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資
料　

折
口
信
夫　

　
　
「
大
嘗
祭
の
本
義
」（
小
池
元
男
ノ
ー
ト
）　

昭
和
三
年　
（
上
）

�

伊
藤　

高
雄
編　

〔
凡
例
〕

・
本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
が
昭
和

三
年
度
に
長
野
県
東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会
に
て
行
っ
た
講
演
を
、

学
生
で
門
弟
の
小
池
元
男
氏
が
筆
記
・
整
理
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

・
資
料
の
解
題
は
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
國
文
學
會
の
『
野
州
國

文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
及
び
『
國
學
院
雑
誌
』

第
一
一
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
）
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
本
紀
要
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
番
号
35
と
６
で
、
ノ
ー
ト

35
の
表
紙
に
は
「
折
口
信
夫
先
生　

江
戸
時
代
文
学
史　

律
散
文
篇　

豊
科
小
学
校
」
と
あ
り
、
四
十
一
頁
に
亘
っ
て
「
江
戸
時
代
文
学
史
」

が
筆
録
さ
れ
る
が
、
ノ
ー
ト
の
反
対
側
に
欄
外
に
「
浅
間
校
」
と
記
し

て
、
以
下
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
講
演
が
二
十
八
頁
に
亘
っ
て
記
さ
れ

る
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
６
の
表
紙
に
は
「
折
口
信
夫
先
生　

大
嘗
祭
の
本

義　

信
州
・
本
郷
小
学
校
」
と
あ
り
、
一
頁
欄
外
に
「
浅
間
小
学
校
講

演
」
と
記
し
、
四
十
一
頁
に
亘
っ
て
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
講
演
が
記

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
ノ
ー
ト
６
は
裏
表
紙
に
「
折
口
信
夫
先
生　

徳
川
時
代
文
学
史　

豊
科
小
学
校　

昭
和
三
年
六
月
」
と
記
し
て
、
反

対
側
の
頁
か
ら
「
徳
川
時
代
文
学
史　

於
長
野
県
南
安
曇
郡
豊
科
小
学

校　

昭
和
三
年
六
月
八
日
―
十
日
」
と
見
出
し
を
立
て
、「
今
度
は
散
文
、

及
び
詞
曲
の
お
話
を
し
て
置
き
た
い
」
と
あ
っ
て
、
折
口
に
よ
る
「
徳

川
時
代
文
学
史
」
の
講
演
が
三
十
九
頁
分
に
亘
っ
て
記
さ
れ
る
。
こ
の

ノ
ー
ト
の
内
容
は
先
の
ノ
ー
ト
35
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
両
ノ
ー
ト
は

結
局
、
長
野
県
に
お
け
る
、
片
や
「
江
戸
時
代
文
学
史
（
徳
川
時
代
文

学
史
）」、
片
や
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
、
二
度
に
わ
た
る
講
演
の
記
録

で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
本
翻
刻
は
、
そ
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
を
翻

刻
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
ノ
ー
ト
は
ど
ち
ら
も
ブ
ラ
ッ
ク
の
ペ
ン
書
き
で
、
ノ
ー
ト
35
・
６
の
途

中
に
は
、「
○
第
一
日
十
一
時
よ
り
」、「
午
後
一
時
」、「
十
時
」、「
第

四　

斎
場
」、「
午
后
」、「
第
三
日　

九
時
」、「
午
后
一
時
よ
り
」
な
ど

と
見
出
し
を
立
て
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
講
義
は
三
日

間
、
午
前
・
午
後
、
講
義
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
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上
右　

小
池
元
男
ノ
ー
ト
６
表
紙　
　

上
左　
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
抜
刷　

書
き
込
み

左　
　

小
池
元
男
ノ
ー
ト
35　

冒
頭
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な
お
、
こ
の
ノ
ー
ト
と
は
別
に
、
小
池
元
男
資
料
に
は
、「
大
嘗
祭

の
本
義
」
の
抜
き
刷
り
が
あ
る
。
そ
の
末
尾
に
は
「
昭
和
三
年
七
月
一
・

二
・
三
の
三
日
間　

長
野
県
東
筑
摩
郡
教
育
会
東
北
部
支
会
に
て　

小

池
元
男
筆
記
」の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇
二
』

（
昭
和
五
年
六
月　

大
岡
山
書
店
）
に
収
録
さ
れ
た
「
大
嘗
祭
の
本
義
」

は
、
新
版
全
集
３
の
解
題
に
よ
れ
ば
「
昭
和
三
年
六
月
二
十
九
日
・
三

十
日　

東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会
（
今
井
武
志
『
折
口
信
夫
と
信

濃
』
昭
和
四
十
八
年
十
月
）」
と
さ
れ
、今
井
の
同
書
を
引
用
し
て
「
主

と
し
て
小
池
元
男
、
小
林
謹
一
の
整
理
し
た
も
の
」
と
記
し
、
し
か
し

そ
の
「
根
拠
は
不
明
」
と
し
、「
二
日
間
に
渉
る
信
州
の
講
演
は
、
現

在
知
ら
れ
て
い
る
資
料
の
中
で
蓋
然
性
が
高
い
が
、
講
演
筆
記
を
未
だ

確
認
で
き
な
い
の
で
、
有
力
な
説
と
し
て
お
き
た
い
」
と
記
す
が
、
本

ノ
ー
ト
は
そ
の
小
池
に
よ
る
「
講
演
筆
記
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
折
口
の
講
演
は
昭
和
三
年
七
月
の
一
日
か
ら
三
日
の
三
日
間
、

本
郷
小
学
校
（
松
本
市
浅
間
）
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

・
表
記
は
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
常
用
漢
字
と
し
古
典
的
仮
名
遣
い
と
し

た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
翻
刻

の
整
理
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
え
て
省
略
字
体
や
文
中
・
文
末

表
現
を
若
干
整
え
た
場
合
が
あ
る
。
翻
字
不
明
の
箇
所
は
、
□
と
し
た
。

・
本
翻
刻
に
際
し
て
は
、
伊
藤
が
翻
刻
を
行
い
、
元
武
蔵
野
大
学
助
手
の

加
藤
歌
子
氏
、
國
學
院
大
學
大
学
院
生
の
柏
木
義
樹
氏
（
現
神
奈
川
県

立
相
模
田
名
高
等
学
校
教
諭
）、
同
じ
く
百
瀬
顕
永
君
、
多
賀
谷
蓮
君
、

國
學
院
大
學
学
生
の
早
坂
尊
晟
君
が
加
わ
っ
て
読
合
せ
を
し
た
後
、
伊

藤
が
整
理
し
た
。　

大
嘗
祭
の
本
義
（
小
池
ノ
ー
ト
35
・
６
）　

　
　

本
郷
小
学
校
（
昭
和
三
年
七
月
一
日
〜
三
日　

東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会

〔
欄
外
〕
浅
間
校

大
嘗
の
時
で
も
あ
り
、
中
心
あ
る
方
が
民
族
学
の
話
の
と
り
と
め
の
つ
か

ぬ
事
を
心
配
し
て
、
民
俗
の
学
よ
り
見
た
る
大
嘗
祭
に
つ
い
て
お
話
。

今
ま
で
の
神
道
家
に
は
わ
か
ら
な
い
。
民
族
学
の
立
場
よ
り
せ
ね
ば
、
神

道
家
に
は
わ
か
ら
な
い
。
事
実
の
事
に
関
し
て
話
せ
ば
古
代
か
ら
の
神
事
、

祭
の
事
を
わ
か
る
と
思
つ
た
の
で
、
古
風
の
題
を
選
ん
だ
。

私
の
話
は
不
謹
慎
に
思
ふ
か
も
し
れ
な
い
や
う
な
露
骨
に
む
き
出
し
た
お

話
を
す
る
。
大
嘗
祭
に
対
し
て
愛
を
も
っ
て
お
話
し
す
る
。
そ
の
た
め
宮

廷
の
陰
事
を
も
外
へ
出
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
私
の
家
の
生
活

が
や
は
り
然
様
の
も
の
で
あ
つ
た
。
末
梢
的
の
事
で
憤
慨
し
な
い
で
く
れ
。

国
家
愛
に
つ
い
て
は
私
も
皆
に
負
け
な
い
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
。
充
分
話

さ
な
け
れ
ば
、
本
当
の
大
嘗
、
民
間
の
祭
の
意
義
が
わ
か
ら
な
い
。
先
づ

今
日
の
と
こ
ろ
は
贄
祭
と
鎮
魂
式
と
の
二
つ
。

嘗
祭
に
、
に
へ
と
云
ふ
の
は
天
子
の
上
り
も
の
、
神
の
上
り
も
の
と
云
ふ

事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
普
通
は
い
け
に
へ
か
ら
し
て
動
物
質
の
物
と
考
へ
て

ゐ
る
が
、
い
け
に
へ
と
は
生
け
て
あ
る
に
へ
、
い
つ
で
も
用
ゐ
ら
れ
る
も

の
と
云
ふ
事
。
に
へ
と
云
ふ
詞
自
身
に
神
の
上
り
も
の
と
云
ふ
事
が
あ
る
。

た
ゞ
上
り
も
の
が
に
へ
で
動
物
に
か
ぎ
ら
ず
植
物
質
も
云
ふ
。
に
へ
と
云

ふ
場
合
は
に
て
あ
る
も
の
、
生な

ま

の
も
の
は
に
へ
で
は
な
い
。
生
の
も
の
は
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さ
う
で
は
な
い
。
今
の
神
道
の
は
生
で
あ
る
。
生
け
簀
に
あ
る
も
の
を
目

に
か
け
て
、
い
つ
で
も
さ
し
上
げ
る
と
て
生
の
ま
ゝ
出
す
。
さ
う
す
る
も

の
と
云
ふ
。
本
当
は
料
理
し
て
上
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
生
物
を
上

る
事
は
正
式
で
は
な
い
。
に
へ
よ
り
出
発
し
て
大
嘗
祭
の
話
。

大
嘗
祭
は
、
日
本
で
は
、
お
ほ
む
べ
祭
と
古
く
は
云
つ
た
。
お
ほ
ん
べ
に

つ
い
て
は
二
条
の
新
嘗
、
大
新
嘗
の
と
こ
ろ
に
お
く
る
。

先
づ
第
一
に
ま
つ
り
の
語
源
。
こ
の
事
は
何
で
も
な
い
事
で
、
こ
れ
が
わ

か
ら
ん
と
上
代
の
文
献
の
解
決
は
つ
か
ん
事
が
多
い
。
ま
つ
り
ご
と
は
政

治
と
云
ふ
事
で
な
く
使
つ
て
ゐ
る
。
朝
廷
の
公
事
を
全
体
に
ま
つ
り
ご
と

と
云
ふ
。
例
、
を
す
く
に
の
ま
つ
り
ご
と
。
み
い
の
ち
あ
が
な
ひ
の
ま
つ

り
ご
と
（
御
命
贖
政
）
等
と
云
ふ
。
平
安
朝
に
な
つ
て
も
検
非
違
使
庁
で

着
駄
等
、
手
枷
・
足
枷
を
つ
け
る
式
を
年
中
に
一
度
す
る
。
祭
、
ま
つ
り

ご
と
の
用
法
が
、
公
事
、
又
は
役
所
の
昔
よ
り
し
き
た
り
の
あ
る
行
事
を

云
ふ
事
に
用
ゐ
て
ゐ
る
。

も
う
古
事
記
等
に
は
変
な
天
子
の
ま
つ
り
ご
と
で
な
し
に
、
広
い
政
が
出

る
。
平
安
の
み
な
ら
ず
鎌
倉
室
町
以
後
で
も
大
武
家
で
は
政
所
と
い
ふ
て

庶
務
を
つ
か
さ
ど
つ
て
ゐ
る
。
大
昔
よ
り
近
代
ま
で
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
ま

つ
り
ご
と
と
は
何
か
。
―
そ
れ
に
は
ま
つ
る
と
は
何
か
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
昔
よ
り
諸
説
あ
れ
ど
同
感
出
来
ず
。
私
は
、
ま
つ
る
と
ま
だ
す
と
が

対
句
に
な
つ
て
ゐ
る
。
自
分
の
す
る
事
が
ま
つ
る
。
人
を
し
て
ま
つ
る
事

を
さ
せ
る
の
が
ま
だ
す
で
あ
る
。m

at

―m
atsuru

―m
adasu　

対
称
的

の
位
置
に
い
る
詞
で
あ
る
。
紀
に
も
ま
だ
す
を
「
遣
」
又
は
「
令
」
と
云

ふ
字
を
書
い
て
ゐ
る
。
ま
つ
る
、
ま
だ
す
の
語
、
ま
つ
と
い
ふ
詞
を
考
へ

る
と
、
ま
つ
は
「
待
つ
」
と
関
係
あ
る
が
や
く
す
。

ま
つ
―
ま
つ
る
、
は
服
従
す
る
意
あ
り
。
そ
れ
を
ま
つ
ろ
ふ
と
萬
葉
な
ど

に
用
ゐ
て
ゐ
る
。
す
る
と
ま
つ
る
に
は
命
に
従
ふ
、
服
従
す
る
意
あ
り
。

調
べ
る
と
、
上
者
よ
り
の
命
令
ど
ほ
り
行
ふ
事
が
ま
つ
る
で
あ
る
。
命
令

を
執
行
に
や
ら
せ
る
事
が
ま
だ
す
で
あ
る
。
遣
・
令
を
書
い
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

後
に
は
ま
だ
す
と
は
人
に
物
を
奉
る
意
に
考
へ
て
ゐ
る
人
も
あ
る
が
、
誤

解
で
あ
る
。
人
を
し
て
ま
つ
ら
し
め
る
意
に
ま
だ
す
が
あ
る
。

畢
竟
ま
つ
る
と
は
日
本
の
大
昔
に
上
る
と
、
こ
の
国
の
仕
事
は
す
べ
て
天

つ
国
の
仕
事
の
う
つ
し
で
あ
る
。
天
つ
国
の
仕
事
を
そ
の
ま
ゝ
や
つ
て
ゐ

る
。
神
事
の
他
、
何
事
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
国
に
行
は
れ
る
事
は
少

な
く
と
も
天
の
神
の
命
令
を
行
つ
て
ゐ
る
。
天
神
の
命
を
伝
へ
る
事
、
執

行
す
る
事
が
ま
つ
る
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
変
化
し
て
来
て
、
天
神
の
命
令

を
執
行
し
た
事
を
復
奏
す
る
事
を
も
ま
つ
る
と
も
云
は
れ
、
後
世
古
典
に

専
ら
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
今
ま
で
の
意
は
、
こ
の
ま
つ
る
以
前
の
も
の
。

一
番
古
い
書
物
の
一
番
、
用
法
は
、
か
う
出
来
上
り
ま
し
た
と
報
告
を
す

る
の
が
ま
つ
る
で
あ
る
。
神
が
人
を
し
て
ま
つ
ら
せ
る
の
が
ま
だ
す
で
あ

る
。
神
の
命
を
う
け
て
ま
つ
ら
せ
る
人
が
あ
つ
て
、
事
が
完
成
す
る
と
上

に
復
奏
す
る
。
こ
の
時
に
行
ふ
神
事
が
即
ち
祭
で
あ
る
。
そ
れ
が
主
に
言

葉
に
よ
つ
て
行
は
る
。
仰
せ
に
よ
つ
て
し
た
ら
ば
か
く
出
来
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
後
ほ
ど
次
第
に
ま
を
す
に
変
化
す
る
。
奏
も
ま
を
す
と
云
ふ
。
内

容
が
近
づ
い
て
来
る
。
申
す
と
は
上
者
の
理
解
を
す
る
よ
う
に
し
む
け
る

事
が
申
す
で
あ
る
。
衷
情
を
訴
へ
る
、
同
情
し
て
貰
ひ
、
自
分
の
願
ひ
を

相
手
に
入
れ
て
貰
ふ
事
。
申
請
な
ど
云
ふ
意
が
そ
れ
か
ら
出
来
る
。
大
体

意
味
の
違
ひ
あ
れ
ど
、
申
す
と
祭
る
と
の
間
に
似
寄
り
あ
る
。
こ
の
事
は
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後
述
す
る
。

