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『
古
事
記
伝
』
と
『
姓
氏
録
』
─
本
居
宣
長
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
成
立

─
河
合
　
一
樹

序
　
『
新
撰
姓
氏
緑）

1
（

』
は
、
日
本
古
代
に
お
け
る
氏
族
の
由
来
を
纏
め

た
も
の
で
あ
る
。
万
多
親
王
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
、
上
表
文
に
は
弘

仁
六
年
（
八
一
五
）
七
月
二
十
日
の
日
付
が
あ
る
。
記
紀
の
成
立
か

ら
百
年
遅
れ
、
ま
た
抄
録
し
か
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
は
言

え
、
一
一
八
二
も
の
膨
大
な
氏
族
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
古
代

史
や
記
紀
を
研
究
す
る
際
に
欠
く
事
の
出
来
な
い
基
礎
的
な
文
献
と

し
て
の
価
値
を
有
し
て
い
る
。

　

そ
の
為
、
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
頻
繁
に
『
姓
氏

録
』
に
言
及
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
と
同
じ
く
常
に
手

元
に
置
か
れ
て
お
り）

2
（

、『
古
事
記
』
の
中
に
出
て
く
る
様
々
な
氏
族

に
つ
い
て
の
注
釈
に
お
い
て
大
い
に
活
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
稿

は
個
々
の
場
面
で
『
姓
氏
録
』
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
あ

る
重
要
な
点
に
お
い
て
『
姓
氏
録
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
糸
口
と
し
て
宣
長
の
思
想
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
を
企
図
し

て
い
る
。

　

そ
れ
は
神
武
天
皇
の
時
代
か
ら
欠
史
八
代
ま
で
に
お
け
る
「
ウ
ヂ

カ
バ
ネ）

（
（

」
の
在
り
方
に
つ
い
て
『
古
事
記
伝
』
が
『
姓
氏
録
』
と
異

な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
姓
氏

録
』
の
序
文
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
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65　『古事記伝』と『姓氏録』

両
者
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
訳
で
は
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
大
き
な
相
違
は
注
目
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宣

長
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
回
答
す
る
為
に
は
、『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
に
お
け

る
注
釈
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。『
姓
氏
録
』
序
文
は

允
恭
天
皇
が
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
正
し
た
と
い
う
事
跡
に
言
及
し
て

お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
宣
長
も
食
い
違
う
発
言
を
し
て
い
な
い
。

そ
の
為
、
単
純
に
両
者
を
比
較
す
る
上
で
は
こ
の
箇
所
は
問
題
と
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
は
そ
こ
で
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
つ
い
て
集

中
的
に
注
釈
し
て
お
り
、
強
い
思
想
性
も
観
取
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

允
恭
記
の
注
釈
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
範
囲
を

拡
大
し
、
解
決
へ
と
導
く
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
予
想

さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
企
図
の
下
に
本
稿
で
は
、
第
一
に
『
姓
氏
録
』
序

文
と
『
古
事
記
伝
』
神
武
記
の
相
違
を
指
摘
し
、
第
二
に
そ
れ
が
思

想
的
背
景
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
第
三
に

『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
の
注
釈
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
得

ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
最
終
的
に
宣
長
が
『
姓
氏
録
』
序
文
を
否

定
的
に
捉
え
た
理
由
を
考
究
し
た
い
。

一　
『
姓
氏
録
』
序
文
と
『
古
事
記
伝
』
神
武
記

　

既
に
序
に
お
い
て
、『
姓
氏
録
』
序
文
と
『
古
事
記
伝
』
に
相
違

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
論
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
ま

ず
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先
に
『
姓
氏
録
』

に
つ
い
て
検
討
し
て
か
ら
、『
古
事
記
伝
』
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と

に
す
る
。

蓋
し
聞
く
、
天
孫
襲
に
降
り
西
化
の
時
、
神
代
伊
に
開
け
て
、

書
記
伝
ふ
る
こ
と
靡
し
。
神
武
夏
に
臨
て
東
征
の
年
、
人
物
漸

滋
く
、
梟
師
間
起
る
。
神
剣
下
り
授
け
、
霊
鳥
飛
ぶ
に
洎
て
、

帰
首
星
の
如
く
に
陣
り
、
群
凶
霧
の
如
く
に
散
す
。
明
命
を
膺

受
し
、
中
州
に
光
宅
す
。
泰
階
平
斉
、
海
内
清
謐
な
り
。
既
に

し
て
、
徳
を
謹
み
功
を
考
へ
、
土
を
胙
ひ
氏
を
命
す
。
国
造
県

主
、
始
て
斯
に
号
あ
り
。（『
姓
氏
録
』〈『
神
道
大
系 

姓
氏
録
』〉一
〇

〜
一
一
頁
）

　

序
文
は
、
天
孫
降
臨
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代

に
つ
い
て
は
伝
え
る
記
録
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
本
格
的
な

記
述
は
次
の
神
武
天
皇
の
時
代
か
ら
始
ま
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、
神
武
東
征
の
様
子
を
描
写
し
た
後
に
、「
徳
を
謹
み
功

を
考
へ
、
土
を
胙
ひ
氏
を
命
ず
」
と
言
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
国

造
」「
県
主
」
の
号
が
始
め
て
こ
の
と
き
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。
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な
お
、
こ
の
箇
所
は
、『
日
本
書
紀
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
基

づ
い
て
い
る
。

二
年
春
二
月
甲
辰
乙
巳
。
天
皇
功
を
定
め
賞
を
行
ひ
た
ま
ふ
。

道
臣
命
に
宅
地
を
賜
て
築
坂
の
邑
に
居
ら
し
む
。
以
て
寵
異
た

ま
ふ
。
亦
大
来
目
を
し
て
、
畝
傍
山
西
の
川
辺
の
地
に
居
ら
し

め
た
ま
ふ
。
今
来
目
の
邑
と
号
く
。
是
其
の
縁
也
。
珍
彦
を
以

て
倭
国
造
と
為
す
、
又
弟
猾
猛
に
田
邑
を
給
ひ
、
因
て
猛
田
県

主
と
為
す
。
是
菟
田
主
水
部
が
遠
祖
也
。
弟
礒
城
名
は
黒
速
。

礒
城
県
主
と
為
す
。
復
釼
根
以
て
、
葛
城
国
造
と
為
す
。
又
頭

八
咫
烏
亦
賞
例
に
入
る
。
其
苗
の
裔
は
、
即
ち
葛
野
主
殿
県
主

部
、
是
也
。（『
日
本
書
紀
』〈『
国
史
大
系 
日
本
書
紀 

前
篇
』〉一
三
一

〜
一
三
二
頁
）

　

こ
れ
は
神
武
天
皇
が
東
征
後
に
論
功
行
賞
を
し
た
こ
と
を
述
べ
る

も
の
で
あ
り
、
数
人
に
土
地
を
与
え
る
と
共
に
「
国
造
」
や
「
県

主
」
に
し
た
と
し
て
い
る
。『
姓
氏
録
』
の
序
文
は
こ
の
こ
と
を
も

っ
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
つ
い
て
語
り
始
め
て
い
る
。
そ
の
と
き
の

事
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
よ
り

詳
細
に
追
及
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
初
代
の
神
武
天

皇
の
時
代
に
既
に
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
は
存
在
し
て
お
り
、
天
皇
と
の

関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
見
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
姓
氏
録
』
序
文
は
、
こ
の
後
も
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
「
ウ
ヂ
カ

バ
ネ
」
が
遠
く
ま
で
広
が
っ
た
こ
と
や
允
恭
天
皇
の
時
代
に
「
ウ
ヂ

カ
バ
ネ
」
を
正
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
特
に
、
垂
仁
天
皇
の
記
述
は

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
は
見
え
な
い
興
味
深
い
も
の
で
あ

る
が
、
本
稿
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
既
に
以
上

に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
『
古
事
記
伝
』
が
異
な
っ
た
態
度
を
取

っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
出
来
る
。
そ
の
為
、
以
降
の
記
述
を
確

認
す
る
こ
と
は
省
略
し
て
、『
古
事
記
伝
』
へ
と
話
を
移
し
た
い
。

　
『
古
事
記
伝
』
神
武
記
に
は
明
確
に
『
姓
氏
録
』
と
対
立
す
る
箇

所
を
見
出
せ
る
。『
古
事
記
』
本
文
は
、
神
武
天
皇
が
日
向
に
居
た

頃
に
「
阿
多
の
小
椅
の
君
の
妹
」
を
娶
っ
た
と
い
う
段
で
あ
る
。

阿ア

多タ

は
地ノ

名
に
て
、
薩
摩ノ

国
に
あ
り
、
委
く
は
上
巻
隼ハ

ヤ

人ビ
ト

阿ア

多タ
ノ

君
と
あ
る
下ト

コ
ロ【

伝
十
六
の
四
十
二
葉
】
に
云
る
が
如
し
、【
此コ

コ

の
阿
多
も
、
彼ノ

上
巻
な
る
阿
多ノ

君
と
一ツ

に
て
、
姓
と
こ
そ
聞
え

た
る
に
、
地
名
な
り
と
い
へ
る
は
如イ

カ
ニ何

と
い
ふ
に
、
此ノ

御
代
の

こ
ろ
は
、
い
ま
だ
姓
を
云
る
例
な
け
れ
ば
な
り
、
此ノ

事
猶
次
に

委ク

い
へ
り
、
但シ

此コ
コ

は
な
ほ
地
名
な
が
ら
後
に
姓
と
な
り
つ
れ
ば
、

即チ

彼ノ

阿
多ノ

君
に
て
は
あ
る
な
り
、】（『
記
伝
』、
十
・
四
一
三
）

　

