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一　
は
じ
め
に

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル（

（
（

は
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
で
最
も
有
名
な
英
雄
で
あ
る
。

古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
、
研
究
も
さ
ま
ざ
ま
に
行

わ
れ
て
き
た
。
近
年
に
お
い
て
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
描
か
れ
方
の 

違
い
に
注
目
し
、
両
テ
キ
ス
ト
の
在
り
方
と
し
て
の
研
究
が
注
目
さ
れ
て
き
た（

（
（

。

筆
者
も
そ
れ
ら
の
研
究
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
倭
建
命

が
天
皇
か
ら
「
惶
」
れ
ら
れ
て
遠
ざ
け
ら
れ
た
理
由
を
、『
古
事
記
』
独
自
の

論
理
と
し
て
読
み
解
い
た
こ
と
が
あ
る
。
倭
建
命
は
名
に
「
建
」
を
持
ち
、
天

皇
に
匹
敵
す
る
力
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
言
葉
」
を
正
し
く
受
け
取
る
能
力
を

持
た
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
天
皇
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。
そ

れ
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
は
、
日
本
武
尊
と
し
て
、
天
皇
と
意
を
同
じ
く

す
る
、
日
本
を
平
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
違
い
は
為
政
者
に
と
っ
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

像
と
無
関
係
で
は
な
い
。『
古
事
記
』
の
よ
う
に
、
天
皇
と
の
違
和
が
あ
る
も

の
と
し
て
の
姿
。『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
、
天
皇
と
志
を
同
じ
く
す
る
も
の

と
し
て
描
く
姿
。
そ
の
多
様
な
様
相（

（
（

は
、
時
代
と
担
い
手
に
よ
っ
て
、
常
に
変 

容
し
生
成
す
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
い
う
同
じ
名
を
冠
す
る
人
物
を
そ
の
よ
う

に
違
う
も
の
と
し
て
描
き
、
そ
れ
が
正
史
と
し
て
も
記
録
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
書
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
複
数
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
生
成
の
な
か
に
、『
日
本
書
紀
』
に

続
く
第
二
の
正
史
『
続
日
本
紀
』（
平
安
時
代
初
期
編
纂（

（
（

） 

も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「
倭
建
命
墓
」
に
落
雷
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る（

（
（

。

倭
建
命
墓
に
震
す
。
使
を
遣
し
之
を
祭
る
。（
震
倭
建
命
墓
。
遣
使
祭
之
。）　

（『
続
日
本
紀
』
巻
二
大
宝
二
年
八
月
癸
夘
条
）

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
「
墓
」
に
落
雷
が
あ
っ
た
た
め
、「
使
」
を
遣
わ
し
て
「
墓
」

に
お
い
て
「
祭
」
を
行
わ
せ
た
の
だ
と
い
う
。『
続
日
本
紀
』
の
な
か
で
、「
落

雷
」
後
に
必
ず
「
祭
」
を
記
述
す
る
と
は
限
ら
な
い
。「
倭
建
命
墓
」
だ
か
ら

こ
そ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
、
従
来
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
墓
の
存 

在
を
示
す
も
の（

（
（

、「
倭
建
命
墓
」
と
陵
墓
祭
祀
の
歴
史
と
し
て
と
ら
え
る
史
料（

（
（

 
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
を
記
す
こ
と

に
は
、
歴
史
的
事
実
を
記
述
し
た
以
上
の
意
味
が
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉（

（
（

は
特
異
な 

存
在
で
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
で
は
三
回
、『
古
事
記
』
で
は
二
回
埋
葬
さ
れ

『
続
日
本
紀
』「
倭
建
命
墓
」
へ
の
落
雷

稲  

　
生  

　
知  

　
子
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る
に
も
関
わ
ら
ず
、
白
鳥
と
し
て
飛
翔
し
た
と
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え

て
、『
古
事
記
』
で
は
天
皇
の
葬
儀
時
に
歌
わ
れ
る
大
御
歌
の
も
と
と
も
な
る
。

そ
の
よ
う
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
は
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
あ

り
え
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
了
解
は
『
続
日
本
紀
』
の
編
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

　

一
方
、「
落
雷
」
は
、
自
然
現
象
の
な
か
で
は
「
神
鳴
り
」
と
書
か
れ
る
こ

と
も
あ
る
よ
う
に
、
神
と
の
交
流
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
神
話
や
歴

史
叙
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
大
祓
祝
詞
』
に
お
け
る
国
津
罪
の 

中
に
「
高
津
神
」
が
あ
り（
（1
（

、
さ
ら
に
、『
延
喜
式
』
に
お
い
て
霹
靂
祭
と
い
う
臨 

時
祭
も
定
め
ら
れ
て
い
る（
（（
（

。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
は
、
こ
の
〈
墓
〉
へ
の
落 

雷
と
い
う「
怪
異
」に
つ
い
て
、そ
れ
が
何
を
指
し
示
す
の
か
を
記
さ
な
い
。『
大

祓
祝
詞
』『
延
喜
式
』
が
同
時
代
資
料
と
は
言
え
な
い
た
め
、
そ
の
「
祭
」
の

理
由
を
そ
こ
に
帰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
初
期
、「
正

史
」
に
お
い
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
へ
の
落
雷
記
事
を
掲
載
す
る
の
に

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
祭
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
言
説
を
中
心
に
分
析
し
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
を
め
ぐ
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
言
説
と
、
落

雷
す
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
平

安
時
代
的
展
開
の
出
発
点
を
確
認
す
る
。「
怨
霊
」「
御
霊
」
の
表
象
に
な
る
前

の
「
雷
」
の
位
置
づ
け
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
雷
観
と
は

違
っ
た
側
面
、
さ
ら
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
神
話
的
展
開
に
つ
な
が
る
側
面
を
確

認
し
た
い
。

二　
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
〈
墓
〉

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
景
行
天
皇
の
皇

子
と
し
て
、
西
日
本
と
東
日
本
を
征
討
し
た
人
物
と
し
て
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
書
物
で
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
描
か
れ
方
が
異
な
る
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、「
其
の
御
子
の
建
く
荒
き
情
を
惶
み
て
」、
西
征
、
東
征

に
向
か
う
。
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
進
ん
で
天
皇
の
た
め
に
「
賊
」
を

平
ら
げ
に
い
く
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
も
東
日
本
を
平
定
し
た

あ
と
、
伊
吹
山
で
神
の
怒
り
を
得
た
た
め
、
死
に
至
る
病
を
得
る
。
そ
の
結
果

天
皇
の
も
と
に
「
か
え
り
ご
と
」
を
す
る
こ
と
な
く
、
能
褒
野（
（1
（

に
お
い
て
死
ん 

で
し
ま
う
。
死
後
、
ど
の
よ
う
に
葬
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
テ
キ
ス
ト
で
確
認
す
る
。

　
『
古
事
記
』（
（1
（

で
は
、倭
に
い
た
「
后
等
と
御
子
等
」
が
能
褒
野
に
下
り
、「
御
陵
」

を
作
り
、
葬
る
。
し
か
し
、
倭
建
命
は
、「
八
尋
の
白
智ち

鳥
」
と
化
し
て
、「
天
」

に
舞
い
上
が
る
。
追
い
か
け
る
と
き
に
后
妃
た
ち
が
歌
っ
た
歌
が
天
皇
の
葬
儀

に
歌
わ
れ
る
「
天
皇
の
大
御
葬
歌
」
と
し
て
、「
今
に
至
る
ま
で
」
で
伝
わ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
白
鳥
は
大
阪
府
柏
原
に
比
定
さ
れ
る「
河
内
国
の
志
幾
」

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、そ
こ
に
「
陵
」
を
作
る
が
、さ
ら
に
「
天
」
に
飛
び
去
っ

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
時
の
陵
を
「
白
鳥
陵
」
と
名
付
け
た
。『
古
事
記
』
に
お

い
て
、
二
つ
の
倭
建
命
の
「
陵
」
が
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
に
も
倭
建
命
は
埋

葬
さ
れ
て
い
な
い（
（1
（

。

　

一
方
、『
日
本
書
紀
』（
（1
（

に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
父
景
行
天
皇
は
日
本

武
尊
の
死
を
聞
き
、「
伊
勢
国
の
能
褒
野
陵
」
に
埋
葬
さ
せ
る
が
、
日
本
武
尊



成蹊國文　第五十七号（2024）

― 3―

は
白
鳥
と
な
っ
て
「
倭
国
」
に
向
か
っ
て
飛
び
さ
る
。
陵
の
中
に
は
「
屍
骨
」

が
な
く
、衣
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。そ
こ
で
、群
臣
た
ち
は
白
鳥
を
追
い
か
け
る
。

「
屍
骨
」
が
な
け
れ
ば
、「
陵
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
読
み
取

れ
る
。
白
鳥
は
、「
倭
の
琴
弾
原
」
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
「
陵
」
を

作
る
が
さ
ら
に
、
白
鳥
は
「
河
内
」
と
「
古
市
邑
」
に
飛
び
去
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
「
陵
」
を
作
る
が
、こ
こ
で
も
、ど
こ
に
も
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
天
」
に
昇
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
、「
衣
冠
」
の
み
を
葬
っ
た
と
す
る
。
三
つ
の
陵
の
ど
れ
に

も
日
本
武
尊
は
葬
ら
れ
な
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
書
か
れ
方

が
違
う
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
死
後
だ
け
は
共
通
し
て
、「
天
」
に
飛
翔
し
て
お