日
本
の
天
子
と
は
ど
う
云
ふ
意
味
で
昔
よ
り
こ
の
位
置
に
あ
る
か
。
日
本

の
古
書
を
見
る
と
天
子
は
食
国
の
ま
つ
り
ご
と
を
預
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
。

古
書
を
見
て
も
天
子
の
祖
先
に
こ
の
土
地
を
与
へ
ら
れ
た
と
考
へ
る
の
は

誤
り
。
実
は
天
孫
に
こ
の
土
地
の
仕
事
を
代
理
者
と
し
て
仕
事
を
お
さ
せ

に
よ
こ
さ
れ
た
。
用
事
が
済
め
ば
そ
れ
で
よ
い
。
天
子
の
す
め
ら
み
こ
と

と
し
て
の
仕
事
は
こ
の
国
の
田
の
な
り
も
の
を
作
る
た
め
に
天
神
の
ま
だ

し
を
う
け
て
下
ら
れ
て
来
、
秋
に
な
る
と
祭
り
を
な
し
て
出
来
た
品
物
を

お
目
に
か
け
る
。
そ
れ
が
仕
事
。

食
国
と
は
、
を
す
は
食
ふ
の
敬
語
で
あ
る
。
今
で
は
を
す
を
食
ふ
の
古
語

の
如
く
思
は
れ
て
を
す
を
さ
う
し
た
意
味
に
用
ゐ
る
人
も
あ
る
が
、
を
す

は
お
上
り
に
な
る
。
を
す
国
と
は
お
上
り
に
な
る
も
の
を
作
る
国
が
を
す

国
。
を
し
も
の
を
作
る
国
の
意
を
を
す
国
で
表
す
や
う
に
な
つ
た
。
を
し

も
の
を
作
る
国
だ
か
ら
納
め
る
国
と
な
る
。
天
子
の
治
む
る
国
だ
か
ら
を

す
国
。
後
も
実
は　

W
su＜

治
む
と
云
ふ
こ
と
ば
が
出
来
て
ゐ
る
。
私
、

疑
ひ
な
い
事
だ
と
思
ふ
。
天
照
大
神
と
御
兄
弟
の
月
読
の
命
の
治
め
る
国

が
夜
の
食
国
と
云
ふ
国
と
な
つ
て
ゐ
る
。
―
夜
食
国
―
、
こ
れ
は
先
に
云

ふ
た
を
す
と
は
違
ふ
。
神
の
治
め
る
国
の
中
の
夜
の
も
の
を
を
す
国
と
云

ふ
、
を
す
国
が
二
つ
に
分
れ
て
ゐ
る
。

日
本
の
古
語
は
本
物
以
外
に
口
頭
だ
か
ら
し
て
言
語
情
調
、
語
感
で
分
れ

て
行
く
。
記
の
こ
と
と
紀
の
こ
と
と
同
じ
と
す
る
考
へ
方
は
誤
り
。
時
代

と
語
る
人
多
き
た
め
に
変
化
し
て
ゐ
る
。
を
す
国
を
祭
る
の
が
天
子
の
本

職
。
命
令
し
た
の
が
天
神
。
記
紀
は
天
照
大
神
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
歴

史
上
の
事
実
と
信
仰
上
の
事
実
と
の
矛
盾
。
歴
史
上
で
は
長
い
時
間
ず
つ

と
一
系
し
て
治
め
て
ゐ
る
が
、
信
仰
上
で
は
昔
も
今
も
同
目
的
で
、
こ
の

土
地
に
神
の
代
理
者
と
し
て
治
め
て
ゐ
る
。
領
土
に
す
る
事
や
、
拡
張
す

る
こ
と
を
信
仰
上
考
へ
ず
、
天
神
の
命
で
こ
の
国
へ
を
す
国
の
ま
つ
り
ご

と
を
と
り
に
来
て
居
ら
れ
た
。
天
子
は
神
の
言
葉
を
云
ひ
に
来
た
。
ま
つ

り
―
神
の
詞
の
伝
へ
、
―
変
化
し
て
報
告
―
こ
ゝ
で
は
神
の
言
を
伝
へ
に

こ
の
土
地
へ
来
た
。
今
で
働
か
ね
ば
結
果
は
生
じ
な
い
が
、
昔
は
神
の
詞

を
云
ひ
き
か
せ
る
と
詞
の
威
力
で
自
然
に
さ
う
云
ふ
結
果
が
生
じ
て
来
る
。

根
本
に
は
土
地
の
魂
、
ス
ピ
リ
ツ
ト
の
考
へ
が
あ
る
。
土
地
の
精
霊
が
上

神
の
お
ほ
せ
を
伝
へ
ら
れ
て
聞
く
と
、
そ
の
通
り
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
天

子
の
言
ふ
と
ほ
り
貴
い
人
が
云
ふ
と
そ
の
と
ほ
り
結
果
す
。
そ
れ
が
ま
つ

る
―
同
時
に
を
す
国
の
ま
つ
り
ご
と
。
天
子
の
上
る
も
の
を
取
り
扱
ふ
仕

事
を
し
に
来
て
、
第
一
土
地
の
精
霊
に
天
子
の
命
令
を
伝
へ
る
仕
事
。
す

べ
て
政
の
古
用
法
は
国
土
の
上
で
は
天
子
と
群
臣
と
の
関
係
を
考
へ
る
と

天
子
の
言
を
諸
国
に
伝
へ
る
公
の
仕
事
を
ま
つ
り
ご
と
ゝ
申
し
て
ゐ
る
。

す
る
と
今
の
神
道
家
、
国
学
者
の
祭
政
一
致
ま
つ
が
も
と
で
政
治
が
出
来

た
と
す
る
考
へ
は
矛
盾
。
ま
つ
り
ご
と
が
先
で
、
そ
の
報
告
祭
が
ま
つ
り
。

で
、
第
二
義
で
あ
る
。
天
子
の
お
ほ
せ
を
伝
へ
る
こ
と
が
ま
つ
る
の
第
一

義
。
ま
つ
り
ご
と
の
方
が
一
義
に
近
い
。
天
子
は
天
の
神
の
ま
つ
り
ご
と

を
伝
へ
に
来
た
方
。
地
方
及
び
そ
の
他
宮
廷
の
場
所
で
天
子
の
言
を
伝
達

す
る
人
を
ま
つ
り
ご
と
び
と
ゝ
云
ふ
。
事
務
官
を
ま
つ
り
ご
と
び
と
と
昔

よ
り
云
ふ
。
大
夫
（
宰
）
等
の
字
を
書
く
。
第
三
等
位
の
地
位
で
、
実
務

取
る
人
。
そ
れ
等
も
詞
の
歴
史
を
し
ら
ね
ば
わ
か
ら
ぬ
。
書
記
官
的
の
人

を
ま
つ
り
ご
と
び
と
ゝ
云
ふ
の
は
、
朝
廷
の
命
を
伝
達
す
る
人
は
下
へ
下

る
。
日
本
で
は
上
よ
り
下
へ
次
第
に
代
理
者
が
出
来
て
行
く
の
で
あ
る
。
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さ
う
云
ふ
人
を
み
こ
と
も
ち
（
宣
言
職
・
御
言
持
）
と
云
ふ
。
み
こ
と
も

ち
と
は
神
の
詞
を
ば
伝
達
す
る
事
。
も
つ
と
は
伝
達
と
云
ふ
事
。
天
子
も

天
つ
神
の
み
こ
と
も
ち
で
、
そ
の
み
こ
と
も
ち
が
ま
た
出
来
る
。
天
子
の

み
こ
と
も
ち
は
天
子
の
す
る
事
を
代
役
し
て
ゐ
る
。
次
第
に
重
な
つ
て
ゐ

る
。
根
本
に
神
の
代
理
を
す
る
人
は
神
で
、
そ
の
神
よ
り
出
た
詞
は
先
の

神
の
詞
と
同
威
力
を
有
す
る
と
考
へ
る
。
例
へ
ば
、
日
本
の
天
子
に
は
神

な
が
ら
の
道
と
云
は
ば
、
天
子
の
す
る
こ
と
す
べ
て
神
随
の
道
と
云
ふ
。

神
道
で
は
な
い
。
天
子
を
神
そ
の
も
の
と
考
へ
る
の
を
神
な
が
ら
と
云
ふ
。

神
の
威
あ
る
方
。
神
な
が
ら
も
変
化
し
て
ゐ
る
が
、
根
本
は
神
の
代
理
者

で
あ
つ
て
、
同
時
に
神
の
言
の
威
力
で
神
と
同
資
格
の
人
と
云
ふ
事
。
そ

れ
を
行
ふ
の
が
、
神
な
が
ら
の
道
。
み
こ
の
詞
で
道
徳
的
に
考
へ
る
の
は

あ
や
ま
り
。

天
子
が
神
と
な
る
。
天
子
の
言
は
神
よ
り
伝
へ
た
詞
で
、
そ
の
詞
が
同
時

に
神
の
詞
と
な
つ
て
来
る
。
日
本
の
古
代
の
信
仰
は
御
言
持
の
思
想
が
重

つ
て
来
て
ゐ
る
。
次
第
に
世
が
進
む
と
下
の
も
の
も
上
の
も
の
と
考
へ
、

天
子
の
言
を
受
け
た
人
が
天
子
と
同
資
格
と
考
へ
る
と
こ
ろ
か
ら
下
が
上

を
お
し
の
け
る
様
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
の
下
剋
上
は
昔
よ
り
の
信
仰
に
易

の
詞
を
あ
て
た
だ
け
。
こ
の
事
も
限
り
の
な
い
話
で
あ
る
が
、
こ
の
事
を

云
は
ね
ば
、
に
へ
ま
つ
り
の
事
が
知
れ
な
い
。

お
よ
そ
、
古
代
の
祭
り
、
ま
つ
り
ご
と
は
、
穀
物
を
よ
く
な
ら
せ
、
徴
発

す
る
意
味
の
公
事
を
ま
つ
り
ご
と
と
申
し
、
そ
の
出
来
た
と
云
ふ
報
告
を

ま
つ
り
と
云
つ
た
。
天
子
が
こ
の
地
に
下
つ
た
と
云
ふ
事
は
、
を
す
国
の

ま
つ
り
ご
と
を
取
り
に
来
ら
れ
た
。
天
子
が
国
々
へ
人
を
派
し
て
田
畑
を

よ
く
す
る
の
が
、
を
す
国
の
ま
つ
り
ご
と
。
天
子
が
五
穀
を
作
る
の
は
天

神
の
命
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
報
告
が
ま
つ
り
で
あ
る
。
そ
の
ま
つ
り
を

行
ふ
事
が
一
年
の
終
り
を
意
味
す
る
事
と
な
る
。
か
く
出
来
上
り
ま
し
た

と
な
る
と
、
年
が
次
の
年
に
代
る
。
少
く
と
も
天
子
の
仕
事
で
は
年
の
暮

の
な
り
も
の
の
出
来
た
と
云
ふ
報
告
祭
が
一
番
大
切
。
そ
の
ま
つ
り
が
大

嘗
祭
、
お
ほ
ん
べ
祭
で
、
お
ほ
に
へ
と
云
ふ
て
は
い
け
な
い
訳
が
あ
る
。

新
嘗
と
お
ほ
ん
べ
と
の
別
は
申
さ
ず
と
も
今
の
人
に
は
わ
か
る
。
毎
年
行

は
れ
る
の
が
新
嘗
。
一
代
一
度
の
が
大
嘗
。
と
こ
ろ
が
こ
と
ば
は
、
に
ひ

な
め
と
は
用
語
例
を
集
め
る
と
、
嘗
は
支
那
の
字
で
あ
る
。
新
し
い
穀
物

を
新
嘗
と
云
ふ
の
は
、
や
く
に
す
ぎ
る
。
新
物
を
上
る
の
は
、
に
ひ
な
め

で
な
い
。

新
し
い
も
の
を
上
る
の
を
に
ひ
な
め
と
は
云
へ
ぬ
。
な
め
る
に
食
べ
る
意

な
し
。
に
ひ
を
何
し
て
も
新
穀
を
上
る
事
に
は
な
ら
ぬ
。
支
那
の
字
を
当

て
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
当
て
字
の
事
実
が
上
手
で
あ
る
。
民
間
の
漢

字
は
す
べ
て
当
て
字
で
あ
る
。
当
て
字
の
習
慣
に
吾
々
は
一
度
見
ね
ば
な

ら
ぬ
。
新
嘗
は
上
手
な
当
て
字
の
た
め
に
迷
ふ
た
。
私
は
新
嘗
の
語
源
は

別
に
あ
る
と
用
ふ
。
紀
の
古
注
に
こ
の
詞
を
に
は
な
ひ
、
前
に
は
に
ふ
な

み
、
に
へ
な
み
と
書
い
た
と
こ
ろ
も
他
に
あ
る
。
す
る
と
に
ひ
な
め
、
ま

で
四
つ
集
め
る
と
、
に
ひ
と
な
め
と
の
重
つ
て
出
来
た
と
の
説
は
不
安
に

な
る
。
今
で
も
庄
内
で
は
大
百
姓
は
冬
に
な
つ
て
、
縄
を
庭
で
家
族
中
で

縄
を
な
ふ
。
そ
れ
が
済
め
ば
家
に
入
る
。
古
く
は
庭
に
か
ま
ど
を
作
つ
て

一
日
庭
で
暮
し
た
ら
し
い
。
庭
な
ひ
行
と
云
ふ
。
そ
れ
か
ら
み
る
と
一
種

の
精
進
禁
慾
生
活
ら
し
い
。
庭
で
縄
を
綯
ふ
と
云
ふ
解
釈
は
後
の
も
の
。

庭
で
綯
ふ
の
は
年
縄
と
の
関
係
も
あ
る
が
、
庭
な
ひ
と
は
庭
で
縄
を
綯
ふ

か
ら
で
は
な
い
。
紀
に
に
は
な
ひ
と
出
て
来
る
。
四
者
を
通
じ
て
見
る
と
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少
な
く
と
も
に
へ
、
に
は
、
に
ふ
は
贄
と
云
る
。
に
は
な
ひ
と
は
庭
で
縄

を
綯
ふ
事
で
は
な
く
し
て
、
に
は
な
ひ
の
行
事
の
時
に
偶
然
に
縄
を
綯
つ

た
の
で
あ
る
。
縄
な
ひ
か
ら
、
に
は
な
ひ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。

こ
と
ば
、
な
ひ
、
な
み
、
な
め
、
に
は
な
ひ
、
に
ふ
な
み
、
に
ひ
な
め
。

に
ひ
な
め
、
な
み
は
、
の
い
み
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
に
へ
の
斎
み
と
云
ふ

事
が
の
み
、
な
み
と
な
る
例
多
し
。
四
者
は
に
へ
の
斎
み
、
神
の
上
り
も

の
ゝ
物
斎
み
。
奉
る
に
つ
い
て
の
物
斎
み
。
ひ
と
み
、
と
は
非
常
に
近
い
。

結
局
、
五
穀
が
出
来
た
後
に
に
へ
と
し
て
奉
る
と
き
の
精
進
。
物
斎
み
の

生
活
が
に
ひ
な
め
で
、
こ
の
行
事
の
中
心
が
上
に
食
を
奉
る
事
で
あ
る
。

か
う
し
て
、
そ
の
仕
事
を
に
ひ
な
め
と
云
ふ
様
に
考
へ
て
新
嘗
の
字
が
当

て
ら
れ
た
。

に
へ
と
は
神
の
上
り
も
の
と
同
時
に
天
子
は
神
な
が
ら
の
方
だ
か
ら
、
そ

の
方
が
上
る
も
の
を
も
に
へ
と
云
ふ
。

す
る
と
、
新
嘗
と
大
嘗
と
の
関
係
は
、
大お

ほ

嘗に
へ

と
平
安
に
出
て
来
る
の
は
誤

り
。
こ
れ
は
新
嘗
の
大
き
い
も
の
故
、
大
に
ひ
な
め
が
、
お
ほ
ん
べ
と
な

つ
て
来
た
。

詞
の
上
で
は
に
ひ
な
め
が
先
で
、
お
ほ
ん
べ
が
後
だ
と
は
云
へ
る
。
事
実
、

何
れ
が
先
か
は
問
題
。
お
ほ
と
は
に
ひ
な
め
中
の
大
き
い
も
の
故
に
大
と

云
ふ
の
で
な
く
、
壮
大
な
意
を
表
す
敬
語
。
私
は
毎
年
の
新
嘗
に
対
し
て

お
ほ
ん
べ
が
一
度
に
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
古
く
は
す
べ
て
が
大
に
ひ
な
め
で

