人
執
梅
杖
。
二
人
紫
織
、
三
人
紫
蓋
、
二
人
菅
織
、
三
人
菅
蓋
Ｐ

（
延
喜
主
殿
式
、
八
一
二
’
三
頁
）

㈱
入
御
中
和
門
、
左
右
近
衛
各
一
人
開
中
門
（
趨
入
自
推
門
、
開
之
）
。
（
『
江

家
次
第
』
三
○
一
頁
）
。
天
皇
御
殿
ｌ
中
略
ｌ
近
衛
開
門
。
左
右
次
将
各
一

人
候
左
右
壇
上
（
割
注
略
）
。
大
舎
人
叩
門
（
闘
司
奏
聞
。
唯
伝
宣
、
近
代

無
勅
答
）
（
『
西
宮
記
』
二
一
二
’
二
頁
）

㈱
但
し
、
大
伴
氏
は
門
号
氏
族
の
一
氏
と
し
て
令
制
以
前
か
ら
供
奉
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
平
安
朝
大
嘗
祭
に
お
け
る
よ

う
な
際
立
っ
た
役
割
り
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。

㈹
皇
太
子
以
下
五
位
以
上
就
庭
中
版
、
鮠
拍
手
四
度
（
度
別
八
遍
、
神
語
所

謂
八
開
手
是
也
。
皇
太
子
先
拍
手
、
南
退
。
次
五
位
以
上
拍
手
）
。
六
位
以

下
亦
如
是
（
其
小
斎
人
不
在
拍
限
）
。
（
『
儀
式
』
一
○
七
頁
）

㈹
『
北
山
抄
』
四
二
三
頁

⑲
『
大
嘗
会
儀
式
具
釈
』
（
『
荷
田
全
集
』
七
）
七
四
’
五
頁

い
『
儀
式
』
七
九
’
八
○
頁
参
照

団
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
⑳
前
掲
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

補
注
は
必
要
最
少
限
に
と
ど
め
た
。
挙
ぐ
べ
き
先
学
の
業
績
で
省
略
し
た
も

の
も
多
い
。
末
尾
な
が
ら
、
そ
の
学
恩
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
非
礼
を
お

詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

一

一

八


