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意
味
し
て
い
た
。
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
「（
国
が
）
滅
ぶ
、（
邦
を
）
失

う
」
と
い
っ
た
人
の
死
と
関
わ
ら
な
い
用
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な

漢
文
の
用
法
に
当
て
は
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
が
漢
語
の
知
識
を
駆
使
し
て
書

か
れ
た
結
果
で
あ
る
。
た
だ
し
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
喪
は
死
後
の
状
態

を
示
す
語
と
し
て
用
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、『
古
事
記
』
と
同
様
に
殯

と
葬
と
の
双
方
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
字
義
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
喪
は
死
の
発
生
と
と
も
に
始
ま
り
、

生
き
残
っ
た
者
が
死
者
と
向
き
合
う
時
空
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
喪

の
基
層
思
想
に
つ
い
て
は
殯
を
題
材
と
し
て
つ
と
に
追
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
殯
は
鎮
魂
が
主
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
の
霊
を
継

承
す
る
。
そ
の
方
法
に
は
忌
籠
る
こ
と
で
死
か
ら
の
再
生
を
体
現
す
る
大
嘗
祭

と
の
共
通
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）

。

と
こ
ろ
が
九
世
紀
後
半
以
降
、
忌
籠
る
た
め
に
倚
廬
と
称
さ
れ
る
場
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
倚
廬
は
遺
体
の
埋
葬
後
に
渡
御
さ
れ
る
施
設
で
、
い
う

な
れ
ば
遺
体
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
喪
に
籠
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
倚
廬

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
後
半
に
そ
の
萌
芽
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
以
前
の
時
代
に
関
す
る
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。
殯
宮
を
喪
の
空
間
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
通
時
代
的
な
展
開
は
い
ま
だ
不
明
瞭
と
い
え

よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
ま
ず
殯
宮
に
喪
と
し
て
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
か
検
証
す
る
。

つ
ぎ
に
先
行
研
究
に
お
い
て
倚
廬
成
立
の
萌
芽
と
指
摘
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て

は
じ
め
に

喪
は
説
文
解
字
に
よ
れ
ば
、
哭
と
亡
と
を
合
わ
せ
た
会
意
文
字
で
、
亡
失
に

声
を
挙
げ
て
泣
く
こ
と
を
示
す
。
喪
葬
令
の
喪ソ

ウ

は
令
義
解
に
「
喪
は
死
屍
を
称

す
な
り
」
と
あ
り
、
令
釈
に
「
死
を
喪
と
謂
う
」
と
あ
る
た
め
、
喪
＝
死
と
解

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

喪モ

に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
氏（

１
）

が
「
麻マ

ガ

コ

ト

賀
事
」
の
縮
ま
っ
た
言
葉
で
あ
り
、

死
に
関
わ
る
凶
事
全
般
の
こ
と
を
示
す
と
解
釈
す
る
。
折
口
信
夫
氏（

２
）

は
「
裳
」

す
な
わ
ち
「
真
床
覆
衾
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
魂
が
遊
離
す
る
の
を
戻
す

た
め
に
謹
慎
し
て
魂
の
充
足
を
待
つ
空
間
が
原
義
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。

及
川
智
早
氏（

３
）

は
、
記
紀
に
み
え
る
喪
の
用
法
を
比
較
分
析
し
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
整
理
す
る
。『
古
事
記
』
は
喪
の
文
字
を
死
お
よ
び
死
後
の
状
態
を
指
す
意

味
で
用
い
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
の
用
例
と
比
べ
て
限
定
的
な
用
法
と
み
ら

れ
る
。『
古
事
記
』
は
、
喪
と
殯
の
文
字
が
持
つ
意
味
の
領
域
が
重
複
し
て
お

り
（
喪
＝
殯
）、
喪
が
葬
の
意
味
を
も
含
有
し
て
い
る
（
喪
∨
葬
）。
こ
の
こ
と

か
ら
、
や
ま
と
こ
と
ば
で
あ
る
モ
は
、
死
者
を
と
り
ま
く
一
連
の
儀
礼
全
体
を

日
本
古
代
喪
空
間
の
変
遷

　
　
　
―
殯
宮
か
ら
倚
廬
成
立
ま
で
―
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礼
の
中
国
化
が
顕
著
に
な
る
。
七
世
紀
は
従
来
の
殯
が
中
国
の
殯
に
よ
っ
て
再