り
、〈
墓
〉
は
ど
れ
も
空
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
し
、正
史
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』

が
「
屍
骨
」
の
有
無
に
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
後
の
記
録
に

お
い
て
も
、『
日
本
書
紀
』
は
、〈
墓
〉
に
「
屍
骨
」
が
葬
ら
れ
て
い
な
い
点
に

つ
い
て
、
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

成
務
天
皇
（
景
行
天
皇
の
子
）
の
後
に
即
位
し
た
仲
哀
天
皇
は
、
日
本
武
尊

と
垂
仁
天
皇
の
皇
女
両
道
入
媛
の
子
で
あ
る
。
成
務
の
甥
と
し
て
立
太
子
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
子
と
し
て
即
位
し
て
い
な
い
た
め
か
、
父
日
本
武
尊

を
強
調
す
る
こ
と
で
自
ら
の
天
皇
と
し
て
の
正
統
性
の
確
認
を
し
て
い
る
。
即

位
記
事
と
母
に
「
皇
太
后
」
を
送
る
記
事
の
あ
と
、以
下
の
よ
う
な
詔
を
出
す
。

　

冬
十
一
月
の
乙
酉
の
朔
に
、
群
臣
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
朕
、
未
だ
弱

冠
に
逮
ら
ず
し
て
、
父
王
、
既
に
崩
り
ま
す
。
乃
ち
神
霊
白
鳥
と
化
り

て
天
に
上
り
ま
す
。
仰し
の
び
た
て
ま
つ
る
こ
こ
ろ

望
之
情
、一
日
も
息
む
こ
と
な
し
。
是
を
以
ち
て
、

冀
は
く
は
白
鳥
を
獲
て
、
陵
み
さ
さ
ぎ
の
め
ぐ
り
域
の
池
に
養
は
む
。
因
り
て
、
其
の
鳥
を

覩
つ
つ
、顧
情
を
慰
め
む
と
欲
ふ
」と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
諸
国
に
令
の
り
ご
と

し
て
、

白
鳥
を
貢
ら
し
め
た
ま
ふ
。　
　

 （『
日
本
書
紀
』
仲
哀
元
年
十
一
月
条
）

　
「
弱
冠
」（
二
十
歳
）
に
な
る
前
に
、父
日
本
武
尊
が
亡
く
な
り
、そ
の
「
神
霊
」

は「
白
鳥
」と
な
っ
て「
天
」に
上
っ
た
。「
仰
望
之
情
」を
慰
め
る
た
め
に「
白
鳥
」

を
「
陵
域
の
池
」
に
飼
う
と
宣
言
し
、
諸
国
か
ら
「
白
鳥
」
を
献
上
す
る
よ
う

に
命
ず
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
陵
」
に
は
日
本
武
尊
は
い
な
い
た
め
、せ
め
て
「
白

鳥
」を
飼
う
こ
と
で
補
い
た
い
と
い
う
意
識
が
読
み
取
れ
る
。「
仰
望
之
情
」は
、

日
本
武
尊
の
父
子
関
係
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
正
統
性
を
誇
示

す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
白
鳥
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
、父
日
本
武
尊
の
「
神
霊
」

の
守
護
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
白
鳥
を
め
ぐ
っ
て
、
兄
弟
間
の
争
い
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。
白
鳥
を
求
め
る
詔
の
あ
と
、
異
母
弟
蘆
髮
蒲
見
別
王
の
誅
殺
事
件
が
記

さ
れ
る
。

閏
十
一
月
の
乙
卯
の
朔
に
し
て
戊
午
に
、
越
国
、
白
鳥
四
隻
を
貢
る
。
是

に
、
鳥
を
送
る
使
人
、
菟
道
河
の
辺
に
宿
る
。
時
に
、
蘆あ
し
か
み
の
か
ま
み
わ
け
の
み
こ

髮
蒲
見
別
王
、

其
の
白
鳥
を
視
て
、
問
ひ
て
曰
は
く
、「
何
処
に
将
ち
去
く
白
鳥
ぞ
」
と

の
た
ま
ふ
。
越
人
答
へ
て
曰
さ
く
、「
天
皇
、
父
王
を
恋
ひ
た
ま
ひ
て
、

養
ひ
狎な
つ

け
む
と
し
た
ま
ふ
。
故
、
貢
る
」
と
ま
を
す
。
則
ち
蒲
見
別
王
、

越
人
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
白
鳥
と
雖
も
、
焼
か
ば
黒
鳥
に
為
ら
む
」
と

の
た
ま
ふ
。
仍
り
て
強
に
白
鳥
を
奪
ひ
て
、
将
ち
去
ぬ
。
爰
に
越
人
、

参ま
ゐ

赴き

て
請
す
。
天
皇
、
是
に
、
蒲
見
別
王
の
先
王
に
礼
无
き
こ
と
を
悪

み
た
ま
ひ
、
乃
ち
兵
卒
を
遣
し
て
誅
さ
し
め
た
ま
ふ
。
蒲
見
別
王
は
、

天
皇
の
異
母
弟
な
り
。
時
人
の
曰
く
、「
父
は
是
天
な
り
。
兄
亦
君
な
り
。

其
れ
天
を
慢
り
君
に
違
ひ
な
ば
、何
ぞ
誅
を
免
る
る
こ
と
得
む
」
と
い
ふ
。
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（『
日
本
書
紀
』
仲
哀
元
年
十
一
月
条
）

　
「
越
国
」
か
ら
「
白
鳥
四
隻
」
が
献
上
さ
れ
、
輸
送
さ
れ
て
い
る
途
中
、
天

皇
の
異
母
弟
、
蒲
見
別
王
が
そ
の
白
鳥
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
白
鳥
を
奪
う
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
、「
礼
无
き
」
と
断
じ
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
て
い
る
。「
白
鳥
」

が
日
本
武
尊
（
そ
の
神
霊
）
の
代
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
争
奪
戦
が
天
皇
位
を
争

う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仲
哀
天
皇
や

そ
の
兄
弟
に
と
っ
て
、
日
本
武
尊
の
「
陵
」
は
空
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
仁
徳
六
十
年
冬
十
月
の
記
事
に
お
い
て
は
、
空
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
陵
」
自
体
の
存
続
が
危
う
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

六
十
年
の
冬
十
月
に
、
白
鳥
陵
守
等
を
差
し
て
、
役え
の
よ
ほ
ろ丁
に
充
つ
。
時
に

天
皇
、
役
の
所
に
臨
み
た
ま
ふ
。
爰
に
陵
守
目め

杵き

、
忽
に
白
鹿
に
化
り

て
走
ぐ
。
是
に
、天
皇
、詔
し
て
曰
は
く
、「
是
の
陵
、本
よ
り
空
し
。
故
、

其
の
陵
守
を
除
め
む
と
欲
し
て
、
甫は
じ
めて
役
丁
に
差
せ
り
。
今
し
是
の
怪し
る
ま
し者

を
視
る
に
、
甚
だ
懼
し
。
陵
守
を
な
動
し
そ
」
と
の
た
ま
ひ
、
則
ち
且
、

土
師
連
等
に
授
け
た
ま
ふ
。 

（『
日
本
書
紀
』
仁
徳
六
十
年
冬
十
月
）

　
「
白
鳥
陵
」
と
は
、
景
行
天
皇
条
に
「
三
陵
を
号
け
て
、
白
鳥
陵
と
曰
ふ
」

と
あ
り
、
日
本
武
尊
の
陵
で
あ
る
。
そ
の
陵
の
陵
守
を
「
役
丁
」
に
充
て
、
そ

れ
を
天
皇
が
視
察
し
て
い
る
と
、陵
守
が
「
白
鹿
」
と
化
し
て
逃
げ
た
と
い
う
。

陵
守
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左（
（1
（

、「
白
鹿
」
の
天
皇
祭
祀
と
の
関
わ
り（
（1
（

の 

記
事
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
。「
陵
守
」は
律
令
で
は「
陵

戸
」
と
呼
ば
れ
た
。『
養
老
令
』
の
「
喪
葬
令（
（1
（

」
に

　

凡
そ
先
皇
の
陵
は
、
陵
戸
を
置
き
て
守
ら
し
め
よ
。
陵
戸
に
非
ず
し

て
守
ら
し
め
ば
、
十
年
に
一
た
び
替
へ
よ
。
兆
域
の
内
に
、
葬
り
埋
む

る
こ
と
、
及
び
耕
し
牧か

ひ
樵
し
採
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ず
。

（『
養
老
令
』「
喪
葬
令
」
巻
二
十
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
陵
墓
は
陵
守
（
陵
戸
）
が
、
管
理
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
課
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。『
養
老
令
』
舎
人
史
生
条
で
、

「
雑
戸
・
陵
戸
・
品
部
・
徒
人
の
役
に
在
ら
む
は
、
並
に
課
役
を
免
せ
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
陵
守
を

「
役
丁
」
に
充
て
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
是
の
陵
、
本
よ
り
空
し
」
つ
ま
り
、

白
鳥
陵
に
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
陵
守
を
廃
止
す
る
予

定
で
の
差
配
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
「
怪し
る
ま
し者
」
が
起
こ
る
。
陵
守
目
杵

が
「
白
鹿
」
に
変
化
し
て
逃
げ
出
し
た
の
で
あ
る
。「
白
鹿
」
は
、
天
が
時
の

王
者
の
善
政
を
賞
め
て
下
す
し
る
し
と
し
て
出
現
す
る
、
祥
瑞
の
一
つ
で
あ

る（
（1
（

。
の
ち
に
『
延
喜
式
』
祥
瑞
条
に
上
瑞
と
し
て
記
さ
れ
、『
日
本
書
紀
』
推

古
六
年
十
月
条
に
は
越
国
か
ら
献
上
さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
る
。
陵
守
が
「
白