こ
こ
で
宣
長
は
、「
阿
多
小
椅
君
」
と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て

い
る
。「
阿
多
君
」
は
一
見
「
姓
」
の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

こ
の
時
代
に
「
姓
」
を
言
っ
て
い
る
例
は
な
い
の
で
地
名
と
解
す
る

方
が
よ
い
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
続
い
て
「
小
椅
君
」
に
つ
い

て
も
次
の
よ
う
な
注
釈
を
付
け
る
。

さ
て
小
椅ノ

君
は
、
其ノ

地
を
う
し
は
け
る
人
に
て
、
即チ

名
に
負オ

ヘ
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67　『古事記伝』と『姓氏録』

る
な
る
べ
し
、
又
此コ

は
名
に
は
非
ず
し
て
、
阿
多
氏ノ

中
よ
り

別
れ
た
る
一ツ

ノ

姓
の
如
く
に
も
聞
ゆ
め
れ
ど
、
若シ

姓
な
ら
む
に

は
、
必ズ

下
に
其
人
の
名
あ
る
べ
き
に
、
名
を
い
は
で
妹
と
云
る

こ
と
い
か
ゞ
、
某ノ

氏
の
妹
と
は
云
ま
じ
け
れ
ば
な
り
、
又
君
て

ふ
加カ

婆バ

禰ネ

は
、
必
姓
の
下
に
こ
そ
附ク

る
例
な
れ
、
名
の
下
に
は

い
か
ゞ
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
凡
て
加
婆
禰
は
、
元モ

ト

は
其
人
を

尊タ
フ
トみ

て
云
る
よ
り
起オ

コ

れ
る
こ
と
な
り
、
此ノ

御
代
の
こ
ろ
は
、
未ダ

さ
だ
か
に
姓
と
云
物
は
な
か
り
し
こ
と
と
見
ゆ
れ
ば
、
た
ゞ
其ノ

居ス
ミ

処ド
コ

のロ

名
な
ど
を
以
て
、
其ソ

処コ
ノ

君
と
尊
み
呼
る
が
、
世
々
に
伝

は
り
て
、
つ
ひ
に
姓
と
は
な
れ
る
な
り
、（『
記
伝
』、
十
・
四
一

三
）

　

こ
こ
で
は
「
小
椅
君
」
が
「
姓
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
巡
っ
て
よ

り
細
か
く
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
い
く
つ
か
の
反
論
を

想
定
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
全
て
退
け
て
い
る
。
そ
の
最
終
的
な

根
拠
は
「
此
御
代
の
こ
ろ
は
、
未
さ
だ
か
に
姓
と
云
物
は
な
か
り
し

こ
と
と
見
ゆ
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
宣
長
は

神
武
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
存
在
を
否
定
し
て

い
る）

（
（

。

　

加
え
て
、
宣
長
は
『
姓
氏
録
』
が
出
典
と
し
て
い
る
『
日
本
書

紀
』
の
記
述
に
言
及
す
る
際
に
も
、
こ
の
主
張
を
維
持
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
取
り
上
げ
る
の
は
成
務
記
の
「
県
主
」
の
注
釈
で
あ
る
。

○
県ア

ガ

主タ
ヌ

はシ

、
倭ノ

国ク
ヌ
チ内

な
る
を
始
め
、
国
々
に
在ア

る
県
を
掌

ツ
カ
サ
ドれ

る

者
の
号ナ

な
り
、
書
紀
神
武ノ

巻
に
、
給ヒ

テ二

弟オ
ト
ウ

猾カ
シ
ニ

猛タ
ケ

田ダ
ノ

邑ム
ラ

一 ヲ、
因

ス
ナ
ハ
チ

為
二

猛タ
ケ

田ダ
ノ

県
主ト
一、【
こ
は
倭ノ

国
十
市ノ

郡
な
る
、
猛
田
に
て
其ノ

邑

を
賜
ひ
て
其ソ

処コ

に
あ
る
御
県
の
司ツ

カ

とサ

し
賜
へ
る
な
り
、
同
き
猛

田
の
内
に
、
御
県
の
地
と
、
此ノ

人
に
賜
へ
る
地
と
あ
る
な
り
、

此ノ

文
に
依
て
、
県
主
と
云
は
、
た
ゞ
其
地
を
領ウ

シ

けハ

る
者
ぞ
と
勿ナ

思
ひ
ま
が
へ
そ
、】
弟オ

ト

磯シ

城キ

、
名ハ

黒ク
ロ

速ハ
ヤ

、ヲ

為
二

磯シ

城キ
ノ

県
主ト
一

な

ど
見
ゆ
、
神
武
天
皇
の
御
世
よ
り
あ
り
し
物
な
り
、〔
中
略
〕
此コ

レ

も
其ノ

職ツ
カ
サを

、
子ウ

ミ

孫ノ
コ

世ヨ

々ヨ

に
伝
ふ
る
か
ら
に
、
某

ソ
コ
ノ

県
主
と
云フ

、
即チ

姓カ
バ
ネな

り
、（『
記
伝
』、
十
一
・
三
三
二
〜
三
三
四
）

　

先
程
見
た
『
日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
の
論
功
行
賞
の
記
述
を
引

用
し
て
、「
県
主
」
が
そ
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
此
も
其
職
を
、
子
孫
世
々
に
伝
ふ
る
か

ら
に
、
某
県
主
と
云
、
即
姓
な
り
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
見
す
る
と
、「
県
主
」
が
当
初
か
ら
「
姓
」
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、「
阿
多
小
椅
君
」
の
注
釈
に
あ
っ
た
の

と
同
様
に
「
子
孫
世
々
に
伝
ふ
る
」
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
。
む
し
ろ
、
神
武
天
皇
の
時
代
に
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
な
か
っ

た
と
い
う
理
解
が
こ
の
注
釈
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
武
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」

の
在
り
方
を
巡
る
『
姓
氏
録
』
序
文
と
『
古
事
記
伝
』
と
の
対
立
は
、

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
存
在
し
た
か
否
か
と
い
う
極
め
て
単
純
か
つ
根
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本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
長
は
、
当
時
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
な

か
っ
た
と
主
張
す
る
訳
で
あ
る
が
、
一
体
そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
に

成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二　
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
成
立

　

神
武
記
以
後
、『
古
事
記
』
本
文
中
で
「
○
○
が
祖
」
と
い
う
形

で
は
な
く
、
同
時
代
の
事
と
し
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
出
て
く
る
の

は
、
開
化
記
の
婚
姻
記
事
に
お
け
る
「
丹
波
の
大
県
主
、
名
は
由
碁

理
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
宣
長
は
次
の
よ
う
な
注
釈
を
付

け
て
い
る
。

○
大オ

ホ

県ア
ガ

主タ
ヌ
シ、

県
主
の
事
は
、
上
【
伝
七
の
八
十
三
葉
】
に
云
り
、

其ソ
レ

に
大オ

ホ

と
云
は
、
臣オ

ミ

に
大オ

ホ

臣キ
ミ

、
連ム

ラ
ジに

大オ
ホ

連ム
ラ
ジと

云フ

類ヒ

の
例
に
て
加ク

ハ

へ
称タ

タ

へ
た
る
号ナ

な
り
、
朝
倉ノ

宮ノ

段
に
、
志シ

幾キ

之ノ

大
県
主
と
云
も

見
え
、
続
紀
に
は
、
坂ノ

上ノ

大
忌
寸
、
県ノ

犬
養ノ

大
宿
禰
、
陸
奥ノ

大

国
造
な
ど
も
見
え
た
り
、
是レ

ら
皆
同ジ

例
に
て
、
大オ

ホ

は
殊
に
称タ

タ

へ

た
る
も
の
ぞ
、（『
記
伝
』、
十
・
五
二
九
）

　

こ
の
文
章
が
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
成
立
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
県
主
」
と
「
大
県
主
」
と
の

関
係
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
宣
長
は
特
に
問
題
視

す
る
こ
と
な
く
「
大
県
主
」
を
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
と
し
て
受
け
取
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
直
接
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

参
照
指
示
が
為
さ
れ
て
い
る
「
伝
七
の
八
十
三
葉
」
は
、「
右

ミ
ギ
ノ

件ク
ダ
リ

十

九
氏
の
加カ

婆バ

禰ネ

の
事
」（『
記
伝
』、
九
・
三
三
六
）
か
ら
始
ま
る
一
連
の

注
釈
の
末
尾
の
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
神
武
記
で
「
阿
多
小

椅
君
」
と
い
う
表
現
が
お
か
し
い
と
言
っ
て
い
た
の
も
、「
ウ
ヂ
カ

バ
ネ
」
を
伴
う
記
述
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
「
名
は
○
○
」
が
付
く