あ
つ
た
。
お
ほ
ん
べ
と
に
ひ
な
め
に
区
別
な
し
。
古
く
よ
り
国
学
者
中
に

こ
の
事
を
唱
へ
て
ゐ
る
。
用
例
を
上
げ
て
ゐ
る
。
区
別
な
い
。
根
本
は
宮

廷
毎
年
行
ふ
時
は
少
く
と
も
御
代
は
じ
め
に
行
ふ
事
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ

な
い
。
私
も
前
に
は
に
ひ
な
め
は
毎
年
行
は
れ
る
、
毎
年
の
報
告
と
考
へ

た
。
そ
こ
か
ら
一
代
一
度
の
大
嘗
が
行
は
れ
る
と
考
へ
た
が
、
事
実
は
逆

で
、
お
ほ
ん
べ
祭
に
相
当
す
る
に
ひ
な
め
が
一
代
一
度
あ
つ
た
の
を
毎
年

繰
り
返
し
た
。
毎
年
せ
ね
ば
気
が
済
ま
な
か
つ
た
。
宮
廷
で
は
一
度
で
よ

い
事
を
毎
年
繰
り
返
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
考
へ
る
と
お
ほ
ん
べ
の
方
が

に
ひ
な
め
よ
り
古
い
。
名
こ
そ
大
新
嘗
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
の
様
な
区
別

が
生
じ
、
新
嘗
を
毎
年
や
り
、
新
嘗
の
中
の
代
表
者
を
逆
に
考
へ
る
様
に

な
つ
た
。
私
は
大
昔
は
大
嘗
祭
が
一
度
行
は
れ
た
き
り
と
思
ふ
。
そ
の
理

由
を
こ
れ
か
ら
云
ふ
。

第
一
日
十
一
時
よ
り
。

新
嘗
の
話
を
し
た
が
、
新
嘗
と
は
、
食
を
上
る
の
み
な
ら
ず
料
理
も
上
げ
、

そ
の
前
に
長
い
物
斎
み
が
あ
る
。
た
ゞ
神
に
穀
物
を
煮
て
上
る
だ
け
の
行

事
で
は
な
い
。
民
間
で
は
そ
の
例
は
東
の
諸
国
に
残
つ
て
ゐ
る
。
奈
良
時

代
に
残
つ
て
ゐ
る
。
常
陸
風
土
記
を
見
る
と
、
筑
波
山
に
御
祖
神
が
天
よ

り
お
り
て
来
た
。
み
お
や
と
は
、
母
神
を
云
ふ
事
で
あ
る
。
天
に
居
ら
れ

る
御
祖
先
と
云
ふ
事
で
は
な
い
。
常
陸
風
土
記
の
も
母
神
が
天
よ
り
来
て
、

富
士
娘
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
新
嘗
の
夜
で
あ
つ
た
と
て
泊
め
ず
、
妹
の
筑

波
山
へ
行
つ
た
と
こ
ろ
が
新
嘗
の
夜
で
あ
る
が
、
母
だ
か
ら
と
て
泊
め
た
。

こ
の
話
は
新
嘗
の
夜
の
物
忌
み
の
事
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
。
根
本
は
新
嘗

に
神
が
来
る
の
を
新
嘗
だ
か
ら
母
神
で
も
入
ら
れ
な
い
と
話
の
筋
が
こ
ん

が
ら
が
つ
て
ゐ
る
。
万
葉
集
巻
十
四
に
二
首
、
新
嘗
の
歌
が
あ
る
。
大
切

だ
か
ら
前
に
も
云
ふ
た
が
申
し
上
げ
る
。

　
　

に
ほ
と
り
の
葛
飾
早
生
を
に
へ
す
と
も
、
そ
の
か
な
し
き
を
、
外
に

た
て
め
や
も
（
三
三
八
六
）
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誰
ぞ
、
此
屋
の
戸
お
そ
ぶ
る
、
に
ふ
な
め
に
、
わ
が
夫
を
や
り
て
、

斎
ふ
此
戸
を
（
三
四
六
○
）

新
嘗
の
物
忌
み
の
様
子
が
明
ら
か
に
出
て
ゐ
る
。

葛
飾
の
里
で
出
来
た
と
こ
ろ
の
こ
の
早
稲
を
―
食
物
を
奉
る
式
を
云
ふ
―

に
へ
し
て
ゐ
る
。
人
を
誰
も
よ
せ
つ
け
ら
れ
な
い
、
家
族
も
ゐ
な
い
、
そ

れ
だ
と
し
て
も
、
あ
の
可
愛
い
人
を
外
に
立
し
て
お
か
れ
よ
う
か
、
と
云

ふ
の
で
あ
る
。

に
へ
す
で
、
新
嘗
す
る
こ
と
を
表
す
。
誰
だ
か
、
戸
を
動
か
し
て
ゐ
る
事

は
―
に
ふ
は
に
ひ
な
め
よ
り
古
い
―
に
ふ
の
い
み
の
た
め
に
我
が
夫
を
外

へ
や
つ
て
慎
し
ん
で
籠
つ
て
ゐ
る
こ
の
家
の
戸
を
、
誰
だ
ら
う
動
か
す
の

は
。

こ
の
歌
は
新
嘗
の
夜
に
来
る
者
の
印
象
あ
り
。
そ
れ
が
愛
人
が
来
る
事
に

な
つ
て
ゐ
る
。
新
嘗
の
夜
に
は
に
へ
を
う
け
に
神
が
来
て
戸
を
訪
れ
る
。

そ
れ
を
迎
へ
て
一
夜
神
と
共
に
ゐ
る
の
が
、
乙
女
の
仕
事
。
神
の
来
る
事

が
忘
れ
ら
れ
て
、
籠
つ
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
そ
し
て
歌
の
様
子
が
変

つ
て
来
て
、
恋
人
を
考
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
歌
を
見
る
と
、
家
人
も
出
て
ゐ

る
夜
で
、
誰
も
家
に
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
常
陸
風
土
記
で
も

万
葉
の
二
首
で
も
東
国
の
新
嘗
の
夜
の
厳
重
な
こ
と
が
知
れ
る
。

も
と
神
が
来
た
の
で
あ
る
。
神
に
な
つ
た
村
の
男
が
や
つ
て
来
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
新
嘗
と
似
た
も
の
が
ま
だ
他
に
あ
る
。
そ
れ
は
神
嘗
祭
で
あ
る
。

神ジ
ン

今コ
ン

食ジ
キ

、
相
嘗
祭
り
、
の
三
様
の
新
嘗
に
似
た
も
の
が
あ
る
。

先
づ
神
嘗
祭
よ
り
云
ふ
。
神
嘗
祭
と
は
九
月
に
行
は
れ
る
祭
り
で
、
新
嘗

祭
と
対
照
的
に
云
は
れ
る
祭
で
、
伊
勢
の
大
神
宮
に
早
稲
の
走
穂
を
奉
る

祭
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
天
子
の
新
嘗
以
前
の
九
月
に
神
嘗
祭
が
行
は
れ
る
。

こ
れ
よ
り
前
六
月
に
同
様
な
事
が
行
は
れ
る
。
後
世
は
六
月
十
二
月
の
十

一
日
、
神
今
食
を
行
ふ
。
こ
れ
は
二
度
あ
る
。
六
月
十
二
月
の
神
今
食
式

に
行
ひ
た
る
も
の
は
早
稲
に
限
ら
ん
。
早
稲
は
な
い
。
神
今
食
は
古
米
を

差
し
上
げ
る
。
神
道
の
上
で
神
今
食
、
神
嘗
、
新
嘗
と
明
ら
か
で
な
く
て
、

困
つ
て
ゐ
る
。
一
番
分
れ
目
は
古
米
を
奉
る
こ
と
。
何
か
と
云
ふ
と
、
神

今
食
と
共
に
行
は
れ
る
の
が
月
次
祭
、
六
月
十
一
日
、
十
二
月
十
一
日
が

平
安
の
定
め
。
年
を
二
期
に
分
け
て
や
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
月
次
祭
の
後
に

行
は
れ
る
の
が
神
今
食
。
古
来
、
神
が
来
る
と
物
を
神
に
食
べ
さ
せ
て
か

へ
る
。
月
次
の
時
に
は
日
本
の
大
き
な
社
の
神
が
来
る
。
そ
れ
に
天
子
が

も
の
を
食
べ
さ
せ
て
帰
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
神
今
食
を
カ
ム
イ
マ
ケ
等
と

云
ひ
、
新
米
を
奉
る
と
云
ふ
が
、
こ
の
説
は
成
立
せ
ず
。
こ
れ
は
年
に
二

期
、
大
切
な
祭
り
を
す
る
型
が
出
来
て
か
ら
の
こ
と
。
夏
の
終
り
を
年
の

終
り
と
し
た
時
代
に
、
年
の
終
り
毎
に
神
が
来
る
。
こ
れ
に
御
馳
走
し
て

返
す
。
こ
れ
が
神
今
食
で
あ
る
。
新
嘗
が
二
度
に
分
割
さ
れ
て
違
つ
た
月

に
行
は
れ
た
事
に
な
る
。
十
二
月
、
神
が
来
る
、
と
云
ふ
の
が
新
嘗
と
同

じ
の
が
、
習
慣
が
固
定
し
て
両
方
行
は
れ
た
。
秋
前
、
冬
の
終
り
と
二
度

に
行
は
れ
た
。
来
る
神
が
こ
の
時
に
は
わ
か
ら
ん
。
そ
れ
が
月
次
祭
で
新

嘗
祭
の
変
化
、
こ
れ
に
つ
い
で
行
は
れ
る
の
が
、
神
今
食
で
あ
る
。
新
嘗

祭
を
行
ふ
中
に
、
変
態
な
習
が
行
は
れ
た
。
そ
れ
と
や
ゝ
意
味
が
違
つ
て

神
嘗
祭
が
行
は
れ
て
九
月
に
行
は
れ
た
。
こ
の
神
嘗
祭
は
、
伊
勢
の
大
神

宮
に
早
稲
の
走
穂
が
こ
の
頃
、
諸
国
よ
り
奉
ら
る
。
荷
前
と
そ
れ
を
云
ふ
。

日
本
の
古
文
法
で
、
形
容
詞
が
下
に
ま
は
つ
た
も
の
。
に
ざ
き
、
の
ざ
き

の
は
つ
ほ
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

国
々
か
ら
奉
ら
れ
る
早
稲
の
を
宮
廷
で
集
め
整
理
し
て
、
九
月
伊
勢
大
神
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宮
に
奉
ら
る
。
そ
れ
が
神
嘗
祭
と
云
ふ
。
こ
れ
も
元
よ
り
神
嘗
と
云
ふ
た

か
ど
う
か
不
明
。
新
嘗
の
解
が
出
来
て
か
ら
出
来
た
詞
。
神
の
に
ひ
な
め

を
神
嘗
と
云
ふ
た
と
見
る
べ
き
で
、
古
く
よ
り
し
か
云
ひ
し
か
疑
問
。
こ

れ
は
相
嘗
祭
と
関
連
し
て
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

諸
国
よ
り
米
を
奉
る
の
は
第
二
み
つ
ぎ
、
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
関
係
す
る
。

諸
国
よ
り
奉
る
稲
穂
の
意
味
は
宮
廷
、
並
に
宮
廷
の
神
に
服
従
を
誓
ふ
。

稲
穂
は
神
で
あ
る
。
魂
が
ゐ
る
。

そ
れ
が
そ
の
国
々
の
一
種
の
富
の
魂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
奉
る
と

絶
対
の
服
従
の
方
と
な
る
。
実
は
そ
れ
が
健
康
の
又
は
寿
命
の
魂
の
意
味

に
も
な
る
。
米
の
魂
が
身
内
に
入
る
と
強
く
な
り
、
健
康
を
増
し
、
寿
が

伸
び
、
富
が
増
す
と
し
た
。
そ
の
大
切
の
も
の
を
中
央
政
府
に
奉
り
、
天

子
に
上
げ
る
事
は
、
国
々
の
魂
を
差
上
げ
て
服
従
を
誓
ふ
事
と
な
る
。
大

切
な
事
で
、
こ
れ
を
み
つ
き
と
云
ふ
。
普
通
、
み
つ
ぎ
と
云
ふ
。
簡
単
に

は
つ
き
と
云
ふ
。

そ
の
稲
穂
は
、
天
子
自
身
上
ら
ず
に
、
そ
れ
を
天
子
よ
り
上
の
方
な
る
伊

勢
大
神
宮
に
奉
ら
る
。
し
て
奉
つ
た
も
の
が
後
世
の
奉
物
同
様
、
料
理
し

た
米
と
、
料
理
せ
ず
に
掛
け
て
お
い
て
何
時
で
も
お
思
ひ
の
通
り
に
す
る

か
け
ぢ
か
ら
と
二
通
り
。
今
日
で
は
到
来
物
だ
か
ら
差
上
げ
る
の
は
変
で

あ
る
が
、
も
一
代
前
で
は
到
来
物
で
な
く
て
も
到
来
物
と
い
ふ
た
の
は
、

我
々
の
家
で
は
、
本
家
―
小
本
家
―
子
方
。

子
方
よ
り
来
た
も
の
を
次
第
に
上
へ
奉
る
と
奉
物
の
効
力
が
強
ま
る
。
ど

う
し
て
も
上
の
人
、
上
の
家
へ
は
物
を
奉
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
属
国

の
貢
は
自
分
の
も
の
と
す
る
先
に
自
分
の
も
の
と
す
る
先
に
、
自
分
の
上

の
人
、
又
は
神
に
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
天
子
も
伊
勢
へ
上
げ
た
。

魂
を
奉
る
事
は
後
述
。
そ
れ
が
伊
勢
へ
の
絶
対
の
尊
敬
を
表
す
事
と
な
る
。

神
嘗
と
新
嘗
と
は
、
す
る
と
大
部
違
ふ
。
新
嘗
は
後
世
刈
り
上
げ
祭
り
の

如
く
な
る
が
、
実
は
報
告
。
神
嘗
の
祭
り
は
、
諸
国
よ
り
の
奉
り
物
を
上

の
伊
勢
に
奉
る
。
と
こ
ろ
が
天
子
が
諸
国
の
稲
の
魂
を
上
に
奉
る
こ
と
は

ま
だ
あ
る
。
そ
れ
は
相
嘗
祭
り
。
十
一
月
に
な
つ
て
行
は
れ
る
。
普
通
新

嘗
、
お
ほ
ん
べ
祭
は
十
二マ

マ

月
卯
の
中
日
の
、
二
度
の
時
は
下
の
卯
の
日
に

行
ふ
が
、
相
嘗
は
上
の
卯
の
日
に
行
ふ
。
天
子
、
新
嘗
よ
り
一
ま
は
り
先
。

こ
の
時
は
畿
内
の
大
社
に
奉
る
。
そ
の
大
き
な
社
に
奉
る
の
を
相
嘗
と
云

ひ
、
陵
墓
に
奉
る
―
天
子
の
お
血
筋
、
外
戚
の
墓
に
奉
る
も
の
を
、
荷
前

と
云
ふ
。
地
方
よ
り
の
初
穂
を
整
理
し
て
九
月
伊
勢
へ
さ
し
あ
げ
た
。
陵

墓
、
大
社
、
神
へ
奉
る
と
き
は
相
嘗
。
墓
の
は
荷
前
と
云
ひ
、
使
者
を
荷

前
使
ひ
と
云
ふ
。
新
嘗
と
前
後
し
て
行
は
れ
る
。
も
と
は
神
に
は
相
嘗
。

天
子
の
尊
敬
す
る
神
、
天
子
の
続
き
の
人
々
に
与
へ
る
の
が
荷
前
。
そ
の

後
に
新
嘗
が
行
は
る
。
正
式
に
は
十
二
月
中
の
卯
の
日
。
果
し
て
干
支
を

用
ゐ
る
こ
と
は
大
昔
か
ら
か
。
し
か
し
干
支
の
方
が
日
で
数
へ
る
よ
り
古

い
暦
法
で
あ
る
。
支
那
の
暦
法
を
伝
へ
た
漢
人
種
、
朝
鮮
人
が
天
孫
族
以

前
よ
り
居
た
。

そ
の
以
前
は
日
を
占
ひ
に
よ
つ
て
定
め
る
。
祭
り
を
占
ひ
で
定
め
る
。
そ

の
次
は
干
支
、
次
は
日
で
定
め
る
。
十
一
月
の
中
、
又
は
下
の
卯
の
日
に

新
嘗
を
す
る
。
こ
れ
を
秋
の
祭
り
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
祝
詞
中
に
龍
田
風
神