構
築
さ
れ
る
と
い
う
点
で
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
。

中
国
皇
帝
の
殯
に
つ
い
て
は
『
大
唐
元
陵
儀
注（

７
）

』
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
る

と
死
後
、
遺
体
は
清
め
ら
れ
て
梓
宮
に
納
棺
さ
れ
る
。
そ
し
て
梓
宮
を
龍
輴
に

乗
せ
て
、
周
囲
に
柏
木
を
積
み
上
げ
白
泥
で
塗
り
欑
宮
を
作
る
。
そ
の
状
態
で

殯
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
葬
送
に
な
る
と
欑
宮
か
ら
梓
宮
を
取
り
出
し
て
、

埋
葬
地
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
儀
礼
は
す
べ
て
太
極
殿
に
て
執
り
行

わ
れ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
遺
体
安
置
施
設
と
は
別
に
、
遺
族
が
籠
る
服
喪
施
設
も
み

ら
れ
る
。
そ
れ
は
遺
体
が
欑
宮
に
入
る
と
、
倚
廬
に
居
し
や
が
て
堊
室
、
黝
堊

へ
と
変
除
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
倚
廬
は
壁
も
な
く
蓆
の
う
え
に
土

塊
を
枕
と
し
た
非
常
に
粗
末
な
建
物
で
あ
り
、
堊
室
は
倚
廬
よ
り
も
若
干
整
っ

た
造
り
で
、
壁
は
塗
ら
な
い
も
の
の
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
囲
い
と
し
た
建
物
で
、

黝
堊
は
堊
室
の
床
の
み
を
黒
く
塗
っ
た
建
物
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
中

国
の
場
合
、
遺
体
安
置
施
設
と
服
喪
施
設
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
古
代
の
場
合
、
遺
体
安
置
施
設
で
あ
る
殯
宮
の
中
国
化
は
図

ら
れ
た
が
、
服
喪
施
設
の
存
在
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
殯
宮
内
の
様
子

が
う
か
が
え
る
も
の
に
、
穴
穂
部
皇
子
に
よ
る
敏
達
天
皇
の
殯
宮
へ
の
乱
入
事

件
が
あ
る
。
こ
の
と
き
炊
屋
姫
皇
后
が
殯
宮
内
に
居
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と

し
て
、
殯
宮
を
喪
の
忌
籠
り
の
た
め
の
施
設
と
す
る
見
解（

８
）

や
、
皇
后
は
殯
宮
内

に
籠
り
続
け
て
い
た
の
で
は
な
く
折
々
に
通
っ
て
い
た
と
す
る
見
解（

９
）

な
ど
が
示

喪
の
空
間
と
い
う
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
。
そ
し
て
奈
良
時
代
に
お
け
る
殯
期

間
の
短
縮
化
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
、
そ
れ
が
倚
廬
成
立
期
に
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
っ
た
の
か
を
追
究
す
る
。
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
殯
宮
か
ら
倚
廬
成
立

に
い
た
る
喪
空
間
の
変
遷
を
探
り
、
死
を
め
ぐ
る
古
代
文
化
の
解
明
を
試
み
た

い
。一

　
殯
宮
と
服
喪
施
設

殯
と
は
埋
葬
ま
で
の
間
、
遺
体
を
仮
安
置
・
仮
埋
葬
す
る
こ
と
を
い
う
。
天

皇
崩
御
と
も
な
る
と
そ
の
規
模
は
大
き
く
、
殯
宮
と
呼
ば
れ
る
宮
が
営
ま
れ
、

前
庭
で
は
皇
位
後
継
者
主
導
の
も
と
誄
な
ど
の
諸
儀
礼
が
行
わ
れ
、
内
部
で
は

近
親
女
性
や
遊
部
に
よ
っ
て
秘
儀
が
行
わ
れ
た
。
中
国
的
に
盛
儀
化
す
る
も
の

の
、
奈
良
時
代
に
入
る
と
火
葬
の
影
響
や
仏
式
葬
儀
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
殯

の
期
間
が
短
縮
さ
れ
衰
退
・
消
滅
す
る
と
さ
れ
る（

５
）

。

以
上
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
近
年
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
る（

６
）

。

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
殯
宮
が
喪
の
空
間
と
し
て
位
置

付
け
可
能
か
否
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
殯
は
遺
体
を
仮
安
置
す
る
期
間
で
あ
り
、
殯
宮
は

遺
体
安
置
施
設
と
い
え
る
。
大
型
の
古
墳
が
営
ま
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
長

期
間
に
わ
た
っ
て
遺
体
を
仮
安
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
殯
の
期
間
も