形
式
が
正
し
い
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
傍
証
と

な
る
。

　

従
っ
て
、
神
武
以
後
開
化
に
至
る
欠
史
八
代
の
内
の
ど
こ
か
で

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
宣

長
は
そ
の
間
の
注
釈
に
お
い
て
特
定
の
時
点
を
以
て
「
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
」
の
成
立
で
あ
る
と
述
べ
て
は
い
な
い
。『
姓
氏
録
』
序
文
と
相

違
す
る
神
武
天
皇
の
時
代
に
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
は
な
か
っ
た
と
い

う
見
解
を
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
幾
分
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
宣
長
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
対

す
る
関
心
の
薄
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
さ

え
充
分
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
理

解
す
る
に
は
神
武
記
の
注
釈
は
あ
ま
り
に
熱
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
宣
長
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
成
立
に
関
す
る
次
の
よ

う
な
発
言
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
意
図
的
に
行
わ
れ
て
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い
る
と
判
断
出
来
る
。『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
の
注
釈
の
一
部
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

○
忤

タ
ガ
ヒ

過
ア
ヤ
マ
テ
ル

は
、
凡
て
氏ウ

ヂ

姓カ
バ
ネは

朝
廷
よ
り
賜
ふ
物
に
し
て
【
其

本
を
推オ

シ

究キ
ハ

め
て
思
へ
ば
、
天ノ

下
の
人
等
の
氏
姓
を
悉

コ
ト
ゴ
トに

朝
廷
よ

り
賜
ふ
べ
き
に
は
非
れ
ば
、
初メ

は
お
の
づ
か
ら
に
定
ま
り
た

る
多
か
る
べ
け
れ
ど
、
既
に
定
ま
り
た
る
上ヘ

に
て
は
、
私
に

は
漫ミ

ダ
リに

せ
ず
、
皆
朝
廷
よ
り
ぞ
治

オ
サ
メ

賜タ
マ

へ
る
、】
い
さ
ゝ
か
も
私

に
す
る
こ
と
能ア

タ

は
ず
、
古ヘ

は
是レ

を
甚イ

ト

重オ
モ

く
し
て
厳

オ
ゴ
ソ
カな

り
し
こ

と
、
世
々
の
史ミ

フ
ミに

見
え
た
る
が
如
し
、
然
は
あ
れ
ど
も
猶ナ

ホ

お

の
づ
か
ら
紛マ

ガ

ひ
て
も
忤タ

ガ

ひ
又
偽イ

ツ
ハる

者
も
あ
り
し
な
り
、（『
記
伝
』、

十
二
・
一
八
六
）

　

こ
こ
で
は
、「
氏
姓
」
が
朝
廷
か
ら
賜
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は

割
注
の
部
分
で
あ
る
。
宣
長
は
そ
こ
で
究
極
的
に
は
、
全
て
の
「
氏

姓
」
が
朝
廷
か
ら
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、「
お

の
づ
か
ら
」
発
生
し
た
も
の
も
多
い
は
ず
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
神
武
記
の
注
釈
に
お
い
て
為
さ
れ
て
い
た
「
た
ゞ
其ノ

居ス
ミ

処ド
コ
ロの

名
な
ど
を
以
て
、
某ソ

コ
ノ処

君
と
尊
み
呼
る
が
、
世
々
に
伝
は
り
て
、
つ

ひ
に
姓
と
は
な
れ
る
な
り
」
と
い
う
主
張
と
深
く
関
係
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
宣
長
に
と
っ
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
は
あ
る
時
突
如
成
立
す
る

も
の
で
は
な
く
、
代
々
同
じ
呼
称
が
続
い
て
い
く
内
に
「
お
の
づ
か

ら
」
生
じ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
対
す
る
理
解
は
、
神
武
記
か
ら

開
化
記
の
間
に
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
成
立
し
た
特
定
の
時
点
を
想
定

し
て
い
な
い
こ
と
と
整
合
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に

宣
長
が
意
図
的
に
『
姓
氏
録
』
と
異
な
っ
た
見
解
を
取
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
同
時
代
と
の
関
わ
り
を

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
問
題
を
宣
長
が
重
要
視

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
。

三　
『
玉
勝
間
』
に
お
け
る
「
姓
氏
の
事
」

　

宣
長
以
前
に
も
儒
者
や
神
道
家
に
よ
る
中
国
の
「
姓
氏
」
や
日
本

の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
巡
る
議
論
が
存
在
し
て
い
た
。
江
戸
期
に
お

い
て
は
、「
正
名
」
と
い
う
こ
と
の
下
に
国
号
や
地
名
や
職
名
な
ど

の
様
々
な
主
題
に
つ
い
て
多
く
の
学
者
が
論
じ
て
お
り
、「
ウ
ヂ
カ

バ
ネ
」
も
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
て
い
る）

5
（

。

　

そ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
宣
長
が
反
応
し
て
い
る
条
が
『
玉
勝

間
』
に
は
い
く
つ
か
あ
る）

（
（

。
た
だ
し
、
そ
の
全
て
を
取
り
上
げ
る
こ

と
は
冗
長
で
あ
る
上
に
、
論
旨
を
不
鮮
明
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ

の
為
、
こ
こ
で
は
第
七
七
条
「
姓
氏
の
事
」
に
つ
い
て
の
み
具
体
的

に
取
り
上
げ
る
。

　

こ
の
条
で
は
ま
ず
、「
姓
」
と
「
苗
字
」
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
、

本
来
全
て
の
人
に
「
姓
」
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て
「
苗
字
」
ば
か
り
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を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
「
姓
」
が
忘
れ
ら
れ
た
為
に
、
人
々
が
好

き
な
よ
う
に
「
姓
」
を
名
乗
る
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
に
続
く
後
半
部
に
、
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
形
で
分
け
て
引
用
す
る
。

さ
て
又
ち
か
き
年
ご
ろ
、
万
葉
ぶ
り
の
歌
を
よ
み
、
古
学
を
す

る
輩
は
、
又
ふ
る
き
姓
を
お
も
し
ろ
く
思
ひ
て
、
世
の
人
の

き
ゝ
も
な
ら
は
ぬ
、
ふ
る
め
か
し
き
を
、
あ
ら
た
に
つ
き
て
な

の
る
者
は
た
多
か
る
は
、
か
の
漢
学
者
の
、
か
ら
め
か
し
て
、

苗
字
を
き
り
た
ち
て
、
一
字
に
な
す
と
同
じ
た
ぐ
ひ
に
て
、
い

と
う
る
さ
く
、
そ
の
人
の
心
の
を
さ
な
さ
の
、
お
し
は
か
ら

る
ゝ
わ
ざ
ぞ
か
し
、（『
玉
勝
間
』、
一
・
七
一
〜
七
二
）

　

こ
こ
に
は
同
時
代
へ
の
目
線
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
最
近
の
古
学
者
た
ち
が
聞
き
な
れ
な
い
よ
う
な
古
い
「
姓
」
を

面
白
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
漢
学
者
が
中
国
風
に
苗
字
を
一
字
に
す

る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
真
っ
先
に
批
判
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
の
は
国
学
者
で
あ
る
が）

（
（

、
当
然
の
よ
う
に
儒
者
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
者
の
姓
名
の
改
変
と
し
て
代
表
的
な
例
は
、

荻
生
徂
徠
が
そ
の
本
姓
「
物
部
」
を
一
字
に
し
て
「
物
徂
徠
」
と
名

乗
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
服
部
南
郭
は
「
服
子
遷
」、
安
藤

東
野
は
「
滕
東
壁
」
と
名
乗
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
改
変
は
過
剰
な
中

華
趣
味
に
よ
る
も
の
と
し
て
批
判
が
起
こ
っ
た
。
次
に
引
用
す
る
の

は
、
留
守
希
斎
『
称
呼
弁
正
』
の
柳
田
邦
美
に
よ
る
序
の
一
文
で
あ

る
。

是
の
時
に
当
り
て
、
惟
だ
中
江
・
山
崎
・
伊
藤
三
賢
の
徒
、
未

だ
嘗
て
複
姓
を
改
む
者
あ
る
を
聞
か
ず
。〔
中
略
〕
荻
生
惣
右
衛

門
茂
卿
、
意
蓋
し
奮
す
る
有
り
。〔
中
略
〕
則
ち
姓
物
部
を
以
て

改
め
物
と
称
す
。
猶
可
な
り
。
其
の
門
人
服
子
遷
・
滕
東
壁
・

平
子
和
、
三
才
子
儼
然
と
し
て
漢
人
な
り
。
太
宰
徳
夫
蓋
し
幸

い
に
其
の
雅
に
し
て
改
め
ず
。（
留
守
希
斎
『
称
呼
弁
正
』〈『
日
本

随
筆
集
成
』
三
巻
所
収
〉四
七
七
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
中
江
藤
樹
や
山
崎
闇
斎
及
び
伊
藤
仁
斎
な
ど
の
日
本

の
儒
者
た
ち
は
自
ら
の
姓
を
復
姓
の
ま
ま
に
し
て
い
た
が
、「
物
」

と
名
乗
る
徂
徠
は
ま
だ
し
も
、
そ
の
門
弟
た
ち
は
漢
人
の
よ
う
な
名

前
を
好
き
に
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
一
文
に
は
直
接
批
判
の