の
祭
の
祝
詞
あ
り
。
―
大
和
龍
田
の
神
に
五
穀
の
成
就
を
祈
る
も
の
―
五

穀
が
実
れ
ば
秋
の
祭
り
に
か
く
か
く
奉
る
と
云
ふ
。
秋
の
祭
り
を
数
へ
る

と
、
神
今
食
、
神
嘗
な
ど
あ
る
が
、
こ
の
祝
詞
で
云
ふ
秋
祭
り
と
は
新
嘗

祭
で
あ
つ
て
、
今
云
ふ
秋
と
考
へ
方
が
違
ふ
。
農
に
関
係
あ
る
詞
で
、
田
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畑
の
な
り
物
の
あ
が
る
時
が
秋
で
、
そ
の
報
告
祭
が
秋
祭
で
、
十
一
月
で

あ
る
。
相
嘗
と
考
へ
て
も
矢
張
り
十
一
月
の
上
卯
の
日
頃
に
な
る
。
相
嘗

祭
は
龍
田
中
に
入
つ
て
ゐ
な
い
。
書
い
て
な
い
か
ら
昔
よ
り
な
い
と
云
ふ

事
で
は
な
い
。
中
世
に
止
ん
だ
と
も
な
る
。

新
嘗
、
相
嘗
を
考
へ
て
も
今
の
暦
法
上
の
秋
で
な
い
の
に
秋
祭
と
云
ふ
。

秋
の
考
へ
が
違
ふ
。
地
方
の
秋
祭
は
早
稲
の
刈
り
上
げ
に
な
る
前
で
あ
る
。

晩
稲
刈
り
上
げ
後
の
祭
り
は
正
式
で
な
く
、
家
々
の
祭
り
で
あ
る
。
早
い

秋
祭
は
、
稲
の
花
の
中
に
や
る
。
そ
の
理
由
は
色
々
あ
る
が
、
第
一
に
宮

廷
に
奉
る
荷
前
使
ひ
を
京
都
へ
出
す
時
に
、
国
々
で
は
国
々
の
神
の
祭
り

を
す
る
―
宮
廷
へ
奉
る
知
ら
せ
に
―
す
る
と
天
子
の
新
嘗
前
に
国
々
で
は

神
に
早
稲
を
奉
つ
て
ゐ
る
。
神
嘗
祭
と
前
後
し
て
諸
国
で
国
の
神
に
奉
つ

て
ゐ
る
。
神
嘗
祭
と
前
後
し
て
諸
国
で
国
の
神
に
奉
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が

諸
国
の
秋
祭
り
の
は
じ
ま
り
。
も
一
つ
後
の
理
由
と
思
ふ
が
、
花
の
散
つ

て
後
が
大
切
だ
か
ら
そ
こ
で
祭
り
を
す
る
。

そ
の
考
へ
が
よ
り
合
つ
て
秋
祭
り
が
出
来
た
。
正
確
に
は
今
の
秋
祭
り
は

本
当
の
秋
祭
り
で
な
い
。
社
の
と
家
の
と
違
ふ
。
神
嘗
と
同
様
の
も
の
が

社
の
も
の
。
天
子
の
行
事
を
中
心
に
し
て
考
へ
る
と
地
方
で
勝
手
に
や
つ

て
ゐ
る
が
、ま
ん
ざ
ら
認
容
で
き
ぬ
事
も
な
い
。「
に
ほ
ど
り
の
」
の
歌
も
、

新
嘗
を
地
方
で
出
し
た
後
に
、
宮
廷
の
よ
り
先
の
も
の
で
あ
る
。

宮
廷
の
新
嘗
は
、
一
番
後
に
日
本
の
稲
の
総
計
だ
と
し
て
や
る
の
が
も
と

の
意
味
だ
と
思
ふ
。
秋
祭
り
は
意
味
二
様
あ
り
。
一
方
は
殆
ん
ど
冬
祭
と

も
云
る
ほ
ど
で
あ
る
。
秋
の
祭
り
が
同
時
に
今
日
の
冬
祭
で
あ
る
の
に
な

ぜ
冬
と
云
は
ぬ
か
。
秋
は
報
告
で
祭
り
の
古
意
に
合
つ
た
祭
り
で
、
冬
の

祭
り
は
意
味
が
違
ふ
。
時
期
は
秋
祭
り
に
つ
い
て
ゐ
る
。

私
の
考
へ
は
一
夜
の
中
に
秋
、
冬
、
春
の
祭
り
が
つ
い
て
ゐ
た
。
年
極
つ

て
宵
、
秋
、
夜
半
、
冬
、
明
け
方
が
春
。
そ
れ
が
暦
法
上
、
秋
、
冬
、
春

が
間
か
あ
ら
け
、
後
に
夏
の
祭
が
出
来
た
。

冬
祭
り
と
は
何
か
と
云
ふ
と
、
こ
れ
は
年
が
極
ま
つ
た
時
分
に
神
が
来
て
、

今
年
の
稲
の
出
来
た
も
の
を
受
け
て
、
そ
の
後
、
家
主
の
健
康
を
祝
福
す

る
祭
り
で
あ
る
。
文
献
を
見
る
と
、
秋
祭
の
夜
必
ず
貴
い
人
、
或
は
神
の

事
を
忘
れ
て
も
、
貴
い
人
に
来
て
貰
ふ
。
後
世
の
正
客
の
習
慣
が
昔
よ
り

あ
つ
た
。
新
嘗
の
秋
の
祭
に
来
る
の
が
神
で
あ
つ
た
の
が
、
人
を
迎
へ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
人
が
新
嘗
祭
の
後
に
主
人
に
祝
福
を
し
て
く
れ
る
。

秋
祭
り
は
主
人
よ
り
ま
れ
人
に
報
告
す
る
。
そ
の
後
に
客
人
が
主
人
の
た

め
に
祝
福
す
る
の
が
冬
祭
り
。

冬
と
は
、
殖
ゆ
と
今
で
も
考
へ
て
ゐ
る
。
ふ
ゆ
と
は
分
裂
す
る
、
分
れ
る
、

枝
が
出
る
と
云
ふ
の
が
、
古
典
的
用
法
で
あ
る
。
少
く
と
も
冬
の
時
期
に

分
れ
る
も
の
が
あ
る
、
枝
の
如
く
に
。
そ
の
分
れ
て
出
る
も
の
を
取
り
扱

ふ
行
事
が
、
冬
の
祭
り
で
あ
る
。
ふ
ゆ
は
昔
は
ふ
る
と
同
じ
。
万
葉
を
見

る
と
、
ら
行
と
や
行
同
じ
。

今
で
は
ふ
る
で
あ
る
が
、
万
葉
で
は
衝
突
。
そ
の
前
は
ふ
る
は
当
た
つ
て

密
着
す
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

日
本
人
の
古
代
の
考
へ
で
は
、
あ
る
時
期
に
、
魂
が
つ
き
に
来
る
時
期
が

あ
つ
た
。
そ
の
時
期
は
冬
で
あ
る
。
年
極
ま
つ
た
時
、
外
の
魂
を
人
の
体

に
つ
け
る
。
毎
年
毎
年
、
魂
を
つ
け
る
。
今
よ
り
云
へ
ば
、
魂
の
切
り
替

へ
時
。
日
本
人
の
魂
信
仰
中
に
、
す
べ
て
人
間
の
職
権
力
の
源
は
魂
に
あ

る
。
魂
が
つ
く
と
そ
の
人
に
勢
力
を
生
じ
た
。
す
べ
て
外
来
す
る
も
の
と

考
へ
た
。
ま
な
で
あ
る
。
外
来
魂
が
来
て
、
つ
く
と
そ
の
威
力
で
英
雄
と
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な
れ
た
。
そ
の
つ
く
こ
と
が
日
本
で
は
ふ
る
と
云
ひ
、
こ
の
魂
の
つ
く
こ

と
を
司
る
人
々
が
あ
つ
た
。
毎
年
、
冬
の
時
期
に
魂
を
呼
び
招
ぎ
し
て
、

人
体
に
つ
け
る
。
す
る
と
、
春
よ
り
新
し
い
力
を
も
つ
て
、
そ
の
人
が
活

動
す
る
。
今
日
よ
り
す
れ
ば
一
度
で
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
一
生
一
度
の

魂
を
つ
け
る
考
へ
が
毎
年
し
た
。
一
度
で
よ
い
新
嘗
を
毎
年
し
た
と
同
様

に
。
そ
し
て
魂
が
毎
年
新
し
く
な
る
と
考
へ
た
。

古
信
仰
の
冬
祭
り
は
、
魂
を
つ
け
る
祭
り
。
ふ
る
祭
と
云
ふ
事
。
そ
れ
が

意
味
が
変
つ
て
魂
が
外
か
ら
つ
く
他
に
、
あ
る
時
が
来
る
と
、
そ
の
魂
が

分
割
す
る
。
元
の
も
の
は
減
ら
ず
に
、
と
考
へ
た
。
そ
れ
が
第
二
義
の
冬

祭
り
で
あ
る
。

再
説
す
る
と
、
天
子
の
威
力
の
源
を
記
録
で
み
る
と
、
敏
達
の
代
に
天
皇

霊
と
書
い
て
あ
る
。
天
子
の
尊
厳
を
持
つ
た
め
の
魂
が
天
子
に
つ
く
。
す

る
と
、
天
子
と
し
て
の
威
力
が
生
ず
る
。
そ
れ
が
ふ
ゆ
祭
り
。
そ
の
天
子

の
魂
が
後
に
は
そ
の
時
期
に
分
割
す
る
。
そ
れ
を
人
々
に
分
け
て
や
る
。

こ
の
魂
の
一
つ
一
つ
の
し
る
し
は
着
物
で
示
し
た
。
一
衣
に
一
魂
と
見
て
、

暮
れ
に
な
る
と
、
天
子
よ
り
親
近
の
人
々
に
、
衣
を
配
る
。
そ
れ
を
御
衣

配
り
と
云
ふ
。
天
子
以
下
の
人
々
に
も
矢
張
り
、
藤
原
、
物
部
、
蘇
我
等

は
、
そ
の
地
位
を
も
つ
魂
が
つ
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
分
割
す
る
か
ら
部
下

に
や
る
。
そ
れ
を
き
ぬ
く
ば
り
と
云
ふ
。
そ
れ
が
後
世
ま
で
続
い
て
ゐ
る
。

主
人
の
魂
を
分
割
し
て
与
へ
る
。
こ
れ
が
ふ
ゆ
ま
つ
り
の
第
二
義
。
そ
の

祭
り
が
鎮
魂
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
の
古
語
で
云
ふ
と
た
ま
ふ
り
、
み

た
ま
ふ
り
と
云
ふ
。
後
世
、
た
ま
し
づ
め
、
み
た
ま
し
づ
め
と
云
ふ
。
た

ま
し
づ
め
と
は
人
間
の
魂
が
あ
る
時
期
に
遊
離
し
や
す
い
の
を
防
ぎ
、
又

は
遊
離
し
た
魂
を
落
ち
着
け
る
。
そ
れ
は
後
の
考
へ
で
、
支
那
の
鎮
魂
の

字
を
あ
て
た
頃
の
考
へ
で
、
古
く
は
外
の
を
身
に
つ
け
、
更
に
分
割
し
た

魂
を
人
の
内
に
入
れ
て
や
る
の
が
第
二
義
の
た
ま
ふ
り
。

鎮
魂
は
厳
重
で
、
宮
廷
で
は
十
一
月
中
日
を
卜
定
し
て
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

た
ま
ふ
り
の
祭
り
の
中
に
も
一
つ
違
つ
た
祭
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
た
ま
し

ひ
を
つ
け
る
意
を
違
つ
た
意
に
し
て
、
人
々
が
、
自
分
の
主
又
は
、
上
の

人
に
服
従
を
誓
ふ
た
め
に
、
自
分
の
魂
の
主
な
も
の
を
上
げ
て
了
ふ
。
自

分
よ
り
上
の
人
に
は
自
分
と
同
じ
魂
を
も
つ
事
と
な
り
、
自
分
よ
り
上
の

人
と
云
ふ
事
と
な
る
。
自
分
の
奉
つ
た
主
な
る
魂
と
、
上
の
人
自
身
の
魂

を
持
つ
事
と
な
つ
た
。
こ
れ
が
宮
廷
で
天
子
の
御
代
初
め
に
行
は
れ
た
。

そ
れ
が
矢
張
り
、
毎
年
行
は
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
こ
れ
が
み
た
ま

ふ
り
の
一
。

生
き
て
ゐ
る
人
々
の
魂
を
上
の
人
に
奉
る
。
魂
中
の
大
切
の
も
の
を
上
に

上
り
、
上
の
人
の
魂
の
微
弱
な
も
の
を
、
頂
い
て
身
に
つ
け
る
。
こ
の
魂

を
奉
る
こ
と
が
み
つ
き
。
魂
を
い
た
だ
く
事
を
み
た
ま
の
ふ
ゆ
―
天
子
の

魂
の
分
割
し
た
も
の
。
そ
の
み
た
ま
の
ふ
ゆ
を
行
ふ
祭
り
が
、
み
た
ま
の

ふ
ゆ
ま
つ
り
。
つ
ま
り
冬
祭
は
魂
の
分
割
の
祭
り
。
年
末
に
魂
を
分
割
し
、

切
り
替
へ
、
魂
を
目
前
に
上
げ
た
り
、
い
ろ
ん
な
行
事
が
行
は
れ
た
。
そ

れ
が
後
に
は
年
に
二
度
行
は
れ
た
。
盆
と
暮
で
あ
る
。
そ
れ
を
盆
と
正
月

と
に
行
ふ
事
に
な
つ
て
来
た
。

午
後
一
時

年
の
暮
れ
の
祭
り
の
話
を
し
た
。
昔
よ
り
秋
の
と
冬
の
と
は
一
続
き
の
祭

り
で
あ
つ
た
が
、
漸
次
、
十
一
月
、
或
は
十
二
月
に
す
る
習
慣
が
出
来
て

来
た
。
た
ま
ふ
り
、
た
ま
し
づ
め
の
祭
り
は
ど
う
し
て
も
年
の
つ
ま
つ
た
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時
で
な
ら
な
い
。
歴
史
の
考
へ
が
変
つ
た
か
ら
十
一
月
に
な
つ
た
り
、
十

二
月
に
な
つ
た
り
す
る
。
前
者
、
た
ま
ふ
り
の
祭
り
と
云
ひ
、
十
二
月
の

を
普
通
、
御
神
楽
、
内
侍
所
の
御
神
楽
、
と
云
ふ
。
両
者
、
鎮
魂
祭
で
あ

る
。
十
一
月
の
は
古
義
の
鎮
魂
祭
。
日
本
に
元
来
あ
る
も
の
。
十
二
月
の

は
後
に
宮
廷
に
入
つ
て
来
た
魂
の
祭
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ま
し
づ
め
の

方
に
な
る
。

申
し
て
見
れ
ば
宮
廷
の
主
に
魂
を
下
よ
り
上
げ
る
。
時
期
が
だ
い
た
い
一

定
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
あ
る
国
、
或
る
家
に
よ
つ
て
は
違
つ
た
時
期
に
奉