長
い
。
や
が
て
終
末
期
古
墳
の
時
代
に
な
る
と
、
殯
を
は
じ
め
と
し
た
喪
葬
儀
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常
宮
と　

高
く
し
ま
つ
り
て　

神
な
が
ら　

鎮
ま
り
ま
し
ぬ
」
と
み
え
る
。
そ

の
た
め
城
上
宮
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
の
二
首
を
い
か
に
整
合
的
に
理
解
し
、
殯
宮

と
す
る
べ
き
か
、
墓
所
と
す
る
べ
き
か
、
そ
の
場
所
は
ど
こ
な
の
か
、
諸
説
あ

り）
（1
（

い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。

本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
城
上
宮
へ
通
う
明
日
香
皇
女
の
夫
の
姿
で
あ
る
。

遺
体
が
あ
る
城
上
宮
に
通
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
番
歌
に
も
同
じ
よ
う
な
表

現
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
遺
体
が
百
済
原
を
通
っ
て
城
上
宮
へ
移
さ
れ
る
以

前
、「
わ
ご
大
君　

皇
子
の
御
門
を　

神
宮
に　

装
ひ
ま
つ
り
て　

使
は
し
し

御
門
の
人
も　

白
栲
の　

麻
衣
着　

埴
安
の　

御
門
の
原
に　

茜
さ
す　

日

の
こ
と
ご
と　

鹿
じ
も
の　

い
匍
ひ
伏
し
つ
つ　

ぬ
ば
た
ま
の　

夕
に
な
れ
ば

大
殿
を　

ふ
り
放
け
見
つ
つ　

鶉
な
す　

い
匍
ひ
も
と
ほ
り　

侍
へ
ど　

侍
ひ

得
ね
ば
」
と
、
日
常
と
は
異
な
る
装
い
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
人
々
の
姿
で
あ
る
。

日
中
は
宮
で
、
夕
刻
に
な
る
と
宮
を
遠
く
見
な
が
ら
匍
匐
す
る
と
あ
る
た
め
、

遺
体
の
眠
る
宮
へ
通
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
遺
体
安
置
場
所
へ
遺
族
ら
が
通
う
姿
が
挽
歌
の
一
要
素
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
遺
体
に
奉
仕
す
る
こ
と
こ
そ
が
喪
と
み
な
さ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
二
年
（
六
三
四
）
九
月
条
に
は
、
皇
極
天
皇
の
母
・

吉
備
嶋
皇
祖
母
命
の
薨
去
か
ら
埋
葬
ま
で
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
一
一
日
に
薨

じ
た
皇
祖
母
命
は
、
一
九
日
に
檀
弓
岡
へ
葬
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
一
七
日
に

「
土
師
娑
婆
連
猪
手
に
詔
し
て
、
皇
祖
母
命
の
喪
を
視
し
む
。
天
皇
、
皇
祖
母

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
殯
宮
の
内
部
を
め
ぐ
っ
て
は
見
解
が
揺
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

殯
宮
と
喪
に
服
す
人
物
と
の
関
係
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、つ
ぎ
の『
万
葉
集
』

巻
二
の
一
九
六
番
歌
を
み
て
み
た
い
。

明
日
香
皇
女
の
木

の
殯
宮
の
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麿
の
作
れ
る
歌

一
首

…
…
鏡
な
す　

見
れ
ど
飽
か
ず　

望
月
の　

い
や
愛
づ
ら
し
み　

思
ほ

し
し　

君
と
時
　々

幸
し
て　

遊
び
給
ひ
し　

御
食
向
ふ　

城
上
の
宮

を　

常
宮
と　

定
め
給
ひ
て　

あ
ぢ
さ
は
ふ　

目
言
も
絶
え
ぬ　

然
れ

か
も
〔
一
は
云
は
く
、
そ
こ
を
し
も
〕
あ
や
に
悲
し
み　

ぬ
え
鳥
の　

片
恋
嬬
〔
一
は
云
は
く
、
し
つ
つ
〕
朝
鳥
の
〔
一
は
云
は
く
、
朝
霧
の
〕

通
は
す
君
が　

夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て　

夕
星
の　

か
行
き
か
く
行
き

大
船
の　

た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば　

慰
も
る　

情
も
あ
ら
ず
…
…

こ
こ
で
は
明
日
香
皇
女
が
生
前
に
夫
と
遊
び
に
訪
れ
た
城
上
宮
を
、
そ
の
死

後
は
「
常
宮
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
片
想
い
す
る
か
の
よ
う
に
そ
こ
へ