鹿
」
に
な
っ
て
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
王
者
の
徳
を
否
定
す
る
「
怪
者
」
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
天
皇
は
そ
の
「
怪
者
」
を
正
し
く
理
解
し
、
日
本
武
尊
を
陵

と
し
て
維
持
す
る
よ
う
指
示
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

仁
徳
紀
か
ら
は
、日
本
武
尊
の
〈
墓
〉
に
つ
い
て
の
特
徴
が
確
認
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
仲
哀
紀
と
同
様
に
〈
墓
〉
が
空
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
加
え
て
、

空
だ
と
〈
墓
〉
と
認
め
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
空
」
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
天
皇
へ
の
警
告
を
発
す
る
「
怪
者
」
が
顕
現
す
る
存
在
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
葬
ら
れ
て
い
る
陵
墓
を
軽
ん
じ
た
り
、
壊
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
死
者
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
弘
計
天
皇
が
父
市
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辺
押
磐
皇
子
の
遺
骨
を
探
索
し
、
葬
り
た
い
と
願
っ
た
よ
う
に
、
葬
る
と
い
う

行
為
や
陵
墓
を
守
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
な
か
に
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
て
こ
そ

の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
に
は
、
そ
の

条
件
が
欠
け
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
が
重

要
事
項
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
天
」
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
魂
の
処
遇
が
気
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
墓
〉
に
落
雷
す
る

と
い
う
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

三　
落
雷
と
い
う
現
象

　
〈
墓
〉
に
落
雷
す
る
記
事
は
『
続
日
本
紀
』
に
は
な
い（
11
（

。
そ
こ
で
、ま
ず
、「
落

雷
」
の
同
時
代
に
お
け
る
と
ら
え
方
を
確
認
す
る
。

　
「
落
雷
」
は
時
代
ご
と
に
神
の
意
志
の
表
れ
と
し
て
恐
れ
ら
れ
、
な
お
か
つ

恵
み
の
雨
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
あ
る
自
然
現
象
の
一
つ
で

あ
る（
1（
（

。
特
に
、菅
原
道
真
が
怨
霊
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
以
降
、落
雷
は
「
怨

霊
」
と
し
て
神
の
怒
り
、
天
罰
の
表
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る（
11
（

。
し
か
し
、
奈
良 

時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
お
い
て
も
同
じ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か（
11
（

。『
日
本
書

紀
』『
続
日
本
紀
』
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
怨
霊
と
い
う
よ
り
も
、
神
の
意

志
の
表
象
と
し
て
表
現
さ
れ
、
国
家
と
し
て
対
応
を
し
て
い
く
た
め
の
シ
ス
テ

ム
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
思
し
い
。

　

平
安
時
代
以
降
、「
災
異
」
に
対
し
て
、
陰
陽
寮
や
神
祇
官
に
よ
り
国
家
的

大
事
を
占
う
「
軒
廊
御
卜
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
西
岡
芳
文（
11
（

に
よ
れ
ば
、『
史

料
総
覧
』
の
平
安
時
代
の
部
分
に
は
、
お
よ
そ
三
七
〇
件
の
軒
廊
御
卜
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、「
陵
墓
の
鳴
動
・
落
雷
」も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。「
軒
廊
御
卜
」

で
記
録
上
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
六
月
一
七
日
の
『
北

山
抄
』『
江
家
次
第
』
の
記
事
が
一
番
古
い
も
の
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
続

日
本
紀
』
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
七
月
二
九
日
条
に
も
「
頃
者
、
災
異
荐
に
臻

り
て
、
妖
徴
並
に
見
れ
た
り
。
仍
て
龜
筮
に
命
せ
て
そ
の
由
を
求
め
し
む
」
こ

と
を
天
皇
に
奏
上
し
、
そ
こ
で
意
見
を
言
う
の
が
「
神
祗
官
陰
陽
寮
」
で
あ
っ

た
と
あ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
初
期
に
も
「
災
異
」
を
国
家
的
大
事
と
し
て
占

い
、
神
祗
官
と
陰
陽
寮
が
対
応
し
て
き
た
と
考
え
て
よ
い
の
だ
と
い
う
。
た
だ

し
、占
い
の
結
果
は
、記
録
と
し
て
は
残
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
令
集
解
』、「
雑

令
」、
秘
書
玄
象
条（
11
（

に
お
い
て
、

若
し
徴
祥
、
災
異
有
ら
ば
、
陰
陽
を
寮
奏
せ
よ
。
訖
ら
ば
、
季
別
に
封

し
て
中
務
省
に
送
り
て
、
国
史
に
入
れ
よ
。〈
送
ら
む
所
は
、
占
言
載
す

る
こ
と
得
じ
〉。 

（『
令
集
解
』、「
雑
令
」、
秘
書
玄
象
条
）

　
「
徴
祥
、
災
異
」
に
つ
い
て
は
記
録
し
、
史
書
を
編
纂
す
る
中
務
省
に
報
告

す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。『
令
義
解
』　
「
監
修
国
史
」
に
は
「
入
国
史

是
也
」
と
あ
り
、「
国
史
」
編
纂
の
資
料
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、「
占
言
」
を
載
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
祥

瑞
も
災
異
も
、解
釈
は
報
告
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

結
果
、こ
の
報
告
を
も
と
に
書
か
れ
た
正
史
に
は
、「
災
異
」
の
み
が
記
録
さ
れ
、

そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
掲
載
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
占

言
」、
す
な
わ
ち
解
釈
は
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、
奏
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
続
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日
本
紀
』
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
養
老
五
年
（
七
二
一
）
正
月
甲
戌
の
詔

で
は
官
人
に
督
励
す
る
際
、「
文
武
の
庶
僚
、
今
よ
り
以
去
、
若
し
風
雨
・
雷

震
之
異
有
ら
ば
、
各
、
極
言
・
忠
正
之
志
を
存
つ
べ
し
」
と
災
異
が
あ
っ
た
と

き
の
具
申
を
奨
励
し
て
い
る
。
同
じ
詔
で
「
醫
卜
方
術
」
に
優
れ
た
者
に
褒
賞

を
与
え
る
記
事
が
続
く
。「
陰
陽
」
に
優
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
災
異
に
つ

い
て
直
言
す
る
こ
と
自
体
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
占
言
」
は
記
述

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
災
異
の
後
の
「
詔
」
に
よ
る
「
祭
」
で
対
応
が

う
か
が
え
る
の
み
で
あ
る
。
神
の
意
志（
11
（

の
現
れ
と
し
て
、
天
皇
自
体
が
行
動
を 

改
め
た
り
、
祭
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
神
の
意
志
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
落

雷
時
、『
日
本
書
紀
』
で
も
確
認
で
き
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
推
古
二
十
六
年
（
六
一
八
）「
是
年
」
に
お
い
て
、
安
芸
国
で

船
舶
の
た
め
の
木
材
が
、
霹
靂
の
神
が
降
臨
す
る
「
霹
靂
の
木
」
で
あ
っ
た
た

め
に
、
河
辺
臣
が
「
多
く
幣
帛
を
祭
」
っ
た
上
で
木
を
伐
ら
せ
、
落
雷
に
よ
る

神
意
を
剣
で
鎮
め
た
と
言
う
。
幣
帛
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き
対
応
を
し
た
か
ら

こ
そ
、
神
が
鎮
ま
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
祭
る
こ
と
を
し
な
い

場
合
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
同
じ
く
、『
日
本
書
紀
』
斉
明
七
年
（
六
六
一
）

五
月
癸
卯
に
お
い
て
、
斉
明
天
皇
が
朝
倉
橘
広
庭
宮
を
作
る
と
き
に
朝
倉
社
の

木
を
使
用
し
た
た
め
、「
神
忿
り
」
す
な
わ
ち
、雷
に
よ
っ
て
宮
を
破
壊
さ
れ
た
。

舎
人
や
近
侍
に
死
者
が
多
く
で
た
と
い
う
。
こ
こ
に
で
は
、
祭
ら
れ
て
い
る
記

述
が
な
い
。「
祭
」
ら
な
か
っ
た
か
ら
多
く
の
死
者
が
出
た
の
で
あ
る
。
記
述

が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、「
祭
」
が
「
神
の
意
志
」
と
向
き
合
う
こ
と
に
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
雷
は
船
や
宮
と
し
て
、
そ
の
依
り
代
を
使
用
す
る
際
に
は

鎮
め
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
統
治
に
必
要
な
パ
ワ
ー
で
も
あ
る
。『
日
本

書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
で
は
、
皇
后
が
「
神
田
」
に
水
を
引
く
た
め
に
、

武
内
宿
禰
に
剣
を
捧
げ
て
「
神
祇
」
に
祈
ら
せ
る
場
面
が
あ
る
。
祭
り
の
結
果
、

「
雷
電
霹
靂
」、
す
な
わ
ち
、
落
雷
を
操
っ
て
、
堅
い
岩
を
「
蹴
ゑ
裂
き
て（
11
（

」、

つ
ま
り
岩
を
雷
が
蹴
り
割
い
て
、水
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

祭
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
強
力
な
味
方
に
な
る
、

そ
れ
が
雷
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
の
近
く
に
置
く

に
は
神
威
が
強
す
ぎ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
七
月
条
で
は
、
雄
略
天
皇
は
少
子
部
連
蜾
蠃