る
。
大
体
、
年
の
暮
れ
に
奉
つ
た
の
が
後
に
は
春
、
と
こ
ろ
が
、
家
に
よ

つ
て
は
、
た
と
へ
ば
出
雲
北
島
家
の
国
造
家
で
は
、
国
造
の
代
変
り
の
年

と
翌
年
と
来
て
、
魂
の
し
る
し
を
国
か
ら
持
つ
て
来
て
、
天
子
に
奉
る
。

一
代
二
度
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
も
の
で
、
内
侍
所
の
御
神
楽
が
出
来
て
ゐ
る
。
宮
廷
で
も

伝
来
の
古
い
も
の
が
正
し
い
が
、
刺
戟
が
少
な
い
か
ら
新
し
い
も
の
を
取

り
入
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

鎮
魂
三
様
、

高
天
原
よ
り
来
た
と
云
ふ
、
宇
受
売
―
猿
女
鎮
魂
。

物
部
氏
に
伝
は
つ
た
、
石
上
の
鎮
魂
。

も
一
つ
は
、

奈
良
朝
少
し
前
に
宮
廷
に
入
つ
た
と
見
ら
れ
る
安
曇
の
鎮
魂
。

こ
の
三
通
り
の
鎮
魂
法
が
宮
廷
に
あ
り
、
早
く
猿
女
・
石
上
は
合
体
す
。

十
一
月
。
安
曇
の
鎮
魂
は
八
幡
神
の
信
仰
と
一
緒
に
つ
い
て
来
た
も
の
で
、

主
と
し
て
海
人
が
持
ち
扱
つ
た
法
式
で
あ
る
。
こ
れ
が
特
殊
な
お
も
し
ろ

味
あ
る
式
故
に
、
鎮
魂
法
中
、
特
別
に
扱
は
れ
て
、
師
走
に
な
つ
て
か
ら

行
は
れ
た
。
内
侍
所
の
鎮
魂
―
安
曇
の
鎮
魂
は
本
当
の
た
ま
し
づ
め
と
な

つ
て
来
て
ゐ
る
。
詳
し
く
云
ふ
要
な
し
。

と
も
か
く
、
そ
れ
等
の
話
か
ら
鎮
魂
術
は
群
臣
よ
り
同
時
に
、
又
は
特
別

に
奉
ら
れ
た
証
と
な
れ
ば
よ
い
。
同
時
に
冬
と
云
ふ
て
も
、
十
二
月
、
十

一
月
、
十
月
と
色
々
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
つ
て
貰
ひ
た
い
。

こ
の
鎮
魂
を
行
ふ
と
、
天
子
は
そ
こ
で
新
し
く
天
子
と
し
て
威
力
を
も
つ
。

今
日
よ
り
云
へ
ば
、
鎮
魂
を
毎
年
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
。
一
時
つ
い
た

魂
を
毎
年
す
る
の
は
お
か
し
い
が
、
昔
の
信
仰
で
は
、
か
く
せ
ね
ば
威
力

が
減
つ
た
。
御
代
は
じ
め
に
一
度
の
も
の
が
、
細
か
く
毎
年
に
分
け
ら
れ

た
。
こ
の
式
を
行
ふ
と
天
子
が
復
活
し
た
事
と
な
る
。
一
年
用
ゐ
て
疲
れ

た
魂
が
切
か
へ
ら
れ
て
新
し
い
威
力
を
も
つ
。

昔
は
、
天
子
の
御
身
は
、
魂
の
容
れ
物
で
、
そ
の
身
体
を
す
め
み
ま
の
み

こ
と
と
云
ふ
。
天
子
の
御
身
の
名
称
。
み
ま
と
は
肉
体
の
名
称
。
昔
よ
り

尊
い
御
孫
様
、
御
子
孫
と
云
ふ
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
後
の
解
。
本

当
は
、
み
ま
と
は
身
体
と
云
ふ
事
。
す
め
と
は
、
天
子
で
な
く
て
、
神
聖

と
云
ふ
事
。
例
へ
ば
、
す
め
神
と
云
ふ
。
す
め
神
は
皇
室
に
関
係
な
し
。

非
常
な
敬
語
で
あ
る
。
神
聖
な
、
そ
れ
が
天
子
。
皇
族
の
専
有
と
な
つ
て

来
た
。
そ
の
身
体
を
尊
敬
し
て
、
す
め
み
ま
の
み
こ
と
と
云
ふ
。
こ
れ
に

魂
が
入
つ
て
、
は
じ
め
て
天
子
と
し
て
の
威
力
と
な
る
。
す
め
み
ま
を
奈

良
に
合
理
的
に
考
へ
た
結
果
、
貴
い
方
の
御
孫
と
云
ふ
が
、
御
身
と
用
ゐ

て
ゐ
る
。
魂
の
入
る
御
身
体
様
と
云
ふ
事
が
す
め
み
ま
の
み
こ
と
。

肉
体
は
変
化
す
る
が
、
魂
は
一
つ
の
も
の
で
、
肉
体
は
変
つ
て
も
、
魂
が

入
る
と
、
同
じ
天
皇
と
な
る
と
考
へ
る
。
そ
の
証
は
、
出
雲
国
造
家
で
は
、

室
町
ま
で
、
国
造
に
肉
体
上
の
死
は
あ
る
が
、
親
が
死
ぬ
と
、
子
が
す
ぐ
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立
つ
。
も
と
云
ふ
事
は
な
い
。
身
は
変
つ
て
ゐ
る
が
、
魂
は
一
つ
で
あ
る

か
ら
、
代
は
ら
な
い
か
ら
、
も
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。

天
子
の
資
格
は
、
一
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
魂
の
入
つ
た
方
を
日
の
御
子
、

と
云
ふ
。
日
の
神
の
御
子
と
云
ふ
考
へ
で
あ
る
。
日
の
御
子
に
な
る
資
格

あ
る
方
が
、
ひ
つ
ぎ
の
御
子
で
、
一
代
に
幾
人
も
居
つ
て
、
一
人
で
は
な

い
。
二
人
、
三
人
、
も
つ
と
あ
る
。
ひ
つ
ぎ
の
御
子
は
、
皇
太
子
で
は
な

い
。
継
承
が
や
か
ま
し
く
な
る
と
、
御
子
の
尊
と
称
し
て
皇
太
子
と
日
の

御
子
と
分
け
た
。
も
と
は
、
天
子
の
代
は
り
と
な
る
人
が
撰
定
せ
ら
れ
て
、

日
嗣
の
御
子
と
云
ひ
、
更
に
選
ば
れ
て
、
日
の
御
子
と
な
る
。

前
代
が
隠
れ
て
、
後
代
が
か
は
る
間
に
、
お
ほ
み
も
の
お
も
ひ
（
大
喪
）

と
云
ふ
。
こ
の
期
間
は
、
日
本
信
仰
上
解
釈
す
る
と
、
そ
の
間
に
日
嗣
の

皇
子
お
一
人
が
、
次
の
日
の
御
子
た
る
資
格
を
完
成
す
る
時
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
で
、
祝
詞
そ
の
他
、
奈
良
以
前
の
詞
を
残
す
古
い
日
本
文
学

類
に
、
天
の
御
陰
、
日
の
御
陰
等
云
ふ
。
こ
の
詞
の
用
ひ
方
は
普
通
、
天

子
の
住
む
宮
殿
の
屋
根
だ
と
云
ふ
。
天
子
は
奥
深
い
所
に
居
る
と
云
ふ
事

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
は
一
番
古
い
解
で
は
な
い
。
し
か
し
奈
良
に

こ
の
解
を
し
て
ゐ
た
事
は
事
実
。
祝
詞
で
も
、
い
ろ
ん
な
意
味
に
用
ゐ
て
、

一
語
一
意
で
は
な
い
こ
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
天
の
御
陰
・
日
の
御
陰

の
用
法
は
、
あ
る
所
で
は
、
こ
の
解
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
。
天
子
が

神
聖
な
威
力
を
外
日
に
ふ
れ
る
と
、
な
く
な
す
信
仰
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

天
子
に
な
る
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
の
日
の
御
子
が
な
く
な
つ
て
、
次
の

日
の
御
子
が
立
つ
空
虚
の
間
で
あ
る
。
そ
の
間
を
外
日
に
ふ
れ
な
い
。
こ

れ
を
日
本
古
語
で
も
と
云
ふ
。
私
は
裳
と
同
様
だ
と
思
ふ
。

大
嘗
祭
の
、
悠
紀
・
主
基
殿
中
に
蓐
が
あ
り
、
衾
が
掛
け
て
あ
り
、
枕
が

あ
る
。
学
者
は
、
死
骸
の
置
い
て
あ
る
し
る
し
だ
、
天
子
の
死
骸
の
置
い

て
あ
る
形
だ
と
云
ふ
て
ゐ
る
人
も
あ
る
。
日
本
神
道
で
は
、
生
死
の
分
ち

は
厳
重
の
や
う
で
、
厳
重
で
な
い
。
し
か
も
死
と
定
ま
る
と
嫌
ふ
。
私
は

死
ん
だ
体
で
は
な
い
と
思
ふ
。
蓐
に
天
子
が
籠
る
。
そ
れ
が
鎮
魂
が
済
む

と
、
み
ま
の
み
こ
と
の
空
虚
な
身
に
魂
が
入
る
。
す
る
と
、
衾
を
ど
け
て

起
き
ら
れ
る
。
物
忌
み
の
お
ほ
ひ
が
裳
で
あ
る
。
裳
は
、
す
べ
て
裾
の
長

い
も
の
で
、
今
の
用
法
と
違
ふ
。
敷
物
も
、
敷
き
裳
と
云
ふ
。
着
物
の
形

の
も
の
を
敷
い
た
で
あ
ら
う
。
大
嘗
宮
の
衾
は
、
被
り
物
で
、
天
子
に
な

ら
れ
る
方
か
ぶ
つ
て
居
ら
れ
て
、
魂
が
入
る
と
起
き
て
来
ら
れ
る
。
そ
し

て
天
子
と
な
ら
れ
る
。
そ
の
裳
の
中
に
ゐ
る
間
が
も
で
あ
る
。
大
嘗
宮
の

衾
は
、
そ
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
平
安
よ
り
意
味
わ
か
ら
ず
、
只
、
布

団
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
人
に
よ
つ
て
は
、
高
御
座
と
云
ふ
人
も
あ
る

が
、
高
と
は
立
た
ね
ば
云
は
ぬ
。
布
団
の
上
で
物
は
云
は
ぬ
。
御
代
は
じ

め
、
大
嘗
宮
で
、
蓐
よ
り
出
る
式
を
行
つ
た
。
後
に
は
固
定
し
て
蓐
を
引

く
の
み
。
そ
の
手
順
を
す
る
の
は
天
皇
霊
が
み
ま
の
み
こ
と
に
完
全
に
入

る
間
、
そ
の
間
に
静
さ
が
や
ぶ
れ
ゝ
ば
魂
が
入
ら
な
い
。
早
良
皇
太
子
は
、

前
天
子
が
お
隠
れ
後
、
女
を
近
づ
け
た
た
め
皇
太
子
を
辞
め
ら
れ
た
。
皇

太
子
を
廃
立
す
る
ほ
ど
厳
重
な
物
忌
み
の
期
間
を
も
と
云
ふ
。
支
那
の
も

と
日
本
の
も
と
は
そ
れ
だ
け
違
ふ
。
死
ん
だ
人
の
親
族
が
籠
る
の
が
喪
。

日
本
の
は
資
格
を
得
る
た
め
、
こ
の
宮
廷
の
風
習
が
下
に
及
ん
で
、
や
か

ま
し
く
な
つ
た
。
宮
廷
の
も
、
先
進
国
支
那
風
に
説
明
さ
れ
て
、
天
子
の

御
大
喪
が
出
来
て
来
た
。
そ
れ
が
み
ま
の
み
こ
と
の
復
活
、
よ
み
が
へ
り

と
云
ふ
事
に
な
る
。

日
本
古
代
の
信
仰
で
は
、
血
統
上
で
は
継
承
す
る
が
、
信
仰
上
で
は
同
じ
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人
。
天
照
大
神
に
関
し
て
は
、
各
帝
皆
、
同
資
格
で
あ
る
。
身
体
の
み
は

仮
で
、
魂
は
同
じ
。
す
め
み
ま
の
み
こ
と
が
神
聖
な
御
孫
様
と
な
つ
て
も
、

御
子
孫
で
は
な
く
し
て
、
天
照
大
神
と
の
関
係
は
、
同
じ
く
御
孫
で
あ
る
。

比
喩
的
に
天
照
大
神
の
御
子
孫
だ
か
ら
、
す
め
み
ま
の
み
こ
と
で
は
わ
か

ら
ん
。

天
子
は
復
活
し
て
、
完
全
な
天
子
と
な
る
。
そ
れ
が
毎
年
行
は
れ
、
神
今

食
・
新
嘗
に
も
、
蓐
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
嘗
宮
中
の
蓐
と
同
じ
も
の
、
そ

の
中
に
入
ら
ね
ば
、
新
威
力
は
生
じ
な
い
と
考
へ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
御

布
団
を
紀
の
神
代
巻
二
ヶ
所
、
真
床
襲
衾
と
云
ふ
―
と
こ
を
覆
ふ
衾
―
に

に
ぎ
の
尊
が
真
床
襲
衾
を
被
つ
て
、
こ
の
国
へ
降
ら
れ
た
。
そ
の
大
嘗
宮

の
蓐
を
考
へ
る
と
わ
か
る
。
皇
太
子
の
物
忌
み
の
生
活
を
見
る
と
わ
か
る
。

物
忌
み
の
期
間
、
外
日
を
さ
へ
ぎ
る
も
の
が
真
床
襲
衾
で
、
こ
れ
を
取
り

は
ら
つ
た
時
に
完
全
な
天
子
と
な
る
。

伝
説
が
紀
に
あ
る
。
こ
れ
を
毎
年
で
云
へ
ば
、
新
嘗
祭
後
、
鎮
魂
祭
行
は

れ
、
宮
廷
で
は
四
方
拝
―
元
来
の
日
本
の
方
が
道
教
の
詞
と
合
体
し
て
、

今
の
風
―
天
子
が
四
方
を
元
旦
早
朝
に
拝
す
―
こ
れ
一
続
き
の
事
。
秋
の

祭
り
の
新
嘗
と
冬
の
祭
り
の
出
て
来
ら
れ
る
事
、
高
御
座
に
な
る
こ
と
一

続
き
。
そ
れ
が
暦
法
の
変
化
に
よ
つ
て
分
れ
て
、
鎮
魂
は
十
一
月
、
十
二

月
に
も
、
四
方
拝
は
元
旦
に
、
三
分
し
た
が
、
実
は
一
続
き
の
行
事
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

も
一
つ
、
附
け
加
へ
た
い
の
は
、
先
に
云
ひ
残
し
た
臣
下
よ
り
魂
を
奉
る

話
で
あ
る
。
日
嗣
の
御
子
が
日
の
御
子
と
な
る
と
同
時
に
、
天
子
と
し
て

の
仰
せ
言
が
下
る
。
す
る
と
、
そ
の
日
の
御
子
に
向
つ
て
、
群
臣
が
一
度

に
魂
を
奉
る
。
こ
れ
を
寿
詞
と
云
ふ
。
こ
の
事
は
明
日
云
ふ
。

寿
詞
と
は
、
正
確
な
意
味
に
は
寿
を
祝
福
す
る
こ
と
ば
の
意
で
あ
る
。
す

め
み
ま
の
み
こ
と
の
身
に
魂
が
入
つ
た
後
に
、
群
臣
が
自
分
た
ち
の
魂
を

つ
け
る
。
自
分
等
の
威
力
の
源
を
奉
る
。
こ
れ
ほ
ど
完
全
な
服
従
の
誓
ひ

は
な
い
。
―
大
和
の
魂
を
天
子
が
持
て
ば
大
和
の
主
と
な
り
、
物
部
の
魂

を
奉
れ
ば
、
天
子
は
物
部
を
治
め
る
力
を
生
じ
る
。
こ
の
詞
が
寿
詞
で
、

こ
れ
を
云
ふ
て
ゐ
る
と
、
天
子
の
身
に
魂
が
完
全
に
つ
く
。

そ
の
魂
の
つ
け
方
は
、
前
述
し
た
宮
廷
の
鎮
魂
祭
の
中
、
猿
女
と
石
上
と

あ
り
と
云
ふ
た
が
、
猿
女
の
は
、
本
来
、
日
本
に
あ
つ
た
。
石
上
の
鎮
魂

は
、
大
和
の
国
を
治
む
べ
き
魂
を
つ
け
る
式
で
あ
る
。
大
昔
、
神
武
天
皇

が
大
和
へ
入
る
時
に
、
長
膸
彦
に
敗
れ
、
再
度
に
大
和
へ
来
ら
れ
る
の
に

先
だ
つ
て
、
長
膸
彦
の
仰
い
で
ゐ
た
、
長
膸
彦
が
そ
の
人
を
立
て
ゝ
ゐ
た

饒
速
日
命
と
云
ふ
方
が
、
神
武
天
皇
と
名
告
り
合
ひ
、
証
拠
品
を
見
せ
て
、

妥
協
せ
ら
れ
て
、
長
膸
負
け
た
。
饒
速
日
は
、
も
と
魂
で
あ
る
。
そ
れ
が

神
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
の
魂
は
、
大
和
の
国
を
治
め
る
も
の
に
つ
か
ね
ば