文
言
は
登
場
し
な
い
が
、
邦
美
自
身
が
「
瀧
」
か
ら
「
柳
田
」
へ
と

名
乗
り
方
を
変
え
た
こ
と
が
こ
れ
に
先
立
つ
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
批
判
の
意
図
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
末
尾

に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
徂
徠
派
の
中
で
も
太
宰
春
台
は
、
姓
を
改

め
る
こ
と
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
た）

（
（

。
ま
た
、『
玉
勝
間
』
が
出

版
さ
れ
た
寛
政
期
の
文
献
に
は
な
る
が
猪
飼
敬
所
の
『
操
觚
正
名
』

な
ど
に
も
修
姓
へ
の
批
判
が
あ
る）

9
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
宣
長
の
目
線
は
同
時
代
の
問
題
と
共
通
す
る
と
こ

ろ
を
持
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
自
ら
の
「
姓
」
を
好
き
な
よ
う
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に
改
変
す
る
人
々
へ
の
批
判
的
な
態
度
は
両
者
で
軌
を
一
に
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
同
時
代
と
の
関
係
か
ら
宣
長
に
と

っ
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
主
題
的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
姓
氏
の
事
」
の
続

く
箇
所
で
は
宣
長
独
自
の
仕
方
で
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
問
題
の
重

要
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

い
に
し
へ
を
し
た
ふ
と
な
ら
ば
、
古ヘ

の
さ
だ
め
を
守
り
て
、
殊

に
さ
や
う
に
、
姓
な
ど
を
み
だ
り
に
は
す
ま
じ
き
わ
ざ
な
る

に
、
か
の
禍
津
日ノ

前
の
探ク

カ

湯ダ
チ

を
も
お
そ
れ
ざン

な
る
は
、
ま
こ
と

に
古ヘ

を
好
む
と
は
い
は
る
べ
し
や
は
、
そ
も
〳
〵
姓
は
、
先
祖

よ
り
伝
は
る
物
に
こ
そ
あ
れ
、
上
よ
り
賜
は
ら
ざ
ら
む
か
ぎ
り

は
、
心
に
ま
か
せ
て
、
し
か
わ
た
く
し
に
す
べ
き
物
に
は
あ
ら

ず
、（『
玉
勝
間
』、
一
・
七
一
〜
七
二
）

　

本
当
に
古
を
慕
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
に
「
姓
」
を
改
め
て
は
な
ら

な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
「
禍
津
日
前
の
探
湯
」

を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
『
古
事
記
伝
』
允
恭

記
の
注
釈
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

○
言コ

ト

八ヤ

十ソ

禍マ
ガ

津ツ

日ヒ
ノ

前サ
キ

は
、
尋ヨ

ノ

常ツ
ネ

の
地ノ

名
と
は
聞
え
ず
、
故レ

思
ふ

に
こ
は
此ノ

度
の
探ク

カ

湯ダ
チ

の
事
に
依
て
殊
に
負ツ

ケ

給
へ
る
名
な
る
べ
し
、

さ
れ
ば
即チ

味ア
マ

白カ
シ
ノ檮

前サ
キ

の
こ
と
な
り
、
八
十
禍
津
日
の
事
は
、
上

巻
禍
津
日ノ

神
の
下ト

コ
ロに

云
る
が
如
し
、【
伝
六
の
五
十
七
葉
】
氏

姓
の
忤

タ
ガ
ヒ

過ア
ヤ
マつ

は
、
世
の
禍マ

ガ

事ゴ
ト

な
る
を
糺タ

ダ

し
賜
ふ
地
な
る
由
に
て

如カ

是ク

は
負オ

ホ

せ
賜
へ
る
に
や
、【
甘ア

マ

樫カ
シ
ニ

坐ス

神
社
四
座
も
若モ

シ

く
は
此ノ

探ク
カ
ダ
チ

湯
立
に
依
て
斎

イ
ハ
ヒ

祭リ

賜
ふ
神
に
は
非
る
か
、
若モ

シ

然サ

も
あ
ら
ば
、

其ノ

四
座
は
、
八
十
禍
津
日
、
大
禍
津
日
、
神
直
毘
、
大
直
毘
の

四
柱ノ

神
な
ど
に
や
坐ス

ら
む
、
此コ

は
た
ゞ
こ
ゝ
ろ
み
に
云
の
み
な

り
、】（『
記
伝
』、
十
二
・
一
八
八
）

　
「
禍
津
日
前
」
と
は
、「
探
湯
」
が
行
わ
れ
た
場
所
の
名
前
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
は
そ
れ
を
「
尋
常
の
地
名
」
で
は
な
い
と
し
、

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
乱
れ
た
と
い
う
「
禍
事
」
を
正
し
た
こ
と
か
ら

こ
の
地
名
が
生
じ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
割
注
の
中
で
は
、「
禍

津
日
」
だ
け
で
は
な
く
、「
直
毘
」
に
す
ら
言
及
し
て
い
る
。

　

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
禍
津
日
」
が
い
る
為
に
こ
の
世
に
は

必
ず
悪
が
存
在
す
る
が
、「
直
毘
」
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
悪
が
正
さ

れ
て
い
く
と
い
う
思
想
が
宣
長
に
は
あ
っ
た）

10
（

。
そ
し
て
、
善
悪
が
相

移
り
最
終
的
に
「
全
吉
善
」
に
な
る
と
い
う
理
を
、「
奇ア

ヤ

し
き
か
も
、

霊ク
ス

し
き
か
も
、
妙タ

ヘ

な
る
か
も
、
妙タ

ヘ

な
る
か
も
」（『
記
伝
』、
九
・
二
九

六
）
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
ら
な

い
が
、
宣
長
が
そ
の
思
想
の
根
本
的
な
部
分
を
こ
の
箇
所
に
読
み
込

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
既
に
二
度
部
分
的
に
で
は
あ
る
が

『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
の
注
釈
に
触
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
記
述
は

両
者
と
も
に
宣
長
が
思
想
的
背
景
に
基
づ
い
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を

扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
允
恭
記
の
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注
釈
の
重
要
性
が
予
期
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
歩
を
進
め
て
そ
の
全
体
を

概
観
し
て
い
き
た
い
。

四　
『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
の
「
盟
神
探
湯
」
の
段
の
注
釈

　

宣
長
は
『
姓
氏
録
』
に
お
け
る
神
武
天
皇
や
垂
仁
天
皇
に
つ
い
て

の
記
述
を
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
為
、
先
程
見
た
よ
う

に
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
重
要
性
を
示
す
為
に
専
ら
允
恭
記
に
言
及
し

て
い
た
。
允
恭
天
皇
に
つ
い
て
は
、
宣
長
は
『
姓
氏
録
』
と
殊
更
に

対
立
す
る
よ
う
な
発
言
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
注
釈
が
こ
こ
に
集
中
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
極
め
て
思
想
性
の
高
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
ど

の
よ
う
な
論
点
が
表
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
概
観
し
よ
う
。
当

該
箇
所
の
『
古
事
記
』
本
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
天
皇
、
天
の
下
の
氏
々
名
々
の
人
等
の
氏
姓
の
忤
ひ

過
て
る
こ
と
を
愁
ひ
ま
し
て
、
味
白
檮
の
言
八
十
禍
津
日
の
前

に
、
く
か
瓮
を
据
ゑ
て
、
天
の
下
の
八
十
友
の
緒
の
氏
姓
を
定

め
た
ま
ひ
き
。
ま
た
、
木
梨
の
軽
の
太
子
の
御
名
代
と
し
て
、

軽
部
を
定
め
た
ま
ひ
、
大
后
の
御
名
代
と
し
て
、
刑
部
を
定
め

た
ま
ひ
、
大
后
の
弟
、
田
井
の
中
比
売
の
御
名
代
と
し
て
河
部

を
定
め
た
ま
ひ
き
。（『
古
事
記
』
允
恭
記
）

　

前
半
部
は
、「
盟
神
探
湯
」
を
し
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
定
め
た

と
い
う
記
述
で
あ
り
、
後
半
に
は
い
く
つ
か
の
「
御
名
代
」
を
定
め

た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
宣
長
の
注
釈
は

「
氏
々
」「
名
々
」「
氏
姓
」「
忤
過
」「
味
白
寿
」「
言
八
十
禍
津
日

前
」「
玖
訶
瓮
」「
八
十
友
緒
」「
定
賜
」「
軽
太
子
」「
御
名
代
」「
刑

部
」「
田
井
中
比
売
」「
河
部
」
の
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
内
で
本
稿
の
関
心
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
半
の
六
つ
で

あ
る
。
た
だ
し
、「
氏
々
」
と
「
味
白
寿
」
は
用
例
を
示
す
の
み
の

短
い
注
釈
で
あ
り
、「
忤
過
」
と
「
言
八
十
禍
津
日
前
」
に
つ
い
て

は
既
に
確
認
し
た
。
そ
の
為
、
残
り
の
「
名
々
」「
氏
姓
」
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。
一
つ
一
つ
の
注
釈
の
引
証
な
ど
の
明
細
な
点
に
は