に
命
じ
、「
三
諸
岳
の
神
」
を
捉
え
さ
せ
る
。
大
蛇
で
あ
っ
た
と
い
う
。
天
皇

が
「
斎
戒
」
を
し
な
い
で
い
る
と
、大
蛇
は
「
其
の
雷
虺ひ

虺び

き
て
、目ま
な
こ精
赫か
か
や赫
く
」

様
と
な
る
。
天
皇
は
恐
れ
て
殿
中
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
る

べ
き
手
続
き
（
こ
の
場
合
は
「
斎
戒
」）
を
し
な
け
れ
ば
、
暴
走
す
る
神
で
あ 

り
、
さ
ら
に
天
皇
の
近
く
に
は
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
神
で
も
あ
っ
た
。『
続

日
本
紀
』
以
後
の
成
立
の
『
日
本
霊
異
記
』
上
一
縁
に
「
雷
を
捉
る
縁（
11
（

」
に
類 

話
が
あ
る
が
、
雷
を
迎
え
る
と
き
に
、「
栖
軽
」
が
、「
緋
の
縵
を
額
に
著
、
赤

き
幡
桙
を
擎
げ
て
」
迎
え
る
。
さ
ら
に
、落
ち
て
き
た
雷
を
捉
え
る
と
き
も
「
神

司
」
を
読
ん
で
輦
籠
に
入
れ
て
天
皇
の
い
る
大
宮
に
持
ち
帰
る
と
い
う
手
続
き

を
踏
ん
で
い
る
。
雷
神
に
対
す
る
「
祭
」
が
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら

に
、
こ
こ
で
も
、
雷
に
対
し
て
天
皇
は
「
恐
り
て
偉
し
く
幣
帛
」
を
奉
っ
て
雷

崗
に
戻
し
た
と
記
さ
れ
る
。
天
皇
の
近
く
に
は
置
く
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
こ

こ
で
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
初
期
に
お
い
て
は
、
落
雷
は
「
怨
霊
」
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の
表
象
と
い
う
よ
り
も
、
見
え
ざ
る
神
々
の
意
志
を
知
る
た
め
の
「
災
異
」
で

あ
り
、
神
々
が
意
志
を
人
に
伝
え
る
現
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
々
の
意
志

や
神
の
降
臨
は
荒
ぶ
る
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と

も
に
、
同
時
に
国
家
の
側
で
必
要
な
パ
ワ
ー
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
時
に

天
皇
か
ら
は
離
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
祭
る
シ
ス

テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
、
神
祇
官
や
陰
陽
寮
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
倭
建
命
墓
」へ
の
落
雷
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

倭
建
命
墓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

四　
「
倭
建
命
墓
」
と
書
く
こ
と

　

こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、〈
墓
〉
の
表
記
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』「
倭

建
命
墓
に
震
す
。
使
を
遣
し
、之
を
祭
る
。」
の
記
事
の
な
か
で
、〈
墓
〉
は
「
墓
」

と
の
み
記
録
さ
れ
る
。
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
で
は
「
陵
」
と
さ

れ
た
。
陵
と
は
、「
天
皇
・
皇
后
な
ど
の
墓
所
」
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は

日
本
武
尊
の
〈
墓
〉
は
皇
太
子
・
天
皇
の
父
と
し
て
「
陵
」
と
呼
ば
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
編
纂
時
、「
陵
」
と
「
墓
」
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
『
令
集
解
』「
喪
葬
令
」
先

皇
条
所
引
古
記
に
「
即
位
天
皇
以
外
を
除
き
、
皆
悉
く
墓
と
称
す
べ
し
」
と
あ

る
よ
う
に
、
天
皇
以
外
の
〈
墓
〉
に
つ
い
て
は
、「
墓
」
と
称
す
る
よ
う
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
井
喜
久
夫（
11
（

は
大
宝
令
施
行
の
際
に「
陵
」と「
墓
」

を
分
離
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、大
宝
令
以
降
の「
倭
建
命
」の〈
墓
〉

は
、「
陵
」
で
は
な
く
「
墓
」
と
な
る
。
呼
称
の
変
化
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

位
置
づ
け
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
倭
建
命
墓
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
「
陵
」
と
さ
れ
て
い
た
〈
墓
〉

の
ど
れ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
で
は
二
か
所
、『
日
本
書
紀
』
で

は
三
か
所
で
あ
り
、
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
は
テ
キ
ス
ト
内
か
ら
は
判
断
で
き

な
い（
11
（

。
手
が
か
り
と
し
て
、
時
代
は
下
る
が
『
延
喜
式
』
陵
墓
歴
名
が
あ
る
。

　

能
襃
野
墓
〈
日
本
武
尊
。
在
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
。
兆
域
／
東
西
二
町
。

南
北
二
町
。
守
戸
三
烟
。〉 

（『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
『
諸
陵
寮
』
遠
墓（
1（
（

）

　
「
能
襃
野
墓
」
と
い
う
表
記
と
な
っ
て
お
り
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
死
ん
だ
土

地
で
あ
る
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
が
示
さ
れ
、
広
さ
や
守
戸
の
規
模
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
延
喜
の
段
階
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
伊
勢
能
褒
野
で
葬
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、「
守
戸
三
烟
」
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
墓
名
の
一
番
目
に
挙
が
る
も
の
で

あ
る
。

　

こ
の
陵
墓
歴
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
一
定
の
表
記
の
不
統
一

が
あ
り
、
弘
仁
、
貞
観
、
延
喜
の
式
編
纂
過
程
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
古

代
に
お
け
る
陵
墓
の
位
置
づ
け
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る（
11
（

。

研
究
の
成
果
と
し
て
「
能
煩
野
」〈
墓
〉
は
早
い
段
階
で
リ
ス
ト
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
弘
仁
式
段
階
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
11
（

。
さ 

ら
に
北
康
宏（
11
（

は
、
持
統
天
皇
五
年
詔
の

　

乙
巳
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、「
凡
そ
先
皇
の
陵
戸
は
、
五
戸
よ
り
以
上

を
置
け
。
自
余
の
王
等
の
有
功
者
に
は
三
戸
を
置
け
。
若
し
陵
戸
足
ら

ず
は
、百
姓
を
以
ち
て
充
て
、其
の
徭
役
免
し
、、三
年
に
一
た
び
替
へ
よ
」

と
の
た
ま
ふ
。 

（『
日
本
書
紀
』
持
統
五
年
十
月
乙
巳
条
）

に
よ
り
、
陵
墓
歴
名
は
陵
戸
を
設
置
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
た
と
想
定
す
る
。



稲生知子　『続日本紀』「倭建命墓」への落雷

― 8―

「
自
余
の
王
等
の
有
功
者
」
と
し
て
日
本
武
尊
に
も
「
墓
守
」
を
置
か
れ
た
だ

ろ
う
。
一
方
、
墓
歴
に
つ
い
て
は
、
高
市
皇
子
陵
以
前
の
配
列
（
日
本
武
尊
墓

も
含
め
る
）
に
つ
い
て
、
配
置
を
分
析
し
た
う
え
で
、
大
化
改
新
以
前
の
時
代

か
ら
個
別
に
台
帳
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
統
合
さ
れ
た
の
は
、
桓
武
朝
と

想
定
し
、
そ
れ
が
弘
仁
式
の
墓
歴
名
に
受
け
継
が
れ
た
の
だ
と
す
る
。

　

台
帳
が
統
合
さ
れ
た
と
さ
れ
る
桓
武
朝
は
諸
制
度
が
新
た
に
編
成
さ
れ
た
時

期
で
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
編
纂
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
天

皇
位
の
正
統
性
を
位
置
づ
け
る
た
め
、
新
し
い
山
陵
祭
祀
を
導
入
し
、
宗
廟
制

を
導
入
し
よ
う
と
し
た（
11
（

。
墓
歴
名
の
確
定
期
を
桓
武
期
で
あ
る
と
い
う
点
は
首 

肯
で
き
る
。
つ
ま
り
、
同
時
代
史
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
る
の
は
最

先
端
の
〈
墓
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、北
康
宏
は
、

興
味
深
い
分
析
を
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
る
「
遠
墓
」
に
は
、

日
本
武
尊
墓
（
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
）、
彦
五
瀬
命（
11
（

墓
（
紀
伊
国
名
草
郡
）、
五
十

瓊
敷
入
彦
命（
11
（

墓
（
和
泉
国
（
川
内
国
）
日
根
郡
）、
菟
道
稚
郎
皇
子（
11
（

（
山
代
国

宇
治
郡
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
墓
の
特
徴
と
し
て
、「
①
皇
族
で
あ
る
こ

と
、
②
継
体
天
皇
以
前
の
皇
統
に
属
し
て
い
る
こ
と
、
③
即
位
の
天
皇
の
兄
弟

で
あ
る
こ
と
、④
軍
人
的
ま
た
は
皇
位
の
守
護
的
存
在
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、

な
お
か
つ
、
こ
の
四
墓
が
「
伝
説
的
・
守
護
者
的
信
仰
に
基
づ
い
て
取
り
上
げ

ら
れ
た
」
と
推
定
、
大
和
国
に
接
し
て
周
り
を
囲
む
四
方
へ
つ
な
が
る
道
の
上

の
交
通
の
要
衝
、
軍
事
的
に
も
重
要
な
地
点
に
位
置
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

大
和
を
守
護
す
る
も
の
と
し
て
、「
四
皇
子
墓
」
を
意
味
づ
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う（
11
（