な
ら
ぬ
魂
で
、
長
膸
彦
を
離
れ
て
、
神
武
に
つ
く
。

こ
の
魂
を
扱
つ
た
家
が
物
部
。
も
の
と
は
、
魂
。
平
安
の
も
の
は
怨
霊
で

あ
る
。
万
葉
集
で
は
鬼
と
書
い
て
、
も
の
と
云
ふ
。
魂
で
あ
る
。
そ
れ
を

扱
ふ
家
が
物
部
で
、
大
和
の
魂
を
つ
け
る
事
を
扱
ふ
家
が
物
部
で
あ
る
。

故
に
大
和
朝
廷
に
天
皇
霊
の
他
に
大
切
な
も
の
は
、
大
和
の
魂
で
あ
る
。

十
一
月
の
猿
女
の
鎮
魂
の
他
に
石
上
の
鎮
魂
が
重
要
視
せ
ら
れ
た
の
は
こ

の
た
め
で
あ
る
。
鎮
魂
祭
の
式
を
見
る
と
、
ご
つ
ち
や
に
な
つ
て
わ
か
ら

ぬ
。
本
来
な
ら
ば
、
猿
女
の
み
で
よ
い
の
に
、
こ
の
時
に
石
上
の
が
ま
じ

る
。
そ
れ
は
大
和
を
治
め
る
力
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
せ
な
け
れ
ば
、
大

和
の
国
を
治
め
る
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
大
和
の
国
を
治
め
る
力
が
出
来
て
来
る
が
、
一
方
猿
女
の
鎮

魂
を
見
る
と
、
生
死
の
区
別
が
見
え
る
。
日
本
の
信
仰
で
は
、
生
死
が
判

ら
な
か
つ
た
。
魂
が
か
へ
ら
ん
と
定
ま
つ
た
と
き
に
あ
き
ら
め
る
。
そ
の

期
間
が
、
ほ
ゞ
一
年
で
あ
る
。
殯
宮
、
も
が
り
の
み
や
、
あ
ら
き
の
み
や

で
あ
る
。
殯
に
当
る
あ
ら
き
の
宮
は
、
身
を
置
い
て
魂
を
つ
け
ん
と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
に
は
、
こ
の
間
に
み
さ
さ
ぎ
を
作
つ
て
ゐ
る
、
と
し

て
ゐ
る
。

こ
の
間
を
、
大
行
天
皇
と
支
那
の
語
を
借
り
て
ゐ
る
。
生
死
が
定
つ
て
居

ら
ぬ
と
同
時
に
、
こ
の
御
日
の
御
子
が
も
に
籠
つ
て
ゐ
る
。
昔
、
生
死
の

区
別
の
つ
か
な
い
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
今
で
は
よ
く
判
る
。
昔
は
身
が

腐
つ
て
も
、
魂
が
入
れ
ば
生
き
か
へ
る
と
思
つ
た
。

猿
女
鎮
魂
の
起
原
を
と
く
天
の
石
屋
戸
の
話
、
天
照
大
神
が
、
岩
戸
へ
入

ら
れ
た
時
に
、
鎮
魂
を
行
ひ
、
宇
受
売
の
命
が
舞
を
し
た
。
岩
戸
を
葬
式

だ
と
す
る
の
は
、
日
本
の
昔
の
生
死
観
を
知
ら
ぬ
人
の
事
で
あ
る
。
生
死

の
不
明
の
時
に
、
盛
ん
に
鎮
魂
法
を
用
ふ
。
遊
離
し
た
魂
が
天
照
大
神
に

入
つ
た
と
云
ふ
事
に
な
る
。

だ
か
ら
魂
を
付
け
直
す
事
が
必
ず
し
も
死
を
意
味
し
な
い
。
ま
し
て
大
嘗

宮
の
蓐
は
、
死
骸
の
あ
つ
た
印
と
は
な
ら
ぬ
。
完
全
に
天
子
に
な
る
資
格

を
得
る
た
め
に
籠
つ
た
。

そ
の
毎
年
繰
り
返
す
の
が
、
神
今
食
・
新
嘗
の
蓐
。
一
度
籠
れ
ば
、
籠
る

ほ
ど
、
復
活
し
て
、
力
強
く
な
る
。
休
息
を
享
け
て
来
た
も
の
は
、
力
強

く
な
る
。
我
々
よ
り
見
て
は
、
死
で
あ
る
が
、
休
息
で
あ
る
。
自
然
界
の

冬
か
ら
春
へ
…
…
等
の
如
く
、
長
い
休
息
の
間
に
立
派
に
な
る
。
天
子
の

上
に
も
、
さ
う
云
ふ
復
活
を
考
へ
た
た
め
に
、
前
代
の
日
の
御
子
が
な
く

な
つ
て
、
も
に
籠
つ
て
、
次
の
日
の
御
子
に
な
る
と
、
更
に
立
派
に
な
る
。

天
子
一
代
で
も
、
毎
年
新
嘗
で
復
活
し
て
、
新
し
く
強
く
に
な
る
信
仰
あ

り
。
蘇
つ
た
力
を
持
つ
て
、
高
御
座
の
祝
詞
を
申
さ
れ
た
。
高
御
座
の
話

は
明
日
す
る
。

春
の
祭
り
を
中
心
と
す
る
。
大
嘗
祭
と
即
位
式
と
四
方
拝
。
も
一
つ
朝
賀

の
式
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
る
。
―
正
月
三
ヶ
日
の
中
に
行
は
る
―
春
の
祭

り
が
、
こ
の
四
つ
を
兼
ね
た
も
の
だ
と
云
ふ
話
を
し
た
い
。

現
存
す
る
一
番
古
い
法
制
の
書
物
、
普
通
、
大
宝
令
と
云
ふ
が
、
養
老
令

で
、
令
の
中
の
詔
書
式
が
載
つ
て
ゐ
る
が
、
五
つ
の
方
式
が
あ
る
。
主
な

の
は
二
つ
。
そ
れ
は
、
海
外
へ
対
す
る
天
子
の
詔
書
、
他
の
三
つ
は
国
内

へ
、
大
・
中
・
小
に
分
る
。

国
内
の
詔
書
の
中
、
大
事
に
用
う
詔
書
の
書
き
方
は
、
初
の
こ
と
ば
に
区

別
が
あ
る
。

明
神
御
大
八
洲
天
皇
詔
旨
、
…
…
咸
聞

と
あ
る
。
あ
き
つ
み
か
み
と
お
ほ
や
し
ま
ぐ
に
し
ろ
し
め
す
す
め
ら
が
お

ほ
み
こ
と
ら
ま
と
の
る
…
…
も
ろ
も
ろ
…
…
き
こ
し
め
せ
（
と
の
る
…
…

古
い
）。
国
内
へ
の
一
大
切
の
詔
書
、
詔
旨
…
…
お
ほ
み
こ
と
ら
ま
…
…

こ
の
式
を
書
物
の
は
じ
め
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
奈
良
時
代
の
は

じ
め
よ
り
行
は
れ
た
。
大
宝
令
で
も
こ
の
書
法
を
用
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

養
老
令
を
見
る
と
、
こ
の
前
に
国
外
の
国
々
へ
与
へ
る
詞
あ
り
。
大
八
洲

の
代
り
に
御
宇
日
本
天
皇
と
す
る
。
か
く
外
へ
対
す
る
時
に
は
日
本
と
云

ひ
、
国
内
へ
は
大
八
洲
と
云
ふ
。
こ
の
詞
を
唱
へ
る
場
合
は
初
春
か
、
即

位
式
に
用
ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
少
な
く
と
も
詔
書
の
上
で
は
両
者
を

同
等
に
扱
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
判
る
。
初
春
の
詔
書
の
全
体
の
意
味
が
即
位
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の
そ
れ
と
同
意
。

大
八
嶋
が
す
べ
て
私
の
も
の
だ
、
と
詞
で
お
決
め
に
な
る
。
と
共
に
、
宮

廷
へ
示
さ
れ
る
詔
書
を
受
け
る
外
人
が
日
本
の
人
と
な
つ
て
了
ふ
の
で
あ

る
。
詞
の
勢
力
が
人
々
に
及
ん
で
、
そ
の
人
々
の
国
が
大
和
の
国
と
な
る
。

だ
か
ら
こ
の
詔
書
は
や
た
ら
に
は
行
は
れ
ず
。
支
那
に
は
云
は
ず
、
朝
鮮

の
任
那
の
国
を
内
屯
倉
と
云
ふ
。
こ
れ
は
、
普
通
で
は
な
く
詔
書
、
又
は

詞
の
大
み
こ
と
の
中
に
内
屯
倉
と
云
ふ
事
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の

天
子
の
詔
書
を
受
け
る
人
は
、
皆
日
本
の
も
の
と
な
る
。
外
つ
屯
倉
で
日

本
に
物
品
を
供
す
る
国
を
内
つ
屯
倉
と
云
ふ
た
事
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

そ
れ
が
、
天
子
の
下
さ
る
詞
の
一
種
の
約
束
で
あ
る
。
詞
に
よ
つ
て
相
手

の
人
格
等
に
土
地
が
自
由
に
な
る
。
大
八
洲
国
云
々
と
云
ふ
と
、
天
子
の

領
分
と
な
る
。
後
に
こ
そ
大
八
洲
と
大
日
本
を
国
内
・
外
に
分
け
て
ゐ
る

が
、
昔
は
一
つ
で
あ
つ
て
、
国
内
に
も
日
本
と
云
ふ
た
。

こ
の
詔
書
の
力
の
及
ぶ
範
囲
が
皆
大
日
本
国
に
な
つ
た
。
詔
書
を
そ
の

ま
ゝ
受
け
る
と
、
そ
の
通
り
に
な
る
。
古
く
は
両
方
云
ふ
た
の
で
あ
ら
う
。

天
子
の
云
ふ
…
…
こ
と
ば
の
及
ぶ
範
囲
内
が
日
本
国
で
あ
る
。

日
本
の
国
に
は
歴
史
あ
り
。
知
れ
る
限
り
で
は
大
和
の
国
の
山
辺
郡
の
大

倭
が
や
ま
と
の
本
地
で
、
そ
れ
が
拡
つ
て
、
中
央
平
原
の
東
の
地
方
、
奈

良
の
三
二
里
の
と
こ
ろ
か
ら
桜
井
の
近
く
、
天
の
香
具
山
の
地
が
、
や
ま

と
の
国
の
第
二
義
の
も
の
。
更
に
拡
つ
て
、
大
和
一
国
。
そ
れ
よ
り
漸
次
、

日
本
全
体
に
及
ん
だ
。
仮
定
す
る
と
、
紀
等
あ
る
時
期
は
日
本
の
宮
廷
が

筑
前
で
栄
へ
ら
れ
た
歴
史
あ
り
。
筑
前
の
山
門
郡
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
大

和
へ
入
つ
て
、
拡
つ
て
来
ら
れ
た
。
ど
う
し
て
、
大
和
と
云
ふ
詞
が
す
べ

て
に
及
ん
だ
か
と
云
ふ
と
、
詔
書
式
の
詞
に
、「
明
神
…
…
」
と
、
あ
る

詞
の
勢
力
の
及
ぶ
範
囲
が
従
順
な
人
の
居
る
範
囲
が
大
和
で
あ
る
。
詔
書

式
の
、「
お
ほ
や
ま
と
…
…
」
を
考
へ
ね
ば
わ
か
ら
ん
。
戦
争
の
み
と
考

へ
て
は
い
け
な
い
。

だ
か
ら
、
ず
つ
と
古
い
時
代
は
不
明
な
れ
ど
、
主
と
し
て
続
紀
―
藤
原
朝

よ
り
奈
良
朝
、
平
安
の
都
の
か
ゝ
り
ま
で
書
い
た
―
こ
の
中
に
は
天
子
の

名
の
前
に
、「
大
倭
根
子
…
…
天
皇
」
と
書
い
て
ゐ
る
。
記
紀
も
続
紀
に

近
い
時
代
の
記
は
、
か
く
書
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
御
代
初
め
に
云
は
れ

た
詞
か
ら
出
て
ゐ
る
。「
大
倭
根
子
…
…
天
皇
」
と
云
ふ
事
は
、「
根
子
」

と
は
、
山
背
根
子
、
難
波
根
子
等
あ
り
。
そ
の
地
方
の
神
事
を
主
催
す
る

人
、
同
時
に
そ
の
地
の
君
主
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
神
事
の
上
が
「
根
子
」

で
、「
大
倭
根
子
」
は
大
倭
の
祭
り
を
統
べ
て
ゐ
る
人
。
こ
れ
は
、
云
は

ず
と
も
よ
い
が
、
続
紀
の
時
代
に
は
、
こ
れ
が
や
か
ま
し
く
扱
は
れ
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
、
奈
良
に
近
づ
く
と
、
昔
は
口
で
天
子
の
云
つ
た
詞
を
文
書

に
よ
る
も
の
が
行
は
れ
て
来
た
。
専
ら
宣
命
と
云
ふ
。
―
日
本
語
で
書
く

―
こ
の
宣
命
が
大
体
、
飛
鳥
の
末
、
天
武
末
よ
り
文
書
の
型
式
を
持
ち
、

定
ま
つ
た
文
句
が
使
は
れ
て
来
た
。
日
本
国
家
に
と
つ
て
、
こ
れ
は
重
大

な
る
こ
と
。
こ
れ
が
即
位
の
は
じ
め
に
行
は
れ
た
。
春
と
即
位
が
分
れ
て

も
、
朝
賀
式
の
天
子
の
詞
、
御
即
位
式
の
詞
も
こ
れ
よ
り
始
ま
る
。
宮
廷

の
式
は
、
皆
、
春
の
と
即
位
の
と
に
似
た
事
が
あ
る
。
二
者
、
違
つ
た
も

の
で
な
い
と
云
ふ
推
定
が
下
る
。
こ
の
昔
か
ら
、
即
位
と
大
嘗
と
同
じ
と

云
ふ
学
者
は
沢
山
あ
る
。
や
か
ま
し
く
云
ひ
出
し
て
か
ら
、
二
者
分
け
た

が
、
前
は
一
つ
。
そ
れ
が
更
に
、
春
に
行
は
れ
た
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
の
目
当
で
、
古
書
を
読
む
と
、
問
題
が
判
る
。

春
の
本
義
は
不
明
。
草
木
が
芽
を
発
す
る
こ
と
を
は
る
と
云
ふ
が
、
と
も
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か
く
、
何
の
こ
と
か
、
不
明
。
こ
れ
も
天
子
の
云
ふ
、
初
春
の
詞
に
関
係