言
及
し
き
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
基
本
的
な
内
容
や
関

係
性
を
中
心
に
見
て
行
く
。

　
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
つ
い
て
考
究
し
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
「
氏
姓
」
の
項
目
で
あ
ろ
う
。

○
氏
姓
は
、
宇ウ

遅ヂ

加カ

婆バ

禰ネ

と
訓ム

、
宇ウ

遅ヂ

と
云
物
は
常
に
人
の

心
得
た
る
が
如
し
、【
源
平
藤
原
な
ど
の
類
是
な
り
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、
宇ウ

遅ヂ

を
尊タ

フ
トみ

た
る
号ナ

に
し
て
即チ

宇ウ

遅ヂ

を
も
云
り
、

【
源
平
藤
原
の
類
は
、
氏ウ

ヂ

な
る
を
其ソ

レ

を
も
、
加
婆
禰
と
も
云
な

り
、】
宇ウ

遅ヂ

も
も
と
賛ホ

メ

て
負ツ

ケ

た
る
物
な
れ
ば
な
り
、【
是
は
た

言
は
賛ホ

メ

た
る
言
に
非
る
も
、
負ツ

ケ

た
る
意
は
ほ
め
た
る
も
の
な

り
】
又
朝ア

ソ
ミ臣

宿ス
ク

禰ネ

な
ど
、
宇ウ

遅ヂ

の
下
に
着ツ

ケ

て
呼い

ふ
物
を
も
云

り
、
此コ

は
固

モ
ト
ヨ
リ

賛ホ
メ

尊ト
フ
トみ

た
る
号ナ

な
り
、
又
宇ウ

遅ヂ

と
朝
臣
宿
禰
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の
類
と
を
連ツ

ラ

ね
て
も
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
り
、【
藤
原ノ

朝
臣
大
伴ノ

宿
禰

な
ど
の
如
し
、】
さ
れ
ば
宇ウ

遅ヂ

と
云
は
、
源
平
藤
原
の
類
に
局カ

ギ

り
、【
朝
臣
宿
禰
の
類
を
宇
遅
と
云
る
こ
と
は
無
し
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、
宇ウ

遅ヂ

に
も
朝
臣
宿
禰
の
類
に
も
連ツ

ラ
ネて

呼イ

ふ
に
も
恒ワ

タ

る

号ナ

な
り
、
宇ウ

遅ヂ

と
加カ

婆バ

禰ネ

と
の
差ケ

ヂ
メ別

大
か
た
如カ

ク

此ノ
ゴ
トし

、（『
記
伝
』、

十
二
・
一
八
七
）

　

こ
こ
で
為
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
ウ
ヂ
」
と
「
カ
バ
ネ
」
と
の
関

係
を
中
心
と
し
た
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
説
明
で
あ
る
。
宣
長
は
「
カ

バ
ネ
」
は
「
ウ
ヂ
」
を
尊
ん
で
い
う
言
葉
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
故
、

「
源
平
藤
原
」
な
ど
の
狭
義
の
「
ウ
ヂ
」
も
、「
朝
臣
宿
禰
」
な
ど
の

狭
義
の
「
カ
バ
ネ
」
も
、
広
義
の
「
カ
バ
ネ
」
に
含
ま
れ
る
と
言
っ

て
い
る
。
こ
の
後
も
論
述
は
続
き
、
同
時
代
の
人
々
が
こ
の
点
を
見

誤
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
が
、「
ウ
ヂ
カ

バ
ネ
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
こ
の
記
述
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
箇
所
だ
け
か
ら
宣
長
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
充
分
に
理
解
す

る
の
は
難
し
い
。
そ
の
為
、
直
前
の
「
名
々
」
の
項
目
と
の
関
係
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
巡
る
問
題
の
全
体
像

を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

○
名ナ

々ナ

、
ま
づ
名
は
【
名
と
云
言
の
本
の
意
は
、
為ナ

リ

な
り
、
為ナ

リ

と
は
、
為ナ

り
た
る
さ
ま
状
を
云フ

、
其ソ

は
常
に
為ヒ

ト

人ト
ナ
リと

云
も
為ナ

り

た
る
形サ

マ

状カ
タ
チと

云
事
、
又
物
の
形
を
那ナ

理リ

と
云
も
同
意
に
て
名
と

云
も
も
と
其
物
の
あ
る
状カ

タ
チな

り
、
た
と
へ
ば
筆フ

ミ
テは

文フ
ミ

を
書ク

手

な
る
由
の
名
、
硯ス

ズ
リは

墨ス
ミ

を
摩ス

る
由
の
名
、
な
る
が
如
し
、
万ヅ

の
物
の
名
皆
然
り
、
人
の
名
も
其ノ

あ
る
状
に
依
て
負ツ

ケ

た
る
も

の
な
り
、】
も
と
其
人
の
あ
る
状カ

タ
チ【

行シ
ワ
ザ状

容カ
タ
チ貌

由ユ
ヱ

縁ヨ
シ

、
其
外
く

さ
〴
〵
、】
を
賛ホ

メ

称タ
タ
ヘて

負ツ

け
た
る
物
に
て
名
を
呼イ

フ

は
尊タ

フ
トみ

な
り
、

（『
記
伝
』、
十
二
・
一
八
六
）

　
「
名
」
は
「
為
」
で
あ
っ
て
、
物
事
や
人
物
の
「
形
状
」
か
ら

「
名
」
が
生
じ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
古
事
記
伝
』
三

之
巻
の
「
凡
て
皇ミ

国ク
ニ

の
古
言
は
、
た
ゞ
其ノ

物
其ノ

事
の
あ
る
か
た
ち
の

ま
ゝ
に
、
や
す
く
云イ

ヒ

初ソ
メ

名ナ

づ
け
初ソ

メ

た
る
こ
と
に
し
て
、
さ
ら
に
深
き

理
な
ど
を
思
ひ
て
言イ

ヘ

る
物
に
は
非
ざ
れ
ば
」（『
記
伝
』、
九
・
一
二
一
）

と
い
う
有
名
な
宣
長
の
言
語
観
と
通
じ
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
の
意
味
は
す
ぐ
に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
言
語
観
の

根
本
に
関
す
る
「
名
」
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
定
義
か
ら
一
連
の
注

釈
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
「
名
々
」
に
つ
い
て
の
注
釈
で
は
、
続
く
箇
所
で
も
う
一
点
目
に

留
ま
る
こ
と
が
あ
る
。

さ
て
古ヘ

は
氏
々
の
職ワ

業ザ

各
定
ま
り
て
、
世
々
相ヒ

継ツ
ギ

て
仕ヘ

奉
り
つ

れ
ば
、
其ノ

職ワ
ザ

即チ

其ノ

家
の
名
な
る
故
に
、【
氏
々
の
職
業
は
、
も

と
其
先
祖
の
徳イ

サ
ヲ功

に
因リ

て
う
け
た
ま
は
り
仕
奉
る
な
れ
ば
、
是

も
賛ホ

メ

た
る
方
に
て
名
な
り
、】
即チ

其ノ

職ワ

業ザ

を
指シ

て
も
名
と
云
理
、

さ
て
其ソ

は
其
家
に
世
々
に
伝
は
る
故
に
其
名
即チ

姓
の
如
し
、
さ
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れ
ば
名ナ

々ナ

と
云
は
職
々
に
て
即チ

此レ

も
氏
々
と
云
に
ひ
と
し
き
な

り
、（『
記
伝
』、
十
二
・
一
八
六
）

　

古
に
は
家
の
「
職
業
」
が
定
ま
っ
て
い
た
為
に
そ
れ
を
家
の

「
名
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
こ
で
の
「
名
々
」
は

「
職
々
」
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
氏
々
」
と
い
う
に
も
等
し
い
と
言

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
氏
」
が
そ
の
ま
ま
「
職
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
が
、
両
者
の
間
に
強
い
結
び
つ
き
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
職
」
と
い
う
概
念

を
持
ち
出
す
所
に
宣
長
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
理
解
の
大
き
な
特
徴
が

あ
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、「
名
」
と
い
う
言
葉
が
「
職
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
宣
長
は
多
く
の
例
証
を
引
い
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
も
重
要
な
記
述
が
あ
る
。

続
紀
十
七
の
詔
に
、
進

ス
ス
ミ

弖テ

波ハ

挂
カ
ケ
マ
ク
モ

畏
カ
シ
コ
キ

天
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ノ

皇
大オ

ホ

御ミ

名ナ

乎ヲ

受ウ
ケ

賜タ
マ

利ハ
リ

退シ
リ

弖ゾ
キ

波テ
ハ

婆ハ

々ハ

大オ
ホ

御ミ

祖オ
ヤ

御ミ

名ナ

乎ヲ

蒙カ
ガ

弖フ
リ

之テ
シ

食ヲ
ス

国ク
ニ

天ア
メ

下ノ
シ

乎タ
ヲ

婆バ

撫ナ
デ

賜タ
マ
ヒ

恵
賜タ

マ

夫フ

云
々
男ヲ

ト

能コ
ノ

未ミ
チ

父チ
ノ

名ナ

負オ
ヒ

弖テ

女オ
ミ

波ナ
ハ

伊イ

婆ハ

礼レ

奴ヌ

物モ
ノ

爾ニ

阿ア

礼レ

夜ヤ

立タ
チ

双ナ
ラ
ビ

仕ツ
カ
エ

奉マ
ツ
リ
シ自

理
コ
ト
ワ
リ

在ナ
リ

止ト

云
々
、
こ
は
天
津
日
嗣
所
知
観ス

御ミ

職ワ

業ザ

を
天
皇ノ

大
御
名
【
又
婆ハ

々ハ

は
母
に
て
、】
後
宮
の
御
政
を
御

母
の
御
名
と
詔
へ
り
、【
次
に
父チ

チ

名ノ
ナ

負ヲ
ヒ

弖テ

と
あ
る
も
、
父
の
職

業
を
承ウ

ケ

継ツ
グ

を
云
り
、】（『
記
伝
』、
十
二
・
一
八
七
）

　