。
守
護
す
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
は
、『
延
喜
式
』
以
前
に

も
あ
っ
た
。
こ
の
四
皇
子
の
墓
が
「
陵
戸
」
を
配
し
た
祭
祀
対
象
と
し
て
重
ん

じ
ら
れ
た
こ
と
は
、『
大
宝
令
』
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。『
令
集
解
』「
職
員
令
」

諸
陵
司
条
「
古
記
」
所
引
「
別
記（
11
（

」
に
よ
る
と
、
諸
陵
司
の
管
理
下
に
あ
っ

た
各
陵
墓
に
お
け
る
「
陵
守
」「
墓
守
」
の
配
置
が
わ
か
る
。

借
陵
守
及
墓
守
、
幷
百
五
十
戸
。
京
二
十
五
戸
、
倭
国
五
十
八
戸
、
川

内
国
五
十
七
戸
、
山
代
国
三
戸
、
伊
勢
国
三
戸
、
紀
伊
国
三
戸
、
右
件

戸
納
公
計
帳
文
而
記
借
陵
守
也
。

（『
令
集
解
』「
職
員
令
」
19
諸
陵
司
条
「
古
記
」
所
引
「
別
記
」）

　
「
借
陵
守
及
墓
守
」
と
あ
る
の
は
専
任
の
「
墓
守
」
で
は
な
く
、
先
に
も
引

い
た
持
統
五
年
詔
で
「
若
し
陵
戸
足
ら
ず
は
、
百
姓
を
以
ち
て
充
て
、
其
の
徭

役
免
し
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
臨
時
で
百
姓
が
充
て
る
よ
う
に
指
示
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
山
代
国
三
戸
、
伊
勢
国
三
戸
、

紀
伊
国
三
戸
」で
あ
る
。「
山
代
国
三
戸
」は
菟
道
稚
郎
皇
子
墓
、「
伊
勢
国
三
戸
」

は
日
本
武
尊
墓
、「
紀
伊
国
三
戸
」
彦
五
瀬
命
墓
へ
の
「
墓
守
」
の
配
置
を
指

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
武
尊
墓
が
「
伊
勢
国
」、
す
な
わ
ち
能
褒
野
墓
に

比
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
持
統
五

年
詔
で
「
自
余
の
王
等
の
有
功
者
に
は
三
戸
を
置
け
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇

子
た
ち
が
「
有
功
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。
こ

の
記
事
に
は
、『
延
喜
式
』
墓
歴
名
と
比
較
し
て
五
十
瓊
敷
入
彦
命
は
抜
け
て

い
る
も
の
の
、
皇
子
の
墓
が
公
的
に
守
衛
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す（
1（
（

。
北
康
宏 

は
、
四
つ
の
墓
の
守
護
が
意
識
さ
れ
た
時
期
を
、「
震
倭
建
命
墓
」
が
記
さ
れ

た
こ
ろ
か
ら
と
推
察
し
て
い
る（
11
（

。
と
す
れ
ば
、『
続
日
本
紀
』
は
、
落
雷
に
よ
っ

て
〈
墓
〉
に
神
霊
た
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
降
臨
し
、
大
和
を
守
護
す
る
存
在
と

し
て
祀
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
墓
が
「
空
」
で
あ
れ
ば
、
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墓
と
し
て
不
安
定
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉

は
空
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
陵
墓
歴
名
に
お
け
る
研
究

成
果
を
踏
ま
え
る
と
、〈
墓
〉
は
「
能
褒
野
墓
」
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』『
古

事
記
』
で
、「
陵
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
五
か
所
の
、
ど
の
〈
墓
〉
よ
り
も

遠
い
と
こ
ろ
で
〈
墓
〉
の
位
置
が
確
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
雷
は
、
天

皇
に
と
っ
て
必
要
な
パ
ワ
ー
で
は
あ
る
が
、
遠
ざ
け
て
祭
る
べ
き
存
在
だ
っ
た

こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
〈
墓
〉
へ
の
処
遇
は
、
雷
へ
の

そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
で
は
、な
ぜ
近
似
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

五　
雷
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
～
『
日
本
書
紀
』

　

以
下
は
、『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
条
、
兄
に
代
わ
り
、
東
征
に
行
く
こ
と

と
な
っ
た
日
本
武
尊
へ
の
言
葉
で
あ
る
。

　

則
ち
天
皇
、
斧
鉞
を
持
り
て
、
日
本
武
尊
に
授
け
て
曰
は
く
、「
朕

聞
く
、
其
の
東
の
夷
は
、
識
性
暴
び
強
し
。
凌
犯
を
宗
と
す
。
村
に
長

無
く
、
邑
に
首
勿
し
。
各
封
堺
を
貪
り
て
、
並
に
相
盜
略
む
。
亦
山
に

邪
し
き
神
有
り
。（
中
略
）
今
朕
、
汝
を
察
る
に
、
爲
人
、
身
體
長
く
大

に
し
て
、
容
姿
端
正
し
。
力
能
く
鼎
を
扛
ぐ
。
猛
き
こ
と
雷
電
の
如
し
。

向
ふ
所
に
前
無
く
、
攻
む
る
所
必
ず
勝
つ
。
即
ち
知
り
ぬ
、
形
は
我
が

子
、
実
は
神
人
に
ま
す
こ
と
を
。
寔
に
是
、
天
の
、
朕
が
不
叡
く
し
て
、

且
国
の
不
平
れ
た
る
を
愍
び
た
ま
ひ
て
、
天
業
を
經
綸
へ
し
め
た
ま
ひ
、

宗
廟
を
絶
え
ず
あ
ら
し
め
た
ま
ふ
か
。
亦
是
の
天
下
は
汝
の
天
下
な
り
。

是
の
位
は
汝
の
位
な
り
。
願
は
く
は
深
く
謀
り
遠
く
慮
り
て
、
姦
し
き

を
探
り
變
く
を
伺
ひ
て
、
示
す
に
威
を
以
て
し
、
懷
く
る
に
徳
を
以
て

し
て
、
兵
甲
を
煩
さ
ず
し
て
自
づ
か
ら
に
臣
隷
は
し
め
よ
。
即
ち
言
を

巧
み
て
暴
ぶ
る
神
を
調
へ
、
武
を
振
ひ
て
姦
し
き
鬼
を
攘
へ
」
と
の
た

ま
ふ
。 

（『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
十
年
七
月
条
）

　

天
皇
の
言
葉
で
は
、「
暴
強
」
の
夷
を
平
ら
げ
る
の
に
相
応
し
い
様
子
を
「
猛

き
こ
と
雷
電
の
如
し
」
と
喩
え
る
。
こ
こ
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
雷
神
的
性
格

を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る（
11
（

。
し
か
し
、
雷
を
「
猛
」
の
喩
え
と
す
る
例
は
多
く 

は
な
い（
11
（

。『
続
日
本
紀
』
巻
五
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
九
月
己
丑
条
の
太
政
官

奏
上
に
出
羽
国
を
置
く
経
緯
の
説
明
の
な
か
に
「
自
官
軍
雷
撃
。
凶
賊
霧
消
。

狄
部
晏
然
。
皇
民
無
擾
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
官
軍
の
勇
猛
さ
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
人
へ
の
比
喩
で
は
な
い
。
日
本
武
尊
が
突
出
し
て
勇
猛
だ
か

ら
こ
そ
、「
雷
」
と
喩
的
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
形
は
我
が
子
、

実
は
神
人
に
ま
す
」
と
あ
る
。「
神
人
」
と
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
神
代
一

段
、
第
三
一
書
に
お
い
て
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
を
指
し
て
、「
天
地
混
成
る
時
に
、

始
め
に
神
人
有
り
」
と
表
現
さ
れ
る
、
人
と
し
て
現
れ
る
神
の
こ
と
を
指
す
。

天
地
初
発
に
登
場
す
る
神
と
の
比
喩
に
よ
っ
て
「
天
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
神
九
年
三
月
に
天
皇
の
夢
に
現
れ
て
「
墨

坂
神
」「
大
阪
神
」
の
祭
り
方
を
伝
え
た
「
神
人
」
が
記
さ
れ
る
。
天
皇
を
守

護
す
る
存
在
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
景
行
に
と
っ
て
は
、
日
本

武
尊
も
守
護
し
て
く
れ
る
霊
的
な
存
在
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
の
で
は
な 

い
か（
11
（

。
天
皇
自
身
の
「
朕
が
不
叡
」
を
補
う
も
の
と
し
て
「
天
」
に
よ
っ
て
使 

わ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
死
後
に
お
い
て
、
天
皇
は
、
以
下
の
よ
う
に
日
本
武
尊
を
偲
ぶ
。
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歎
き
て
曰
は
く
、「
我
が
子
小
碓
王
、
昔
熊
襲
の
叛
き
し
日
に
、
未
だ

総
角
に
も
及
ら
ぬ
に
、
久
に
征
伐
に
煩
み
、
既
に
し
て
恒
に
左
右
に
在

り
て
、
朕
が
不
及
を
補
ひ
き
。
然
る
に
東
夷
騷
動
み
、
討
た
し
む
る
者

勿
し
。
愛
し
き
を
忍
び
て
賊
の
境
に
入
ら
し
む
。
一
日
も
顧
は
ず
と
い

ふ
こ
と
無
し
。 

（『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
条
）

　