あ
り
と
云
ふ
。
春
の
一
番
古
い
用
例
が
ま
た
不
明
。
開
け
る
意
味
は
あ
る

ら
し
い
。
は
る
く
、
は
る
か
す
、
は
る
、
す
べ
て
開
く
と
い
ふ
意
味
の
詞

ら
し
い
。

こ
の
春
の
祭
り
を
民
間
の
行
事
よ
り
宮
廷
を
考
へ
た
い
。

民
間
の
行
事
で
は
、
今
は
な
い
が
、
俳
句
の
冬
に
さ
か
さ
み
の
、
又
は
岡

見
等
出
て
ゐ
る
。
日
本
全
体
で
は
な
い
が
、
地
方
、
地
方
で
行
は
れ
、
俳

諧
の
題
の
一
つ
と
な
る
。
大
晦
日
の
夜
、
村
の
人
々
が
、
蓑
を
逆
さ
に
着

て
、
小
高
い
所
へ
上
つ
て
四
方
を
見
る
と
、
来
年
一
年
の
村
里
の
様
子
が

見
え
る
と
云
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
俳
句
の
題
と
し
て
、
岡
見
、
逆
蓑
等
と

云
ふ
。
こ
の
風
習
の
起
り
は
、
実
は
里
の
人
が
岡
へ
登
る
の
で
は
な
し
に
、

春
の
前
に
嶺
伝
ひ
に
下
つ
て
来
る
神
あ
り
。
里
へ
来
て
、
村
の
祝
福
を
し

て
帰
つ
た
。

蓑
は
、
日
本
で
は
人
間
で
な
い
し
る
し
で
あ
る
。
五
月
の
田
植
の
風
が
、

百
姓
の
日
常
生
活
の
風
と
な
つ
た
。
す
さ
の
を
の
命
は
、
爪
を
は
が
し
、

髪
を
む
し
り
、
皆
取
ら
れ
た
の
で
、
青
草
を
蓑
と
し
て
下
つ
て
来
た
。
後

に
民
家
で
蓑
を
着
て
来
る
と
、
科
料
に
処
せ
ら
れ
た
。
神
が
来
る
と
、
祓

へ
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

蓑
笠
は
慎
ま
れ
た
。
蓑
笠
は
、
門
口
で
と
る
べ
き
で
あ
る
。
着
て
入
る
こ

と
は
、
神
が
家
へ
入
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

高
い
山
よ
り
岡
へ
来
て
、
来
年
の
様
子
を
云
つ
た
。
除
夜
よ
り
春
の
朝
へ

か
け
て
、
そ
れ
が
漸
次
、
変
つ
て
、
神
と
し
て
上
る
習
慣
の
み
考
へ
て
、

さ
う
云
ふ
風
な
説
明
が
出
て
、
来
年
の
こ
と
が
わ
か
る
と
云
ひ
出
し
た
。

日
本
開
闢
の
歴
史
の
天
孫
降
臨
も
、
山
を
尾
根
伝
ひ
に
下
つ
て
来
た
よ
う

に
、
紀
の
本
文
一
書
類
、
皆
書
い
て
ゐ
る
。
何
も
な
い
空
虚
な
地
を
通
つ

て
平
地
へ
。
つ
ま
り
日
本
へ
下
つ
た
神
は
、
尾
根
伝
ひ
に
下
つ
て
来
た
。

こ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
村
々
に
こ
の
信
仰
あ
り
。

除
夜
の
晩
か
ら
初
春
に
か
け
て
、
行
は
れ
た
。
春
は
、
吾
々
の
原
始
時
代

に
一
度
あ
つ
た
事
を
、
毎
年
繰
り
返
す
。
原
始
時
代
に
帰
る
。
歴
史
は
一

年
き
り
で
あ
つ
た
か
ら
、
一
年
す
れ
ば
元
へ
返
り
、
一
番
国
の
始
め
と
春

と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
大
和
の
国
々
で
、
初
に
云
は
れ
る
詞
は
、

に
ゝ
ぎ
の
尊
が
云
つ
た
詞
と
同
じ
。
に
ゝ
ぎ
が
ま
ど
こ
お
ふ
す
ま
を
か
ぶ

つ
て
、
こ
の
国
へ
下
つ
て
来
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
日
の
御
子
の
資
格
を
得

て
、
こ
の
国
の
君
と
な
ら
れ
た
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
代
々
の
天
子
の
初
春

の
行
事
の
姿
に
な
つ
た
。

元
旦
の
詔
旨
は
、
後
に
は
書
物
と
な
つ
た
が
、
昔
は
天
子
が
口
づ
か
ら
云

ふ
た
詞
。
そ
の
他
、
天
子
の
詞
は
皆
、
口
頭
。
そ
れ
が
書
物
の
形
を
も
つ

て
来
た
。
天
子
の
詞
は
、
即
ち
神
の
詞
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
神
の
詞
の

伝
達
で
あ
る
。
そ
の
詞
は
、
一
口
に
云
へ
ば
祝
詞
で
、
今
、
神
主
と
云
ふ

の
は
変
意
。
本
当
は
天
子
の
詞
。
祝
詞
は
、
上
よ
り
下
へ
命
令
す
る
詞
で

あ
る
。
云
ひ
下
し
た
詞
に
行
動
が
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
法
、
憲
、
制
等
に

あ
た
る
。
祝
詞
は
、
の
り
と
き
、
の
り
た
べ
ご
と
、
の
り
ご
と
の
つ
ま
り

と
云
ふ
が
誤
り
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
正
式
に
云
ふ
時
は
、
天
つ
祝
詞
の
の
り

と
ご
と
等
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
の
り
と
が
も
と
よ
り
の
り
と
と
云
ひ
、
天
つ

祝
詞
の
太
の
り
と
ご
と
は
、
祝
詞
を
讃
美
し
た
の
だ
と
云
ふ
が
悪
い
。
の

り
と
は
、
少
な
く
と
も
、
の
り
を
発
す
る
場
所
で
あ
る
。
神
事
の
座
の
こ

と
を
、と
と
云
ふ
用
例
を
集
め
て
ゐ
る
。
の
り
と
は
の
り
を
云
ふ
処
。
こ
ゝ

で
発
す
る
の
が
の
り
と
ご
と
。
の
り
と
の
重
言
で
は
な
い
。
後
、
祝
詞
で
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あ
ら
は
す
こ
と
に
な
る
。
天
つ
祝
詞
の
太
祝
詞
言
、
神
秘
な
天
の
の
り
場

で
下
さ
れ
た
、
壮
大
な
る
場
所
の
詞
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

の
り
と
と
云
ふ
場
所
が
、
そ
の
土
地
で
は
高
御
座
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何

を
す
る
と
こ
ろ
か
。
そ
の
意
味
は
、
天
上
の
日
の
神
の
居
ら
れ
る
場
所
と
、

同
じ
高
さ
の
場
所
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
地
上
の
考
へ
を
当
て
は
め
ず
と
よ

い
。
祝
詞
を
発
す
れ
ば
、
高
御
座
に
な
る
。
要
す
る
に
高
き
と
を
要
す
。

そ
の
た
め
は
、
天
の
下
を
云
ふ
。
少
な
く
と
も
、
天
の
直
下
と
云
ふ
こ
と
。

天
地
交
通
し
て
ゐ
る
。
天
と
同
じ
価
値
あ
る
天
子
の
居
ら
れ
る
処
。
そ
の

意
が
広
が
つ
て
、
天
子
の
御
所
、
国
を
云
ふ
に
至
る
。
み
か
ど
は
、
御
門

で
あ
る
。
御
門
内
が
御
門
で
、
そ
れ
が
天
子
の
版
図
を
み
か
ど
と
云
ふ
。

わ
が
み
か
ど
等
と
万
葉
に
云
ふ
て
ゐ
る
。
天
子
を
み
か
ど
と
云
ふ
の
は
、

万
葉
に
一
例
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
天
子
の
居
ら
れ
る
場
所
を
広
げ
、
天

の
下
も
広
が
つ
た
。
地
上
で
天
子
の
云
ふ
こ
と
は
、
天
上
と
同
一
と
な
る
。

と
す
れ
ば
、
だ
か
ら
地
上
に
天
の
…
…
の
地
名
多
し
。

後
人
は
、
天
か
ら
降
つ
た
と
云
ふ
。
そ
ん
な
の
は
、
天
地
が
神
聖
な
行
事

で
、
地
上
な
が
ら
天
上
そ
の
も
の
と
な
つ
て
了
ふ
。
こ
こ
に
高
い
と
こ
ろ

を
作
つ
て
、
天
子
が
云
ふ
と
、
天
で
日
の
神
が
云
ふ
と
同
じ
効
果
。
場
所

が
の
り
と
。
そ
こ
の
詞
が
の
り
と
ご
と
。
そ
れ
が
漸
次
、
移
つ
た
。
天
子

は
大
和
の
神
主
で
、
一
年
中
、
神
が
続
い
て
ゐ
る
。
諏
訪
等
は
、
年
中
、

祭
り
を
や
つ
て
ゐ
る
。
昔
は
、
厳
重
で
、
神
主
は
辛
い
。
一
番
、
日
本
中

で
辛
い
の
は
天
子
。
と
て
も
た
ま
ら
ん
。
女
の
巫
女
の
さ
い
後
宮
の
方
、

早
く
や
め
た
が
る
。
そ
こ
で
、
祭
り
か
ら
遠
が
ら
れ
る
。
す
る
と
、
御
言

持
が
下
に
出
る
。
中
臣
で
あ
る
。
ま
た
、
職
が
出
来
て
、
群
臣
中
の
高
い

も
の
と
天
子
、
天
子
と
そ
れ
に
服
従
す
る
地
方
、
村
々
、
国
々
の
神
主
―

豪
族
、
社
の
神
主
―
昔
は
神
主
で
な
け
れ
ば
、
豪
族
で
は
な
い
。

大
化
の
改
新
は
、
諸
国
か
ら
宗
教
上
の
力
を
取
り
上
げ
て
、
豪
族
の
勢
力

を
そ
ぐ
の
が
本
当
の
仕
事
。
国
々
の
豪
族
が
何
故
い
ば
つ
た
か
と
云
ふ
と
、

氏
々
、
村
々
の
神
主
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
神
た
る
天
子
と
豪
族

と
の
間
に
立
つ
も
の
が
中
臣
で
あ
る
。
天
子
と
神
と
の
間
に
立
つ
の
は
、

中
天
皇
で
、
万
葉
に
は
中
皇
命
、
な
か
つ
す
め
ら
み
こ
と
、
神
と
人
間
と

の
間
に
立
つ
人
、
主
と
し
て
皇
女
、
后
。

天
子
と
群
臣
と
の
間
に
中
臣
が
立
つ
て
、
天
子
の
み
こ
と
を
代
理
し
て
伝

達
す
。
中
臣
は
、
と
り
つ
ぎ
の
臣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
臣
が
天
子
の
祝

詞
を
伝
へ
る
と
な
る
と
、
勢
力
を
得
、
中
臣
職
の
家
が
一
軒
に
定
つ
て
来

た
。
中
臣
の
詞
が
、
の
り
と
ご
と
。
そ
れ
が
祝
詞
と
云
ふ
や
う
に
な
つ
た
。

今
伝
つ
て
ゐ
る
祝
詞
は
、
ほ
ぼ
延
喜
の
―
平
安
百
年
に
固
定
―
式
に
載
つ

て
ゐ
る
祝
詞
で
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
延
喜
の
時
代
の
も
の
で
な
く
、
も
少

し
前
に
定
つ
て
ゐ
た
も
の
。
大
体
、
平
安
に
入
る
と
、
固
定
。
以
前
の
は

変
化
し
た
ら
し
い
。
祝
詞
は
、
古
い
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
古
い
種
の

上
に
新
し
い
表
現
法
が
加
は
つ
て
ゐ
る
。
神
代
か
ら
の
祝
詞
は
一
部
も
な

い
。
皆
、
奈
良
中
期
の
間
に
手
が
加
は
つ
て
ゐ
る
。
か
く
せ
ね
ば
、
わ
か

ら
な
か
つ
た
。
口
頭
伝
承
中
に
自
然
に
変
つ
た
の
で
あ
る
。
子
供
な
ら
、

そ
の
ま
ゝ
伝
へ
る
が
、
大
人
は
直
し
て
了
ふ
。
二
様
の
変
化
が
あ
る
。
口

頭
の
変
化
と
時
代
相
応
に
す
る
。

祝
詞
中
の
手
の
つ
け
や
う
の
な
い
と
こ
ろ
が
古
い
部
分
。
祝
詞
は
、
天
子

の
天
か
ら
伝
つ
た
言
と
云
ふ
信
仰
の
も
と
に
、
高
座
で
云
ふ
の
が
第
一
義
。

中
臣
に
移
つ
て
か
ら
祝
詞
が
下
つ
て
来
た
。
正
式
祝
詞
は
、
中
臣
が
仲
介

者
と
し
て
云
ひ
出
す
詞
で
、
中
が
天
子
の
詞
で
あ
る
。
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次
第
に
神
の
資
格
が
上
つ
て
来
る
。
奈
良
の
前
頃
よ
り
地
方
の
神
が
宮
廷

よ
り
待
遇
よ
く
せ
ら
れ
た
。
神
に
位
を
授
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
宮
廷
以
外
の

神
は
、
土
地
の
す
ぴ
り
つ
と
の
成
り
上
が
り
で
、
天
子
の
下
で
あ
る
か
ら
、

天
子
が
位
づ
け
ら
れ
た
。
神
道
家
の
説
は
、
誤
り
。
そ
の
た
め
に
、
祝
詞

が
神
と
対
等
で
云
ふ
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
大
抵
、
こ
の
式
中
に
は
、
天

子
の
方
が
神
よ
り
下
に
ゐ
る
こ
と
あ
り
。
伊
勢
の
大
神
宮
。

こ
れ
は
後
の
寿
詞
に
あ
た
る
申
し
ご
と
で
あ
る
。
ま
つ
る
、
ま
つ
り
の
詞

で
あ
る
。
祝
詞
に
は
、
い
ろ
ん
な
意
あ
り
。
本
当
の
祝
詞
は
、
天
子
が
高

御
座
で
云
ふ
詞
。
高
御
座
が
の
り
の
場
所
故
に
。
こ
ゝ
で
下
さ
る
春
の
詔

が
、
一
番
大
切
。
大
昔
、
天
子
が
新
嘗
後
、
即
位
す
る
。
昔
は
、
即
位
の

式
あ
ら
ず
。
ま
ど
こ
お
ふ
す
ま
よ
り
起
き
て
、
の
り
と
で
の
り
と
ご
と
を

云
ふ
と
、
春
と
な
る
。
大
嘗
と
、
即
位
式
と
、
朝
賀
式
は
一
続
き
。
そ
の

間
の
四
方
拝
と
は
、
天
子
が
高
い
所
よ
り
臣
、
神
に
言
を
下
さ
る
の
を
、

道
教
に
お
し
さ
□
て
、
四
方
を
、
元
旦
未
明
に
四
方
を
拝
す
る
こ
と
ゝ
な

つ
た
。

昔
よ
り
疑
問
と
し
た
。
春
、
大
嘗
、
即
位
は
、
私
は
一
つ
と
思
ふ
。
す
る

と
、
天
子
は
い
つ
高
御
座
に
上
つ
て
も
春
か
、
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
も

に
籠
る
時
期
に
長
短
が
あ
る
。
昔
は
、
も
が
そ
れ
だ
け
で
よ
い
。
即
位
後

に
も
は
な
い
と
は
、
支
那
の
考
へ
。
昔
は
、
も
に
長
短
あ
り
。
そ
れ
は
、

そ
の
頃
よ
り
歴
史
を
考
へ
る
人
が
高
御
座
に
来
る
日
を
定
め
た
。
そ
れ
を

日
置
部
と
云
ふ
。
こ
れ
は
、
既
に
民
族
に
日
置
部
考
、
柳
田
、
中
山
。
こ

の
考
へ
は
、
私
と
違
ふ
。
私
は
、
日
の
運
行
を
教
へ
て
ゐ
る
職
業
団
体
で

あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
私
は
、
正
し
い
と
信
じ
て
ゐ
る
。
日
置
は
、
日
を
数