こ
の
用
例
か
ら
宣
長
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
天
皇
に
お
い
て
も

そ
の
「
名
」
が
「
職
業
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
職
」
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
関
わ
る
と
と
も
に
天
皇
に
も
関
わ
る

も
の
で
あ
る
と
宣
長
は
見
て
い
る
。

　

以
上
に
、『
古
事
記
伝
』
允
恭
記
の
「
盟
神
探
湯
」
の
段
に
お
け

る
注
釈
の
要
点
を
見
て
来
た
。
そ
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
問
題
が
「
名
」
一
般
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
及
び
「
天
皇
」
観
と
関
連
す
る
形
で
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
改
め
て
宣
長
が

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
成
立
を
『
姓
氏
録
』
と
異
な
る
仕
方
で
描
い
た

こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
。

五　
『
姓
氏
録
』・『
左
伝
』・『
朱
子
語
類
』

　

宣
長
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
問
題
を
「
名
」
一
般
と
繫
げ
て
考
え

て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
宣
長
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
捉
え
方
が
『
古

事
記
』
の
語
り
方
そ
の
も
の
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
反
対
か
ら
言
え
ば
、『
姓
氏
録
』
の
記
述
が
『
古
事
記
』

と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ

り
、
よ
り
正
式
な
漢
文
で
書
か
れ
た
『
姓
氏
録
』
の
序
文
が
『
古
事

記
』
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に

同
時
代
に
お
い
て
『
姓
氏
録
』
の
神
武
天
皇
に
つ
い
て
の
記
述
が
中

国
的
な
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
背
景
が
存
し
て
い
た
。

　

次
に
引
用
す
る
の
は
、
宣
長
も
深
い
親
交
の
あ
っ
た
谷
川
士
清
の

日本思想史学51-論文 河合一樹氏【再校】　　［出力］ 2019年10月2日　午後3時43分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



75　『古事記伝』と『姓氏録』

『
日
本
書
紀
通
証
』
の
彙
言
に
お
け
る
「
姓
氏
」
の
箇
所
の
一
部
で

あ
る
。春

秋
伝
に
曰
く
、
天
子
徳
を
建
て
、
生
に
因
り
て
以
て
姓
を
賜

ひ
、
之
に
土
を
胙
て
、
之
に
氏
を
命
ず
と
。
本
邦
亦
た
略
同
じ
。

【
姓
氏
録
の
序
に
曰
く
、
神
武
夏
に
臨
て
東
征
の
年
、
徳
を
謹

み
功
を
考
へ
、
土
を
胙
ひ
氏
を
命
す
。
国
造
県
主
、
始
て
斯
に

号
あ
り
。】（
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
七
九
〜
八
〇
頁
）

　

士
清
は
、
こ
こ
で
『
左
伝
』
と
『
姓
氏
録
』
の
文
章
を
並
べ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
以
て
中
国
と
日
本
と
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の

在
り
方
が
「
略
同
じ
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
記
述
は
続

き
、
日
本
で
は
天
皇
に
「
姓
」
が
な
い
こ
と）

12
（

な
ど
相
違
も
指
摘
さ
れ

る
が
、
士
清
の
考
察
の
方
針
が
両
者
を
同
質
の
も
の
と
見
な
し
た
上

で
比
較
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

　

中
国
の
「
姓
氏
」
と
日
本
の
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
同
じ
も
の
で
あ

る
と
見
な
し
た
の
は
、
士
清
だ
け
で
は
な
い
。
特
に
注
目
し
て
お
き

た
い
の
は
、
留
守
希
斎
『
称
呼
弁
正
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る）

1（
（

。

○
凡
そ
人
姓
有
り
、
氏
有
り
。
姓
は
祖
先
の
自
り
て
出
る
所
を

統
る
者
也
。
氏
は
即
ち
族
也
。
族
は
子
孫
の
由
分
る
所
を
分
つ

者
也
。
源
姓
の
若
き
は
、
清
和
天
皇
自
り
出
で
其
の
支
孫
分

れ
、
新
田
・
武
田
・
足
利
・
鳥
山
・
一
条
・
伊
沢
・
板
垣
・
秋

山
・
南
部
・
八
代
・
浅
里
・
平
井
・
田
中
・
安
田
・
小
倉
・
加

加
美
・
泉
・
奈
古
・
逸
見
等
の
諸
氏
と
為
る
。
異
方
亦
た
然
り
。

（
留
守
希
斎
『
称
呼
弁
正
』〈『
日
本
随
筆
集
成
』
三
巻
〉四
八
八
頁
）

　

こ
の
一
文
で
は
、「
姓
」
と
「
氏
」
と
の
区
別
が
示
さ
れ
て
い
る
。

希
斎
は
「
姓
」
を
「
祖
先
の
自
り
て
出
る
所
を
統
る
者
」
で
あ
り
、

「
氏
」
は
「
族
」
で
あ
っ
て
「
子
孫
の
由
分
る
所
を
分
つ
者
」
と
し

た
上
で
、「
源
姓
」
が
様
々
な
「
氏
」
に
分
か
れ
て
い
く
こ
と
を
例

示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中
国
で
も
同
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
『
称
呼
弁
正
』
内
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
『
朱
子
語

類
』
の
文
章
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
浅
見
絅
斎
の
『
養
子
弁
証
』

で
も
引
か
れ
て
い
る）

1（
（

。

○
朱
子
曰
く
。
姓
と
氏
の
分
、
姓
は
是
れ
本
原
生
ず
る
所
、
氏

は
是
れ
子
孫
下
に
各
お
の
分
る
。
商
の
姓
は
子
な
る
如
き
、
其

の
後
宋
有
り
、
宋
に
亦
た
華
氏
・
魚
氏
・
孔
氏
の
類
有
り
。

〔
中
略
〕
東
門
氏
の
類
の
如
し
。
左
氏
曰
く
。
天
子
生
に
因
り
て

以
て
姓
を
賜
う
。
諸
侯
字
を
以
て
諡
と
為
す
。
因
て
以
て
族
と

為
す
。（『
朱
子
語
類
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
三
二
八
一
頁
）

　

中
略
し
た
部
分
に
も
多
く
の
例
示
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
文
章
と

希
斎
の
記
述
と
は
、
多
少
の
差
異
が
存
し
て
い
る
と
は
い
え
、
極
め

て
近
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
殊
に
、
具
体
例
を
示
す
箇

所
は
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
関
係
を
窺
わ
せ
る
。
希
斎
が
行

っ
た
の
は
、
こ
の
『
朱
子
語
類
』
の
内
容
を
日
本
に
つ
い
て
も
実
際

に
適
用
す
る
作
業
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ

に
お
い
て
『
左
伝
』
に
言
及
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
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お
く
必
要
が
あ
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
こ
の
『
左
伝
』
の
一
節
は
、

「
姓
氏
」
や
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
考
察
す
る
際
の
基
礎
と
な
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宣
長
に
先
立
っ
て
『
姓
氏

録
』
序
文
の
出
典
が
『
左
伝
』
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
『
左
伝
』
に
対
す
る
『
朱
子
語
類
』
の
解
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

中
国
の
「
姓
氏
」
を
日
本
に
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
営
み
が
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
宣
長
も
『
姓
氏
録
』
が
示
す

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
つ
い
て
の
見
方
を
中
国
的
な
も
の
で
あ
る
と
受

け
取
っ
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
そ
の
為
、
宣
長
が
『
古
事

記
』
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
在
り
方
を
そ
れ
と
は
異
な
っ
た

も
の
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
は
、『
古
事
記
伝
』
の
作
業
の
性
質
上

必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

六　
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
と
天
皇

　

同
時
代
の
思
想
史
的
背
景
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
が

「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
を
『
古
事
記
』
の
語
り
方
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る

こ
と
の
蓋
然
性
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
。
で
は
、
具
体
的
に
は
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
古
事
記
伝
』
の
他
の
概
念
に

つ
い
て
の
理
解
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点

を
、
最
後
に
考
察
し
た
い
。

　

允
恭
記
の
注
釈
に
お
い
て
は
、「
天
皇
」
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
天
皇
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
を
解
釈
し
古
代
日
本
の
在
り
方
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
た

だ
し
、
宣
長
の
「
天
皇
」
観
全
体
を
本
格
的
に
考
察
す
る
為
に
は

様
々
な
考
察
が
要
求
さ
れ
る
為
、
こ
こ
で
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