日
本
武
尊
死
後
も
、
そ
の
存
在
を
「
朕
が
不
及
を
補
」
ふ
も
の
と
い
う
位
置

づ
け
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
天
皇
を
補
う
「
神
人
」
と
し
て
の
日
本
武
尊
な
の
で

あ
る
。
で
は
あ
る
も
の
の
、「
東
夷
騷
動
」
の
た
め
派
遣
す
る
、
つ
ま
り
、
そ

の
存
在
は
天
皇
の
近
く
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
後
も
白
鳥
と
し
て
大
和

方
面
に
飛
び
続
け
る
が
、河
内
国
志
幾
で
「
鎮
め
坐
」
す
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
神

人
」
が
い
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
「
天
」
に
登
る
。
地
上
に
は
鎮
め
き
れ
な
い

も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
『
日
本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
な
の

で
あ
る
。「
天
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
降
臨
す
る
も
の
と
し
て
の

想
定
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
神
代
下
、
天
稚
彦
の
葬
儀
の
た
め
降
臨
し
た
味
耜
高

彦
根
神
の
様
子
を
「
光
儀
華
艶
し
く
し
て
、
二
丘
二
谷
の
間
に
映
る
」
と
表
現

し
て
い
る
。「
雷
光
」
と
し
て
の
雷
の
表
象
で
あ
る
が
、
神
の
降
臨
と
し
て
雷

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
『
続
日
本
紀
』
で
は
了
解
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
は
、「
日
本
紀
講
」
と
し
て
、
中
央

官
人
た
ち
に
正
史
と
し
て
学
ば
れ
て
い
る
。「
日
本
紀
講
」
は
『
日
本
書
紀
』

が
編
纂
さ
れ
た
直
後
か
ら
平
安
時
代
半
ば
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、『
日
本
書
紀
』

を
中
心
に
し
た
勉
強
会
と
、
そ
の
後
の
竟
宴
を
言
う
。
そ
の
現
場
で
は
、
高
位

の
官
人
た
ち
が
『
日
本
書
紀
』
と
対
峙
し
、
神
話
が
位
置
づ
け
ら
れ
続
け
て
い 

る
。
歴
史
書
編
纂
の
編
纂
を
担
う
人
々
は
、
日
本
紀
講
書
を
通
し
て
、「
今
」

を
ま
な
ざ
そ
う
と
し
て
い
た（
11
（

。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
墓
へ
の
落
雷
は
、『
日
本
書
紀
』

の
平
安
時
代
的
展
開
の
中
で
雷
に
よ
る
神
意
を
示
す
存
在
、
祭
る
こ
と
で
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
都
を
守
護
し
て
い
く
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
〈
墓
〉
の
場
所
は
、
一
番
遠
い
「
能
褒
野
墓
」
で
あ

る
。
近
く
に
は
祭
る
こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
の
対
象
と
し
て
依
然
と
し
て
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
日
本
紀
講
の
な
か
で
『
古
事
記
』
と
と
も
に
読
ま
れ
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

六　
遠
ざ
け
ら
れ
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
～
『
古
事
記
』

　
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
は
西
征
の
き
っ
か
け
か
ら
恐
る
べ
き
者
、
遠
ざ
け
る

べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
小
碓
命
（
の
ち
の
倭
建
命
）
は
、

父
天
皇
の
命
で
兄
大
碓
命
に
「
朝
夕
の
大
御
食
」
に
出
る
よ
う
に
伝
え
る
が
、

そ
の
命
令
「
專
ら
汝
泥
疑
教
へ
覚
せ
。」
を
誤
解
し
、「
朝
署
に
厠
に
入
り
し
時
、

待
ち
捕
へ
て
搤
み
批
ぎ
て
、
其
の
枝
を
引
き
闕
き
て
、
薦
に
裹
み
て
投
げ
棄
て

つ
」
と
い
う
残
虐
な
行
動
に
変
換
し
て
し
ま
う
。
そ
の
行
動
か
ら
、天
皇
は
「
建

く
荒
き
情
を
惶
」
れ
て
西
征
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。
残
虐
性
、
凶
暴
性
を
疎
ま

し
く
思
っ
た（
11
（

と
と
も
に
、
言
葉
の
真
意
を
汲
み
取
れ
な
い
性
質
を
も
含
ん
で
い 

る
と
考
え
ら
れ
る（
11
（

。
恐
る
べ
き
パ
ワ
ー
は
天
皇
に
と
っ
て
、
意
志
が
通
じ
な
い 

恐
れ
の
対
象
で
し
か
な
い
と
描
く
の
が『
古
事
記
』な
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

の
日
本
武
尊
の
パ
ワ
ー
が
「
朕
が
不
及
を
補
」
う
も
の
と
し
て
天
皇
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
こ
と
と
の
違
い
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
ま
で
、
そ
の
恐
れ
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は
消
え
な
い
。
死
後
も
葬
礼
は「
倭
に
坐
す
后
等
及
御
子
等
」が
能
褒
野
に
下
っ

て
行
き
、
天
皇
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
。
天
皇
に
と
っ
て
恐
れ
の
対
象
で
し

か
な
い
こ
と
が
徹
底
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
も
と
と
な
る
「
建
」
の
性
質

が
天
皇
に
な
る
根
拠
と
も
な
り
得
る
強
大
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
古

事
記
』で
も
二
度
も
埋
葬
さ
れ
る
が
、大
和
に「
陵
」が
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
河
内
國
の
志
幾
」
に
葬
ら
れ
、
な
お
「
天
」
に
飛
翔
す
る
。
恐
る
べ
き
存
在

と
し
て
、
天
皇
に
と
っ
て
、
倭
建
命
は
異
世
界
に
あ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。　

た
だ
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
「
雷
」
と
し
て
、
直
接
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
同
じ
く
「
建
速
須
佐
之
男
命
」
と
し
て
「
建
」
が
つ
く
神
は
「
山
川
悉

に
動
み
、
國
土
皆
震
り
き
」
と
雷
を
想
起
さ
せ
る
描
写
を
持
つ
も
の
の
、
倭
建

命
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
雷
と
し
て
降
臨
し
、
守
護
し

て
い
る
と
い
う
考
え
は
、『
続
日
本
紀
』
独
自
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

七　
ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
神
人
」
と

し
て
「
猛
き
こ
と
雷
電
の
如
し
」
と
称
さ
れ
、
天
皇
の
「
不
及
」
を
補
う
存
在

と
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
『
古
事
記
』
の
天
皇
に
恐
れ
排
除
さ
れ
る
「
天
皇
」
に

な
る
資
格
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、平
安
時
代
に
な
り
、「
空
」

の
〈
墓
〉
に
落
雷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
「
墓
」
に
降
臨
し
、

守
護
し
て
い
く
存
在
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
続
日
本
紀
』
に
お

い
て
、
朝
廷
、
す
な
わ
ち
為
政
者
が
〈
墓
〉
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
い
に

な
る
力
を
為
政
者
の
パ
ワ
ー
と
し
た
と
位
置
づ
け
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
最
後
に
疑
問
が
残
る
。『
続
日
本
紀
』
は
な
ぜ
、
倭
建
命
墓

に
落
雷
し
た
こ
と
、
そ
し
て
祭
り
上
げ
た
こ
と
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。
能
褒
野
墓
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
神
霊
を
降
ろ
し
、
祭
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
関
し
て
は
、『
大
宝
令
』「
古
記
」
に
お
い
て
、
墓
守
が
規
定
さ
れ
て

公
的
な
整
備
を
さ
れ
た
の
が
三
皇
子
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
守
護
の
力
と
し
て
皇
子
を
「
祭
」
り
上
げ
る
の
は
、桓
武
の
「
皇
子
の
力
」

へ
の
恐
れ
に
よ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
桓
武
は
、
そ
の
治
世
に
お

い
て
、
強
大
で
恐
る
べ
き
「
皇
子
の
力
」
を
実
感
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
桓
武

帝
が
恐
れ
た
皇
子
の
代
表
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
な
早
良
親
王
が
い
る（
11
（

。
早

良
親
王
は
、
桓
武
帝
の
同
母
弟
と
し
て
桓
武
の
皇
太
子
と
し
て
立
て
ら
れ
た

が
、
種
継
暗
殺
事
件
を
き
っ
か
け
に
皇
太
子
を
廃
さ
れ
、
乙
訓
寺
に
幽
閉
、
淡

路
に
配
流
さ
れ
餓
死
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
桓
武
の
子
安
殿
皇
太
子
が
病
に

苦
し
み
、
母
や
妻
の
死
が
続
い
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
早
良
親
王
の
「
御
霊
」
の

た
め
と
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
恐
れ
か
ら
、
朝
廷
は
、
延
暦
十
一

年
（
七
九
二
）
に
淡
路
陵
に
謝
し
、
そ
の
七
日
後
に
は
清
浄
を
保
た
せ
る
た
め

に
「
守
冢
」
置
い
て
い
る（
11
（

。
そ
の
後
、早
良
親
王
は
「
崇
道
天
皇
」
と
な
り
、〈
墓
〉 

も
山
陵
と
し
て
公
的
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（
1（
（

。〈
皇
子
〉
の
パ
ワ
ー
と
の

葛
藤
の
中
で
、天
皇
に
な
れ
る
資
格
が
あ
り
な
が
ら
天
皇
に
な
れ
な
か
っ
た〈
皇

子
〉を
祭
り
、そ
の
パ
ワ
ー
を
組
織
化
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ 

た
か（
11
（

。
天
皇
が
恐
れ
る
パ
ワ
ー
を
持
つ
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
を
も
吸
収
し
て（
11
（