へ
る
こ
と
で
あ
る
。
不
思
議
に
も
天
子
が
御
自
分
の
専
有
せ
ら
れ
る
民
を

皆
、
日
置
部
と
し
て
地
方
へ
出
し
て
ゐ
る
。
大
舎
人
部
と
も
云
。
后
の
を
、

こ
れ
に
対
し
て
私
部
と
云
ふ
。
后
之
部
、
き
さ
い
つ
べ
で
あ
る
。
き
さ
い
、

き
さ
い
ち
は
、
こ
れ
よ
り
出
て
ゐ
る
。
天
子
の
管
轄
す
る
民
を
ひ
お
き
と

云
ふ
。
こ
れ
が
日
を
数
へ
て
、
春
に
な
つ
た
時
に
お
教
へ
す
る
。
高
御
座

に
上
る
の
を
春
と
す
る
が
、
事
実
は
実
際
の
春
と
一
つ
に
考
へ
て
ゐ
る
。

十
時

大
嘗
祭
、
奏
上
さ
れ
る
寿
詞
を
話
す
。
寿
詞
と
は
、
服
従
を
誓
ふ
た
め
に
、

自
分
の
魂
を
奉
る
時
に
唱
へ
る
詞
。
国
々
に
伝
は
る
物
語
と
、
同
じ
も
の
。

そ
れ
が
、
多
く
は
、
次
第
に
変
化
し
て
宮
廷
と
氏
、
国
々
と
の
関
係
の
は

じ
ま
り
を
説
く
こ
と
に
な
つ
て
来
る
。
宮
廷
に
仕
へ
て
ゐ
る
役
人
は
、
自

分
等
の
家
の
聖
職
の
本
縁
を
説
く
物
語
と
を
奏
上
す
る
。
物
語
と
同
時
に
、

呪
術
的
の
力
を
も
つ
て
来
る
も
の
が
の
り
と
、
普
通
云
ふ
よ
ご
と
に
な
つ

て
来
る
。
宮
廷
に
仕
へ
る
群
臣
は
、
も
と
よ
り
地
方
の
豪
族
、
役
人
は
、

地
方
、
氏
々
を
代
表
し
て
、
寿
詞
を
云
ふ
。
近
世
で
は
、
初
春
の
行
事
、

二
度
に
な
つ
て
は
、
お
盆
に
お
も
か
げ
を
と
め
る
。
お
め
で
た
う
は
、
目

出
た
く
い
ら
せ
ら
れ
い
。
寿
詞
の
一
番
、
大
切
の
部
分
の
残
つ
た
も
の
。

自
ら
宮
廷
に
昔
か
ら
仕
へ
た
家
と
、
地
方
の
国
々
と
、
唱
へ
る
こ
と
が
違

ふ
。（
以
上
、
小
池
ノ
ー
ト
35
）

〔
欄
外
〕
浅
間
小
学
校
講
演

仕
へ
た
家
は
聖
職
の
優
位
が
古
く
、
地
方
の
は
新
し
い
物
語
で
あ
る
。
神

代
の
昔
、
五
伴
の
緒
の
人
々
が
つ
い
て
来
た
が
、
こ
の
神
は
皆
、
一
は
中

臣
と
し
て
伝
達
、
一
は
斎
部
と
云
ふ
て
、
宮
廷
の
清
め
、
一
は
猿
女
、
鎮
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魂
。
一
は
鏡
作
、
神
の
姿
を
う
つ
す
鏡
を
、
一
は
玉
作
。
こ
の
五
種
の
聖

職
を
司
る
家
々
祖
先
を
、
五
伴
の
緒
と
云
ふ
。
そ
の
他
、
こ
の
類
の
も
の

は
、
つ
ま
り
直
接
宮
廷
に
仕
へ
た
理
由
を
説
く
。
地
方
の
蕃
族
は
違
ふ
。

大
嘗
、
即
位
、
元
旦
に
一
々
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
場
合
々
々
に
分
れ
て

ゐ
る
。
主
と
し
て
、
春
と
大
嘗
。
も
と
は
三
者
同
様
で
あ
る
。
皆
が
申
し

た
事
は
考
へ
ら
る
。
後
に
は
簡
単
に
な
る
。

元
旦
の
朝
賀
の
式
と
は
、
天
子
が
祝
詞
を
下
さ
る
式
は
、
陰
に
隠
れ
て
、

奈
良
朝
、
群
臣
が
お
め
で
た
う
を
申
し
出
に
、
飛
鳥
の
末
頃
、
氏
々
の
代

表
者
が
出
て
、
代
表
の
氏
の
中
の
高
位
の
も
の
が
出
て
、
申
し
上
げ
る
。

こ
の
時
に
云
ふ
事
が
、
非
常
に
厳
粛
、
神
聖
な
時
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
新

し
く
服
従
を
す
る
。
同
時
に
宮
廷
に
仕
へ
る
人
々
の
、
す
べ
て
の
誓
ひ
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
嘗
祭
に
は
、
主
と
し
て
中
臣
氏
が
代
表
し
た
。
自

分
の
家
の
職
業
を
説
き
、
天
寿
を
祝
福
と
す
る
と
共
に
、
百
官
の
代
表
を

す
る
。
同
時
に
諸
国
の
寿
詞
が
奉
つ
ら
る
。
風
俗
、
語
部
に
譲
る
。
こ
ゝ

で
は
、
中
臣
の
話
を
す
る
。

中
臣
は
、
後
世
で
は
、
中
臣
の
天
神
寿
詞
を
唱
へ
る
時
は
、
大
嘗
祭
の
第

二
日
目
、
辰
の
日
に
出
る
の
で
あ
る
。
辰
の
日
の
卯
の
時
の
第
四
天（
朝
）

の
時
か
ら
挙
式
す
。
於
て
、
豊
楽
院
の
庭
上
に
、
悠
紀
・
主
基
の
国
の
と

ば
り
を
作
る
。
悠
紀
方
、
主
基
方
の
囲
ひ
。
や
が
て
、
辰
の
二
天
の
時
に
、

天
子
が
臨
御
。
悠
紀
に
入
ら
れ
る
。
皇
太
子
来
る
。
群
臣
坐
席
、
神
祇
官

の
中
臣
、
南
門
よ
り
入
り
、
膝
ま
つ
き
て
、
天
つ
神
の
寿
詞
を
奏
す
。
こ

れ
は
即
位
の
式
に
も
や
つ
た
。
こ
の
点
よ
り
し
て
も
即
位
と
同
じ
。

天
神
の
寿
詞
は
、
実
は
中
臣
の
家
の
寿
詞
で
、
古
い
故
に
天
つ
神
と
し
た
。

今
日
残
つ
て
ゐ
る
中
臣
の
天
神
寿
詞
は
、
偶
然
残
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
平
安
末
の
藤
原
頼
長
の
台
記
中
に
、
書
と
め
ら
れ
な
か
つ
た
中
臣
の

天
神
寿
詞
を
書
き
留
め
た
。
つ
ま
り
、
近
衛
天
皇
即
位
し
た
、
康
治
元
年

の
大
嘗
祭
の
時
に
用
ゐ
ら
れ
た
中
臣
の
天
神
寿
詞
を
書
き
と
め
た
。
そ
の

ま
ゝ
滅
び
る
の
が
助
か
つ
た
。
中
臣
の
天
神
寿
詞
は
、
決
し
て
神
代
か
ら

の
伝
へ
の
ま
ゝ
で
は
な
い
。
わ
か
り
や
す
い
。
そ
の
祝
詞
の
意
味
は
、
天

皇
陛
下
が
、「
現
御
神
と
…
…
、
な
る
ほ
ど
左
様
で
す
。」

あ
な
た
の
前
に
お
返
事
の
し
る
し
と
し
て
、
天
上
よ
り
伝
つ
て
ゐ
る

祝
詞
を
申
し
ま
す
。
昔
、
中
臣
の
祖
天
の
児
屋
根
の
命
が
水
を
探
し

に
、
天
の
忍
雲
根
命
を
天
の
二
上
山
に
登
し
ま
つ
り
て
、
天
の
神
に

申
し
上
げ
た
。
す
め
み
ま
の
み
こ
と
の
水
は
、
天
の
水
に
人
間
の
水

を
加
へ
て
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
天
神
に
聞
い
た
。
忍
雲
根
の
尊

は
、
ど
う
し
た
ら
水
が
得
ら
れ
る
か
と
尋
ね
る
と
、
天
の
玉
ぐ
し
を

下
さ
つ
た
。
こ
の
く
し
を
立
て
ゝ
夕
日
よ
り
朝
日
の
照
る
ま
で
、
天

つ
祝
詞
の
ふ
と
の
り
と
ご
と
を
の
れ
。
占
徴
あ
ら
は
る
。
わ
か
ひ
る

に
ゆ
つ
た
か
む
ら
お
ひ
出
づ
。
そ
の
下
よ
り
天
の
八
井
出
で
ん
。
こ

れ
を
天
つ
水
と
し
て
上
つ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
そ
の
後
。
わ
か
ひ
る

と
は
午
前
十
時
と
、
私
は
若
い
ひ
る
の
如
く
藪
が
出
る
で
あ
ら
う
と

考
ふ
。
悠
紀
、
主
基
の
国
の
米
に
、
こ
れ
を
混
じ
て
、
飯
や
酒
を
天

子
に
献
る
こ
と
に
な
つ
た
。
天
子
、
こ
れ
を
食
ひ
て
、
健
康
で
あ
る
。

自
分
の
家
の
聖
な
る
由
来
を
説
く
。
魂
の
こ
と
は
見
え
ね
ど
、
中
臣
は
水

を
司
る
家
。
水
を
司
る
家
な
る
故
に
、
そ
の
家
か
ら
后
が
出
る
事
と
な
つ

た
。
水
の
魂
を
天
子
に
奉
つ
て
ゐ
た
家
で
あ
る
。
由
来
を
天
神
の
寿
詞
で

説
く
。
そ
れ
が
水
の
魂
を
奉
る
と
云
は
ず
、
天
の
水
を
探
し
た
物
語
と
な

つ
て
ゐ
る
。
一
種
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
申
し
上
げ
て
、
天
子
に
自
ら
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の
家
で
扱
つ
て
ゐ
る
魂
を
差
し
上
げ
る
と
、
天
子
は
中
臣
の
勢
力
を
も
つ
。

中
臣
は
、
代
表
故
に
皆
の
百
官
の
家
々
の
権
力
の
魂
が
、
中
臣
の
詞
に
乗

つ
て
入
つ
て
行
く
。
か
く
し
て
昔
は
、
神
事
と
家
筋
と
は
非
常
に
一
つ
で
、

離
し
て
考
へ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
ゝ
に
一
例
を
と
る
と
、
大
伴
の
家
は
、
宮
廷
の
御
門
を
守
つ
た
家
で
あ

る
。
大
伴
は
、
発
達
後
こ
ん
な
に
成
じ
た
―
と
も
は
、
宮
廷
に
属
し
て
ゐ

る
も
の
。
も
と
大
伴
は
、
御
門
の
番
人
。
証
拠
は
、
記
紀
の
門
の
神
は
お

ほ
と
ま
べ
（
女
）、
大
苫
部
、
お
ゝ
と
の
ぢ
（
男
）
と
云
ふ
。
大
苫
部
と

大
伴
部
と
同
じ
も
の
で
、
門
を
預
か
つ
た
役
人
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

後
世
、
こ
ん
な
役
人
が
増
し
て
、
物
部
が
門
番
す
る
し
、
門
部
も
発
達
し

て
来
る
。
大
嘗
（
平
安
に
、
大
伴
は
伴
と
云
ふ
）
の
悠
紀
、
主
基
の
垣
の

番
を
す
る
人
々
と
し
て
、
伴
の
代
人
が
出
、
門
部
の
代
人
が
出
る
。
同
じ

も
の
。
系
が
違
ふ
。
そ
の
他
、
物
部
も
し
か
り
。
外
来
者
を
防
ぐ
、
魂
を

し
り
ぞ
け
る
役
。
唱
へ
言
に
よ
つ
て
、
こ
れ
が
後
世
に
発
達
し
て
、
家
か

ら
離
れ
た
、
一
の
官
吏
を
生
ず
る
。
近
衛
、
衛
門
、
兵
衛
、
六
衛
府
等
、

大
伴
部
、
門
部
、
物
部
の
次
第
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
々
が
職
を

失
ふ
。
神
事
と
と
も
に
職
あ
る
間
は
、
朝
廷
が
自
由
で
な
い
か
ら
、
威
を

そ
ぐ
た
め
に
新
官
吏
を
作
つ
た
。
大
嘗
祭
の
時
は
、復
活
し
て
、こ
の
人
々

に
行
は
せ
た
。
そ
ん
な
家
々
は
、
す
べ
て
宮
廷
の
官
は
、
沢
山
の
職
業
と

官
に
よ
つ
て
宰
領
す
る
家
々
と
、
多
く
の
部
下
を
も
つ
た
家
々
が
沢
山
あ

る
。
部
下
の
家
々
を
、
伴
部
と
云
ふ
。
部
曲
、
か
き
べ
、
と
も
べ
、
と
も

書
く
。
と
も
の
み
や
つ
こ
と
云
ふ
。
宰
領
が
ゐ
る
。
こ
の
伴
造
（
平
安
に

な
る
と
、
一
種
に
な
つ
て
、
宮
廷
の
除
ひ
、
門
番
す
る
伴
氏
の
子
孫
を
考

へ
、
そ
の
部
下
を
伴
造
と
い
ふ
）、
幾
色
も
あ
り
、
色
ん
な
職
を
宰
領
し

て
ゐ
る
。
主
は
神
主
で
、
伴
造
の
職
で
、
宮
廷
に
仕
へ
る
。
天
子
が
神
主

と
し
て
あ
る
時
期
は
仕
へ
ら
る
。
天
子
の
職
は
、
ず
つ
と
続
い
て
ゐ
る
と

同
様
に
、
と
も
の
み
や
つ
こ
、
中
臣
、
大
伴
、
斎
部
の
氏
の
主
等
は
、
定

つ
た
神
格
で
あ
つ
て
、
人
は
変
つ
て
も
ず
つ
と
伝
へ
て
ゐ
る
と
見
ら
る
。

そ
の
間
に
、
考
へ
の
矛
盾
が
出
る
。
武
内
宿
祢
は
、
古
伝
で
は
長
生
き
の

人
で
、
そ
の
和
歌
は
、
記
・
紀
、
伝
へ
が
違
ふ
が
、
仁
徳
、
応
神
に
寿
詞

を
奉
つ
て
ゐ
る
。
本
宜
歌
と
称
し
て
、
摂
津
姫
島
河
内
の
、
雁
が
子
を
生

ん
だ
、
珍
ら
し
い
、
と
云
ふ
の
で
、
本
宜
歌
を
作
つ
て
奉
つ
た
と
。
す
る

と
、
武
内
宿
祢
（
大
和
の
葛
城
氏
の
分
れ
。
蘇
我
と
同
じ
）
の
家
は
、
一

種
の
ほ
ぎ
ご
と
を
申
す
職
を
有
し
、
そ
の
歌
が
本
宜
歌
と
し
て
記
紀
に
残

る
。
こ
れ
を
唱
へ
る
資
格
が
、
武
内
宿
祢
で
あ
る
。
人
が
代
つ
て
も
、
神

格
は
一
つ
で
あ
る
。
従
つ
て
、
長
生
き
の
歌
を
司
る
人
故
に
長
生
き
だ
と

も
、
長
生
故
に
長
生
き
の
職
を
す
る
と
考
へ
ら
る
。
そ
の
職
は
、
武
内
宿

祢
の
名
で
な
く
て
は
継
げ
な
い
。
人
は
替
る
が
、
神
事
に
あ
づ
か
る
名
は

一
つ
で
、
ど
の
家
で
も
皆
あ
る
職
を
行
つ
て
、
さ
う
し
た
関
係
で
、
家
人

の
主
―
氏
主
、
職
の
主
と
し
て
は
、
伴
造
と
し
て
永
続
す
。
神
聖
な
職
、

後
世
に
な
つ
て
も
大
嘗
祭
に
思
ひ
出
し
て
用
ゐ
た
。
平
安
に
は
忘
れ
ら
れ

て
、
門
部
と
伴
部
の
代
人
が
出
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。�

（
次
号
に
続
く
）