本
稿
の
行
論
上
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
神
武
天
皇
の
即
位
を
巡
る
宣

長
の
見
解
で
あ
る
。

　

宣
長
以
前
に
、
神
武
天
皇
の
即
位
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
方
が

為
さ
れ
て
い
た
か
、
再
び
士
清
の
『
日
本
書
紀
通
証
』
に
目
を
向
け

よ
う
。
神
武
紀
の
冒
頭
に
は
玉
木
正
英
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。

玉
木
翁
曰
く
、
神
代
未
だ
天
皇
の
号
有
ら
ず
。
此
に
至
り
て
始

め
て
之
を
称
す
。
謂
ふ
所
、
天
業
を
恢
弘
し
天
下
に
光
宅
す
る

の
大
号
也
。（
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
七
一
五
〜
七
一
六
頁
）

　

神
代
に
は
「
天
皇
」
と
い
う
号
は
存
在
せ
ず
、
神
武
天
皇
の
代
に

な
っ
て
初
め
て
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
後
半
部
は
、「
天
皇
」

号
の
偉
大
さ
を
讃
え
る
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
士
清
は
即
位
記
事

に
お
い
て
も
『
海
東
諸
国
記
』
の
「
辛
酉
正
月
庚
申
始
め
て
天
皇
を

号
す
」（『
日
本
書
紀
通
証
』
七
八
八
頁
）
と
い
う
記
述
を
引
い
て
い
る
。

従
っ
て
、
神
武
天
皇
の
即
位
は
、
そ
の
時
に
「
天
皇
」
号
が
誕
生
し

た
画
期
と
し
て
重
く
見
ら
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
は
全
く
異
な
っ
た
解
釈
を
見
せ
る
。
周
知

の
通
り
、
宣
長
は
神
武
天
皇
以
前
に
五
瀬
命
が
天
皇
で
あ
っ
た
と
い

う
見
解
を
取
っ
て
い
る）

15
（

。
さ
ら
に
『
古
事
記
』
に
記
述
が
な
い
為

に
、
即
位
と
い
う
こ
と
自
体
を
扱
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宣
長

は
「
天
皇
」
に
つ
い
て
も
明
確
に
規
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

　

天
皇
の
即
位
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
仲
哀
記
の
注
釈
の
中
に
注

目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

然
云
故
は
、
上
代
の
さ
ま
は
天
皇
崩
坐
ぬ
れ
ば
、
即

ヤ
ガ
テ

其
太
子

の
御
代
に
て
、
太
子
又
即ヤ

ガ
テ

天
皇
に
坐
り
、【
然
る
を
、
某ノ

年

某ノ

月
某ノ

日
即
レ

位
な
ど
、
き
は
や
か
に
、
界サ

カ
ヒを

立
て
定
め
申
す

は
、
も
と
漢
国
に
な
ら
へ
る
、
後
の
事
に
こ
そ
あ
れ
、
上
代
に

は
、
凡
て
然サ

る
事
は
な
か
り
き
、】
さ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇
既
に

崩
坐
て
は
品ホ

ム

陀ダ
ワ

別ケ
ノ

命
御
腹ノ

内
に
坐

シ々

て
、
其ノ

御
世
に
ぞ
あ
り
け

る
、〔
中
略
〕
然
れ
ど
も
未ダ

生ア
レ

坐
さ
ず
御
腹ノ

内
に
坐

シ々

し
ほ
ど
は
、

臣オ
ミ

連ム
ラ
ジ

八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

こ
と
〴
〵
に
、
大
后
に
仕ヘ

奉
り
、〔
割
注
略
〕

生ア
レ

坐
て
も
幼

イ
ト
キ
ナ
ク

坐
し
し
ほ
ど
は
、
さ
ら
に
も
申
さ
ず
、
成

ヒ
ト
ト

長ナ
リ

坐
て
後
も
、
大
后
の
世
に
坐

シ々

け
る
限リ

は
、
大オ

ホ

御ミ

親オ
ヤ

に
坐
ま
せ

ば
敬ヰ

ヤ
マひ

仕ヘ

奉
り
賜
ひ
て
、
よ
ろ
づ
其
御
心
に
随ヒ

賜
ひ
つ
べ
け
れ

ば
、
御
子
は
お
の
づ
か
ら
な
ほ
太
子
の
如
く
に
坐
て
、
大
后
ぞ

お
の
づ
か
ら
天
皇
の
如
く
に
は
坐
々
け
る
、（『
記
伝
』、
十
一
・

四
三
八
〜
四
三
九
）

　

こ
れ
は
、
神
功
皇
后
に
つ
い
て
の
記
述
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て

は
仲
哀
記
の
末
尾
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
巻
を
立
て
る
『
日
本

書
紀
』
と
の
相
違
を
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
宣
長
は
『
古
事
記
』
の

方
が
上
代
の
真
実
に
近
い
と
見
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
来
胎
中

に
い
る
時
か
ら
応
神
天
皇
が
天
皇
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
人
々
は
神
功
皇
后
に
仕
え
て
お
り
、
そ
の
状
況
は
応
神
天

王
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
続
い
て
い
た
為
に
、
ど
ち
ら
を
天
皇
と
呼
ぶ

か
曖
昧
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
記
』
は
そ
の
こ
と
を
そ
の

ま
ま
伝
え
る
が
、『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
が
交
代
す
る
時
点
を
明
確

に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
特
定
の
日
付
に
即
位
す
る
と
い
う

こ
と
は
中
国
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る）

1（
（

。

　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
注
釈
を
見
る
と
、

こ
の
こ
と
の
意
味
は
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う）

1（
（

。

○
須ス

売メ

伊イ

呂ロ

大オ
ホ

中ナ
カ

日ツ
ヒ

子コ
ノ

王
、
須ス

売メ

は
尊

タ
フ
ト

称ミ
ナ

に
て
、
皇ス

メ

神カ
ミ

な
ど
の
、

皇ス
メ

と
同
じ
、【
皇ノ

字
を
当
た
る
は
、
天
皇
を
申
す
に
就
て
な
り
、

さ
れ
ど
須ス

売メ

て
ふ
言
は
、
も
と
皇ノ

字
の
意
に
は
非
ず
、
此ノ

王
の

名
に
も
、
負ヘ

る
を
以
て
知ル

べ
し
、
た
ゞ
尊タ

フ
トみ

た
る
称
な
り
、
天

皇
を
須ス

売メ

良ラ

美ミ

許コ

登ト

と
申
す
も
、
も
と
尊
み
称タ

タ

へ
奉
れ
る
、
御ミ

号ナ

な
る
べ
し
、】（『
記
伝
』、
十
一
・
一
六
六
〜
一
六
七
）

　

こ
こ
で
、
宣
長
は
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と

「
尊
み
称
へ
奉
れ
る
」
言
葉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
天
皇
」

と
い
う
地
位
を
明
確
に
示
す
言
葉
と
な
っ
て
か
ら
も
、
こ
の
根
本
的
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な
意
味
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
宣
長
は
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
さ
き
ほ
ど
の
応
神
天
皇
と
神
功
皇
后
と
の
ど
ち
ら
が

「
天
皇
」
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
、
人
々
が
ど
ち
ら
を
「
天

皇
」
と
呼
ぶ
か
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
伝
』
が
、
神
武
天
皇
の
即
位
に
重
き
を
置
か
な
い
理
由

は
、
以
上
の
事
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
天
皇
」
号
は
人
々
が
讃
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
あ
る
時
点
に
天
皇
自
身
が
名
乗
り
始
め
る
も
の
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
こ
と
が
、『
日
本
書

紀
』
に
は
な
い
『
古
事
記
』
の
語
り
の
特
徴
で
あ
り
、『
古
事
記
』

が
優
れ
て
い
る
理
由
で
も
あ
る
。

　

宣
長
が
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
つ
い
て
神
武
記
の
注
釈
で
代
々
「
尊

み
呼
る
」
内
に
「
小
椅
君
」
が
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
に
な
っ
た
と
述
べ

て
お
り
、
ま
た
允
恭
記
の
注
釈
で
も
度
々
類
似
す
る
発
言
を
し
て
い

た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
特
に
「
名
々
」
の
項
目
に
お
い
て
は
、
そ

も
そ
も
人
名
自
体
が
「
賛
称
て
負
け
た
る
物
」
で
あ
る
と
ま
で
言
っ

て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
宣
長
の
「
天
皇
」
号
に
対
す
る
態
度
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
語
り
方
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
」
の
成
立
は
必
然
的
に
『
姓
氏
録
』
と
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
　

以
上
に
お
い
て
、『
古
事
記
伝
』
が
神
武
天
皇
の
時
代
及
び
欠
史

八
代
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
『
姓
氏
録
』

と
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
思

想
的
背
景
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、『
古
事
記
伝
』
允
恭

記
の
注
釈
を
概
観
し
て
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
問
題
が
「
名
」
一
般
や

「
天
皇
」
観
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
最
終

的
に
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
も
「
天
皇
」
号
と
同
じ
く
人
々
が
「
賛
称
」