。

　
『
続
日
本
紀
』
の
同
時
代
史
と
し
て
の
天
皇
の
、
為
政
者
と
し
て
の
「
恐
れ
」

が
、
こ
の
短
い
記
事
の
な
か
に
平
安
時
代
的
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
誕
生
さ
せ

た
。
同
時
に
、「
雷
」
の
神
の
意
志
と
統
治
に
必
要
な
力
、
雷
と
し
て
表
象
さ
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れ
た
の
で
な
い
か
。
そ
の
後
の
「
雷
」
に
込
め
ら
れ
た
「
怨
霊
」
の
パ
ワ
ー
と

は
違
う
守
護
の
力
が
平
安
時
代
初
期
の
正
史
の
な
か
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
延
喜
六
年
（
九
〇
六
）
の
日
本
紀
竟
宴
和
歌
に
お
い
て
、「
日や
ま
と
た
け

本
武
尊　

西に
し
ひ
む
か
し
の

日
向
の　

国
を
討
ち
て　

平
げ
よ
せ
し　

皇
子
に
は
遣
ら
ぬ
」（
日
本
武
尊

は
、
東
西
の
国
を
征
伐
し
て
、
平
定
し
た
皇
子
な
の
だ
な
ぁ（
11
（

）
と
歌
わ
れ
る
よ 

う
な
、
将
軍
・
守
護
と
位
置
付
け
る
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

謝
辞
：「
古
典
に
学
ぶ
日
本
語
表
現
」（
二
〇
二
一
年
度
前
期
・
後
期
、

二
〇
二
二
年
度
前
期
）
で
受
講
生
の
気
づ
き
か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
。
受
講
生
の
皆
様
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
し
ま
す
。

注
1　

以
下
、
各
テ
キ
ス
ト
の
表
記
に
従
っ
て
名
を
表
記
す
る
。
テ
キ
ス
ト
を
限
定
し
な

い
場
合
は
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
と
表
記
す
る
。　

　

2　

神
野
志
隆
光 『
古
事
記
の
達
成
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
三
）な
ど
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
捉
え
る
研
究
が
進
ん

だ
。
神
野
志
は
、『
古
代
天
皇
神
話
論
』（
若
草
書
房
一
九
九
九
）
に
お
い
て
、
多
元

的
な
神
話
形
成
が
テ
キ
ス
ト
ご
と
に
在
り
う
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、

小
野
諒
巳
『
倭
建
命
物
語
』（
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
）
で
『
古
事
記
』
歌
謡
読
解
か

ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
説
話
の
読
み
解
く
も
の
、
山
田
純
「「
日
本
武
尊
」
の
延
伸
性

―
「
景
行
紀
」
と
「
景
行
記
」
の
差
異
が
織
り
な
す
複
数
の
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
序

論
―
」（
古
代
文
学
五
六
、二
〇
一
七
）
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
多
様
性
の
可
能

性
を
示
唆
す
る
も
の
も
注
目
さ
れ
る
。　

　

3　

稲
生
知
子「『
古
事
記
』に
と
っ
て
の
倭
建
命 

― 「
言
葉
」を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
」（
古

代
文
学
五
〇
、二
〇
一
〇
）　

　

4　

そ
の
ほ
か
、『
常
陸
風
土
記
』
で
は
「
倭
武
天
皇
」
と
し
て
巡
行
す
る
姿
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
も
『
常
陸
風
土
記
』
に
と
っ
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
し
て
生
成
し
た

も
の
と
言
え
る
。
猪
股
と
き
わ
「
常
世
の
国
の
倭
武
天
皇
」、『
古
代
宮
廷
の
知
と
遊

戯
―
神
話
・
物
語
・
万
葉
歌
』（
森
話
社
、
二
〇
二
〇
、
初
出
：
東
北
学.

第1

期], 

八
、

二
〇
〇
三
）
に
よ
る
。　

　

5　

以
下
、『
続
日
本
紀
』
は
、
書
き
下
し
文
も
含
め
て
『
続
日
本
紀
』（（
新
日
本
古
典

文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。　

　

6　
「
国
家
の
大
事
」
や
天
皇
の
不
徳
を
示
す
た
め
の
鳴
動
記
事
の
嚆
矢
と
い
う
位
置
づ

け
も
あ
る
。
和
田
萃
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
成
立
過
程
」、（
森
浩
一
編
『
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
―
尾
張
・
美
濃
と
英
雄
伝
説
』、
大
巧
社
一
九
九
五
）、
西
山
克
「
中
世
王
権

と
鳴
動
」、（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』、
思
文
閣
出
版
二
〇
〇
二
）
な
ど
。
し
か

し
、『
続
日
本
紀
』
の
記
し
方
の
傾
向
か
ら
、
こ
の
場
合
は
落
雷
で
あ
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
稲
生
「『
続
日
本
紀
』
の
倭
建
命
墓
（
読
む
）」、（
日
本
文
学
、
五
七-

五
、

二
〇
〇
八
）
に
記
し
た
。
な
お
、
尾
畑
喜
一
郎
「
原
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
物
語
を
め
ぐ
っ

て
―
民
俗
と
歴
史
の
視
点
か
ら
―
」（
上
代
文
学
五
十
六
号
、
一
九
八
六
）
に
も
指

摘
が
あ
り
、
ま
た
、『
続
日
本
紀
一
』（（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）
の

書
き
下
し
か
ら
も
そ
う
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

7　
『
続
日
本
紀
』（（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）、
補
注
二
－
一
五
〇
な
ど　

　

8　

二
星
祐
哉
「
古
代
国
家
に
お
け
る
陵
墓
歴
名
の
成
立
と
そ
の
変
遷
」（
史
学
雑
誌
，

一
二
八
－
一
二
，
二
〇
一
九
）
な
ど　

　

9　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
陵
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
の
葬
ら
れ
た
場
所
を
指
す
と
き
に
は
〈
墓
〉、
個
別
の
テ
キ
ス
ト
の
場
所

を
示
す
場
合
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
表
記
に
従
う
。　

　

10　
『
古
事
記　

祝
詞
』（（
岩
波
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。　

　

11　
『
延
喜
式
』（（
訳
注
日
本
史
料
）、
集
英
社
）。　

　

12　
『
古
事
記
』（（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、
小
学
館
）
頭
注
に
よ
れ
ば
、
三
重
県

鈴
鹿
郡
あ
た
り
と
さ
れ
る
。　

　

13　

以
下
、『
古
事
記
』
は
、『
古
事
記
』（（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、
小
学
館
）
に

よ
る
。
書
き
下
し
文
に
よ
り
示
し
た
。　

　

14　

谷
口
雅
博
「「
倭
」
か
ら
見
た
倭
建
命
の
位
置
づ
け
」、（『
古
事
記
の
表
現
と
文
脈
』、

お
う
ふ
う
二
〇
〇
八
）
に
お
い
て
、
倭
建
命
は
、
倭
の
「
外
」
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
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て
は
じ
め
て
存
在
意
義
を
示
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
能
褒

野
」
で
死
を
得
る
の
は
、
倭
へ
の
空
間
認
識
か
ら
倭
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら

だ
と
い
う
。「
翔
天
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
「
高
天
原
へ
の
回
帰
」「
反
王
権

側
へ
の
慰
撫
と
鎮
魂
」
と
い
う
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
古
事
記
』
の
本
質
と
し
て

と
ら
え
る
べ
き
大
き
な
問
題
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
空
の
〈
墓
〉
と
い
う

こ
と
自
体
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
と
解
す
る
。　

　

15　

以
下
、『
日
本
書
紀
』
は
、『
日
本
書
紀
』（（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、
小
学
館
）

に
よ
る
。
書
き
下
し
文
に
よ
り
示
し
た
。　

　

16　

二
星
祐
哉
（
二
〇
一
九
）、
前
掲
論
文　

　

17　

岡
田
精
司
「
古
代
伝
承
の
鹿
」、（『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』、
塙
書
房
一
九
九
二
、

初
出
直
木
幸
次
郎
先
生
古
希
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
上
巻
、一
九
八
八
、塙
書
房
）　

　

18　

以
下
、
養
老
律
令
は
、『
律
令
』（（
日
本
思
想
大
系
）、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。　

　

19　
『
宋
書
符
瑞
志
』
中
・『
芸
文
類
聚
』
九
九
な
ど　

　

20　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
四
月
二
十
一
日
条
に
「
山
陵
鳴
二
度
。」

と
神
功
皇
后
の
山
稜
か
ら
異
音
が
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
落
雷
と
は
言
え
な
い
。　

　

21　

妹
尾
堅
一
郎
「
雷
文
化
論
へ
の
試
み
」、（
妹
尾
堅
一
郎
編
『
雷
文
化
論
』、
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）　

　

22　

佐
谷
真
木
人
「
日
本
古
典
文
学
の
中
の
雷
ー
軍
記
物
語
を
中
心
に
」、（
妹
尾
堅
一

郎
編
『
雷
文
化
論
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）　

　

23　

田
中
貴
子
「「
け
こ
ろ
す
」
考--

神
に
よ
る
殺
人
方
法
の
一
考
察
」（『
あ
や
か
し
考 

― 

不
思
議
の
中
世
へ
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
、
初
出
：
国
語
と
国
文
学
，
七
七
－
九
， 

二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
は
、「
古
代
に
お
け
る
雷
神
は
、
北
野
天
神
の
よ
う
に
祟
り

を
な
し
人
間
を
け
こ
ろ
す
雷
神
と
は
い
さ
さ
か
趣
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。」
と
指