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
為
に
、『
古
事
記
』
の
語

り
方
か
ら
は
必
然
的
に
『
姓
氏
録
』
と
異
な
っ
た
解
釈
に
至
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。
本
稿
の
主
た
る
考
察
は
そ
こ
に

尽
き
て
い
る
が
、
最
後
に
先
行
研
究
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
こ
と

が
帰
結
す
る
意
義
を
述
べ
て
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
本
稿
は
『
古
事
記
伝
』
の
一
部
分
を
注
視
し
て
そ
の
思

想
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

『
古
事
記
伝
』
を
読
み
直
す
こ
と
を
志
向
す
る
研
究
は
、
旧
来
の
諸

論
が
『
古
事
記
伝
』
本
文
よ
り
も
『
直
毘
霊
』
や
論
争
書
な
ど
の
よ

り
主
張
が
前
面
に
出
て
い
る
も
の
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
す

る
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
近
年
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
こ
に
お

い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
を
始
め
と
し
た
古
典
を
宣
長
が
『
古
事
記
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伝
』
の
注
釈
の
中
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
本
稿
は
、
新
た

に
『
姓
氏
録
』
序
文
と
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
本
稿
で
は
谷
川
士
清
を
始
め
と
し
て
、
同
時
代
の
思
想

家
た
ち
に
言
及
し
た
。
そ
の
数
自
体
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
こ

れ
ま
で
充
分
に
宣
長
と
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
人
物
も
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
為
、
思
想
史
の
中
の
宣
長
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
と
考
え
る
。

　

第
三
に
、
問
題
は
最
終
的
に
「
天
皇
」
観
や
『
古
事
記
』
観
に
行

き
着
い
た
。
両
者
と
も
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
宣
長
の
思
想
の
根

幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
の
広
大
さ
か
ら
す
れ
ば
、
本

稿
は
わ
ず
か
一
部
を
窺
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長

の
思
想
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
の
概
念
の
重
要
性
は
こ
れ
ま
で

充
分
に
認
識
さ
れ
て
来
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
根
本
問
題

を
考
え
る
為
の
新
た
な
視
座
を
提
出
し
た
。

　

も
と
よ
り
、
本
稿
は
『
古
事
記
伝
』
と
『
姓
氏
録
』
序
文
と
の
差

異
と
い
う
限
ら
れ
た
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し

て
、
古
代
日
本
の
在
り
方
を
構
想
す
る
宣
長
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と

が
出
来
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
上
な
い
成
果
で
あ
る
。

＊
本
居
宣
長
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
筑
摩
書
房
版
の
全
集
を
用
い
、

書
名
の
後
に
巻
数
・
頁
数
の
形
で
示
し
た
（『
古
事
記
伝
』
に
つ
い

て
は
『
記
伝
』
と
略
記
し
た
）。
ま
た
、『
古
事
記
』
本
文
の
引
用
は
、

新
潮
古
典
集
成
版
を
も
と
に
宣
長
の
読
み
に
従
っ
て
手
を
加
え
た
。

な
お
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

＊
漢
文
の
引
用
は
書
き
下
し
に
し
た
。
特
に
参
照
指
示
が
な
い
場
合
、

私
に
書
き
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
引
用
文
中
に
割
注
が
あ
る
場
合
に
は
、【　

】
に
括
っ
て
示
し
た
。

注
（
1
） 

以
下
で
は
単
に
『
姓
氏
録
』
と
略
称
す
る
。

（
2
） 

『
書
斎
中
蓄
書
』（
二
十
・
四
一
三
）
に
よ
れ
ば
、
天
明
五
年
の

時
点
で
こ
れ
ら
の
基
礎
文
献
は
「
大
」
と
書
か
れ
た
箱
に
纏
め
て
収

め
ら
れ
て
い
た
。

（
（
） 

宣
長
自
身
の
表
記
は
「
氏
姓
」「
姓
氏
」「
姓
」「
氏
」
な
ど

様
々
で
あ
り
、
ル
ビ
の
有
無
も
箇
所
に
よ
っ
て
異
な
る
。
さ
ら
に
他

の
思
想
家
か
ら
の
引
用
も
含
め
る
と
、
中
国
の
話
と
日
本
の
話
が
見

分
け
に
く
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
為
、
引
用
文
中
の
表
現
に
言

及
す
る
場
合
以
外
は
、「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
。

（
（
） 

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
東
征
後
の
神
武
二
年
で
あ
り
、
日
向

で
の
婚
姻
よ
り
後
で
あ
る
が
、「
此
御
代
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、

神
武
天
皇
の
時
代
の
中
で
の
前
後
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
） 
大
川
真
『
近
世
王
権
論
と
「
正
名
」
の
転
回
史
』（
御
茶
の
水

書
房
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
空
間
を
「
叫
ば
れ
る
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正
名
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
河
合
一
樹
「
本
居
宣
長
の
孔
子
観
と
「
正

名
」

─
『
玉
勝
間
』
第
九
三
条
を
中
心
と
し
て
」（『
哲
学
・
思
想

論
叢
』
第
三
四
号
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
編
、
二
〇
一
七

年
）
は
「
正
名
」
は
宣
長
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
（
） 

第
二
三
三
条
「
や
し
な
ひ
子
」（
一
・
一
四
五
〜
一
四
六
）
は

異
姓
養
子
の
禁
止
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
異
姓
養
子
を
否
定
し
た

代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
、
浅
見
絅
斎
『
養
子
弁
証
』（『
日
本
儒
林

叢
書
』
第
四
巻
）
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
渡
辺
浩
『
近
世

日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
及
び
朴

鴻
圭
『
山
崎
闇
斎
の
政
治
理
念
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二

年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
ま
た
第
八
四
九
条
「
臣
の
王
を
娶
る
事
」

（
一
・
三
九
七
〜
三
九
八
）
で
は
「
同
姓
不
娶
」
に
対
す
る
言
及
が

あ
る
。
太
宰
春
台
『
弁
道
書
』（『
日
本
教
育
思
想
大
系 
徂
徠
学
派
』

六
二
頁
）
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
「
同
姓
不
娶
」
の
風
習
が
な
か

っ
た
こ
と
を
「
禽
獣
の
行
ひ
」
と
し
て
お
り
、
宣
長
は
『
直
毘
霊
』

（
九
・
六
〇
）
で
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
反
論
し
て
い
る
。

（
（
） 

こ
う
し
た
名
乗
り
方
を
し
た
国
学
者
に
、
建
部
綾
足
や
楫
取
魚

彦
が
い
る
。

（
（
） 

太
宰
春
台
『
斥
非
』（『
日
本
思
想
大
系 

徂
徠
学
派
』）
一
四
一

頁
以
下
参
照
。

（
9
） 

猪
飼
敬
所
『
操
觚
正
名
』（『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
八
巻
）
二
〇

頁
参
照
。

（
10
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
よ
り
子
『
宣
長
神
学
の
構
造

─
仮

構
さ
れ
た
「
神
代
」』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
）
第
五
章
に
詳

し
い
。

（
11
） 

相
原
耕
作
「
本
居
宣
長
の
言
語
観
と
秩
序
像
」（
一
）
〜
（
三
）

（『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
三
九
巻
一
号
〜
第
四
〇
巻
一
号
、

東
京
都
立
大
学
法
学
部
編
、
一
九
九
八
〜
一
九
九
九
年
）
参
照
。
特

に
（
二
）
は
、
宣
長
の
秩
序
観
を
考
察
す
る
過
程
で
「
職
」
の
概
念

に
着
目
し
、
こ
の
箇
所
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
極
め
て

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
複
雑
な
考
察
が
要
求
さ
れ
る
為
、
本
稿

で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

（
12
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宣
長
も
『
古
事
記
伝
』
の
「
日
子
坐

王
」（
十
・
五
三
三
）
の
注
釈
で
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
1（
） 

詳
し
く
は
、
河
合
一
樹
「『
称
呼
弁
正
』「
姓
尸
氏
族
第
四
」
の

問
題
空
間
」（『
求
真
』
第
二
二
号
、
求
真
会
編
、
二
〇
一
六
年
）
参

照
。

（
1（
） 

絅
斎
前
掲
書
、
五
頁
参
照
。

（
15
） 

『
記
伝
』、
十
・
三
一
九
参
照
。

（
1（
） 

『
古
事
記
伝
』
一
之
巻
の
「
書
紀
の
論
ひ
」
に
お
い
て
は
こ
の

こ
と
が
よ
り
一
般
的
な
命
題
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
記
伝
』、

九
・
十
三
）。

（
1（
） 
「
皇
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
裴
寛
紋
『
本
居
宣

長
は
ど
の
よ
う
な
日
本
を
想
像
し
た
か

─
『
古
事
記
伝
』
の
「
皇

国
」』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
が
詳
し
い
。
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81　『古事記伝』と『姓氏録』

（
1（
） 

東
よ
り
子
『
宣
長
神
学
の
構
造
』
を
嚆
矢
と
し
て
、
神
野
志
隆

光
『
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
を
読
む
』
Ⅰ
〜
Ⅳ
（
講
談
社
、
二

〇
一
〇
〜
二
〇
一
四
年
）
や
山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編
『
越
境
す
る

古
事
記
伝
』（
森
話
社
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 

（
筑
波
大
学
大
学
院
）
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