摘
し
て
い
る
。　

　

24　

西
岡
芳
文
「
六
壬
式
占
と
軒
廊
御
卜
」
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』、（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
二
）　

　

25　

以
下
、『
令
集
解
』（（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）、吉
川
弘
文
館
）に
よ
っ
て
書
き
下
し
た
。　

　

26　

折
口
信
夫
は
「
祟
」
に
つ
い
て
、「
ほ
」・「
う
ら
」
か
ら
「
ほ
が
ひ
」
へ
の
な
か
で
、「
最

も
古
い
意
義
は
、
神
意
が
現
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
指
摘
し
、
神
の
咎
め

だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
例
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
英
喜
「
折
口
信
夫
の
可
能
性
へ--

た
ゝ
り
・
ア
マ
テ

ラ
ス
・
既
存
者
を
め
ぐ
っ
て
」（
愛
知
県
立
大
学
説
林
六
五
、二
〇
一
七
）を
参
照
し
た
。　

　

27　

田
中
貴
子
（
二
〇
〇
七
）、
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
神
の
力
が
顕
現
す
る
と
き
、「
蹴

る
」
と
表
現
さ
れ
る
と
い
う
。
雷
の
パ
ワ
ー
を
神
の
パ
ワ
ー
と
同
様
の
も
の
と
し
て

記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

28　
『
日
本
霊
異
記
』
は
、『
日
本
霊
異
記
』（（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）

に
よ
り
、
書
き
下
し
文
で
示
し
た
。　

　

29　

新
井
喜
久
夫
「
古
代
陵
墓
雑
考
」（『
日
本
歴
史
』
二
二
二
，
一
九
六
六
）　

　

30　
『
続
日
本
紀
』（（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
）、
補
注
一
五
〇　
　

　

31　

以
下
、『
延
喜
式
』
は
、『
延
喜
式
』（
訳
注
日
本
史
料
）、
集
英
社
に
よ
る
。
書
き

下
し
文
に
よ
り
示
し
た
。　

　

32　

和
田
軍
一「
諸
陵
式
に
関
す
る
二
三
の
考
察（
上
）～（
下
）」、（
歴
史
地
理
五
一
－
一
・

三
・
四
、一
九
二
八
）・
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
六
四
）、北
康
宏
「
律

令
国
家
陵
墓
制
度
の
基
礎
的
研
究
」、（『
日
本
古
代
君
主
制
成
立
史
の
研
究
』、
塙
書

房
、
二
〇
一
七
、
初
出
：『
史
林
』
七
九
－
四
、一
九
九
六
）
二
星
祐
哉
（
二
〇
一
九
）、

前
掲
論
文
な
ど
。　

　

33　

和
田
（
一
九
二
八
）、虎
尾
（
一
九
八
四
）
な
ど
。
新
井
（
一
九
六
六
）
に
お
い
て
は
、

荷
前
儀
式
の
起
原
と
な
る
陵
墓
祭
祀
と
の
関
連
か
ら
継
体
朝
か
ら
欽
明
朝
に
は
成
立

し
て
お
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
以
外
の
天
皇
陵
の
記
録
を
想
定
し
て
い
る　

　

34　

北
康
宏
（
二
〇
一
七
）、
前
掲
論
文　

　

35　

稲
生
「「
朕
、
民
の
父
母
と
為
り
て
、
撫
育
術
に
乖
へ
り
」
―
『
続
日
本
紀
』
桓
武

紀
の
方
法
」、（
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
八
五
、一
九
九
九
）　

　

36　

神
武
天
皇
の
兄
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、東
征
途
中
、長
髓
彦
と
の
戦
い
に
よ
っ

て
負
傷
し
、「
慨
哉
、
大
丈
夫
に
し
て
、
虜
が
手
を
被
傷
ひ
て
、
報
い
ず
し
て
や
死

み
な
む
と
よ
」
と
失
意
の
中
死
ぬ
。　

　

37　

垂
仁
天
皇
の
子
、
景
行
天
皇
の
兄
。『
日
本
書
紀
』
垂
仁
三
十
年
正
月
己
未
条
に
よ

る
と
、
父
垂
仁
に
、
兄
景
行
と
と
も
に
「
情
願
の
物
」
を
乞
わ
れ
て
、
弓
矢
と
答
え
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た
た
め
に
天
皇
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
天

皇
に
な
る
可
能
性
の
あ
っ
た
皇
子
。　

　

38　

仁
徳
天
皇
の
兄
で
、帝
位
を
互
い
に
譲
り
合
っ
た
。
最
後
は
自
ら
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ

て
、
位
を
譲
る
。
こ
ち
ら
も
天
皇
に
な
る
可
能
性
の
あ
っ
た
皇
子
。　

　

39　

た
だ
し
、
二
星
祐
哉
（
二
〇
一
九
）
は
、『
延
喜
式
』
段
階
で
の
そ
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
四
皇
子
が
一
括
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
で
あ

ろ
う
。　

　

40　

虎
尾
俊
哉
（「
延
喜
式
以
前
の
諸
司
式
」（『
延
喜
式
』（
日
本
歴
史
叢
書
８
）、
吉
川

弘
文
館
一
九
六
四
）
に
よ
る
と
、「
職
員
令
」
集
解
所
引
別
記
は
大
宝
官
員
令
の
付

属
法
で
あ
る
と
い
う
。　

　

41　

二
星
、（
二
〇
一
九
）。
た
だ
し
、「
震
倭
建
命
」
に
つ
い
て
は
、
地
震
に
よ
る
〈
墓
〉

の
破
損
の
た
め
と
解
釈
し
て
い
る
。　

　

42　

北
（
二
〇
一
七
）、
前
掲
論
文　

　

43　

杉
沼（
二
〇
〇
七
）前
掲
書
。中
野
猛「
雷
神
信
仰
―
先
行
信
仰
と
し
て
の
在
地
信
仰
」

（
今
野
達 

佐
竹
昭
広 

上
田
閑
照
編
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
』、
一
九
九
三
）　

　

44　

例
え
ば
、『
漢
書
』
卷
二
十
六　

天
文
志
第
六
に
「
天
鼓
，
有
音
如
雷 

非
雷
，
音

在
地
而
下
及
地
。」
な
ど
の
よ
う
に
「
音
」
を
比
喩
す
る
も
の
、『
後
漢
書
』
列
伝　

卷
四
十
下　

班
彪
列
傳
第
三
十
下
兩
都
賦
に
怒
り
の
様
子
を
表
現
し
て
「
稽
帝
文
，

赫
爾
發
憤
，應
若
興
雲
，霆
發
昆
陽
，憑
怒
雷
震
」
な
ど
が
引
用
さ
れ
る
も
の
は
あ
る
。

皇
帝
の
怒
り
を
例
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
本
論
と
の
関
連
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
。　

　

45　
「
天
業
を
經
綸
へ
し
め
た
ま
ひ
、
宗
廟
を
絶
え
ず
あ
ら
し
め
た
ま
ふ
」
の
語
の
た
め

に
、
天
皇
位
を
皇
太
子
と
し
て
継
が
せ
る
と
い
う
意
味
と
も
と
れ
る
が
、
霊
的
な
守

護
と
し
て
、
神
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　

　

46　

日
本
紀
講
に
つ
い
て
は
稲
生
「「
哀
れ
」
な
る
ヒ
ル
コ
へ
― 

神
話
生
成
の
現
場
と

し
て
の
日
本
紀
竟
宴
」（
日
本
文
学
，
四
九
－
六
、二
〇
〇
〇
）
に
記
し
た
。
参
照
さ

れ
た
い
。　

　

47　

岩
波
古
典
文
学
大
系
頭
注
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』

（
六
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
な
ど
。　

　

48　

稲
生
（
二
〇
一
〇
）、
前
掲
論
文　

　

49　

長
谷
部
将
司
「「
崇
道
天
皇
」
の
成
立
と
そ
の
展
開
」、（『
日
本
古
代
の
記
憶
と

典
籍
―
古
代
人
の
「
記
憶
」
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
』、
八
木
書
店
、

二
〇
二
〇
→
初
出
、根
本
誠
二
他
編
『
奈
良
平
安
時
代
の
〈
知
〉
の
相
関
』
岩
田
書
店
、

二
〇
一
五
）　

　

50　
『
類
聚
国
史
』
巻
二
十
五
・
帝
王
五
・
追
号
天
皇
・
延
暦
十
一
年
六
月
庚
子
条　

　

51　
『
類
聚
国
史
』
巻
二
十
五
・
帝
王
五
・
追
号
天
皇
・
延
暦
十
九
年
七
月
己
未
条　

　

52　
『
続
日
本
紀
』に
お
け
る〈
皇
子
の
力
〉へ
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
じ
る
。　

　

53　

表
記
が
「
日
本
武
尊
」
で
は
な
く
、「
倭
建
命
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
パ

ワ
ー
へ
の
恐
れ
を
表
し
て
い
る
。　

　

54　
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
は
、
西
崎
亨
『
本
妙
寺
本
日
本
紀
竟
宴
和
歌
：
本
文
・
索
引
・

研
究
』、（
翰
林
書
房
、
一
九
九
四
）・
梅
村
玲
美
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
の
研
究
』（
風

間
書
房
、
二
〇
一
〇
）。
現
代
語
訳
は
梅
村
（
二
〇
一
〇
）
に
よ
っ
た
。　

（
い
の
う
・
と
も
こ　

本
学
非
常
勤
講
師
）