通
う
夫
は
、
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
お
り
、
お
慰
め
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
ほ
ど
で
あ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
城
上
宮
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
城
上
の
殯

宮
の
時
に
詠
ま
れ
た
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
（
一
九
九
番
歌
）
に
も
、「
言
さ
へ

く　

百
済
の
原
ゆ　

神
葬
り　

葬
り
い
ま
せ
て　

麻
裳
よ
し　

城
上
の
宮
を　
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二
　
倚
廬
成
立
過
程
の
再
検
討

日
本
の
倚
廬
成
立
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
仁
明
天
皇
崩
御
時
に
皇
太
子
の
道

康
親
王
が
移
っ
た
「
宜
陽
殿
東
庭
の
休
廬
」
が
嚆
矢
と
さ
れ
て
き
た）

（1
（

が
、
近
年

の
研
究
で
は
「
東
宮
、
倚
廬
に
御
し
素
服
を
着
す
。
群
臣
こ
れ
に
従
う
。
…
…

こ
の
日
、
光
孝
天
皇
を
小
松
山
陵
に
葬
る
。」）

（1
（

に
見
直
さ
れ）

（1
（

、
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
い
ず
れ
も
共
通
し
て
倚
廬
成
立
の
萌
芽
と
位
置
付
け
る
の
が
、
桓
武

天
皇
の
母
・
高
野
新
笠
崩
御
の
翌
日
の
「
天
皇
、
錫
紵
を
服
し
正
殿
を
避
け

西
廂
に
御
す
。
皇
太
子
及
び
群
臣
を
率
い
て
挙
哀
す
。」）

（1
（

と
い
う
記
事
で
あ
る
。

こ
の
と
き
桓
武
は
東
宮
（
長
岡
宮
の
第
二
次
内
裏
） 

に
居
し
て
い
た
。
長
岡
京

跡
の
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
東
宮
は
大
極
殿
の
東
側
に
位
置
し
、
そ
の
区
画
か

ら
正
面
九
間
・
奥
行
三
間
の
掘
立
柱
建
物
が
検
出
し
て
お
り
、
こ
の
建
物
が
正

殿
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
正
殿
を
避
け
て
西
廂
に
出
御
す
る
と
あ
る
が
、
ど
の

建
物
の
西
側
の
廂
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
桓
武
は
西
廂
に
お
い
て
挙
哀
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
場
を

倚
廬
の
萌
芽
と
す
る
評
価
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
の
事
例
を
み

る
に
倚
廬
で
挙
哀
を
行
な
う
こ
と
は
な
い
。

中
国
の
挙
哀
は
遠
方
で
の
死
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
が
、
そ
の
場
へ
駆
け
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
行
な
う
礼
で
あ
る
。
こ
の
中
国
的
な
挙
哀
儀
礼
は

日
本
で
も
実
施
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
孝
徳
天
皇
が
功
臣
・
阿
倍
内
麻
呂
の

薨
去
に
対
し
て
「
天
皇
、
朱
雀
門
に
幸
し
、
挙
哀
し
て
慟
ふ
。
皇
祖
母
尊
・
皇

命
の
臥
病
よ
り
、
発
喪
に
至
る
に
及
ぶ
ま
で
、
床
側
を
避
け
ず
、
視
養
う
こ
と

倦
る
こ
と
な
し
。」と
あ
る
。
発
喪
は
皇
祖
母
命
の
死
を
公
表
す
る
こ
と
で
あ
り
、

本
条
で
皇
極
が
猪
手
に
喪
葬
の
監
督
を
命
じ
て
い
る
た
め
、
こ
の
と
き
に
発
喪

が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
皇
極
は
約
七
日
間

に
わ
た
っ
て
母
の
遺
体
そ
ば
近
く
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
日
本
古

代
に
お
い
て
遺
体
安
置
場
所
で
過
ご
す
こ
と
が
喪
に
服
す
行
為
で
あ
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
殯
宮
に
は
喪
と
し
て
の
性
格
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
殯
宮
に
遺
体
が
安
置
さ
れ
て
い
る
た
め
で
、
必
ず
し
も
殯

宮
と
称
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
喪
に
服
す
た
め
に
殯
宮
が
営
ま
れ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
今
一
度
、
中
国
皇
帝
の
事
例
を
見
直
し
て
み
る
と
、
倚

廬
な
ど
の
服
喪
施
設
の
場
所
は
遺
体
が
安
置
さ
れ
た
太
極
殿
で
あ
る
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。『
大
唐
開
元
礼
』
三
品
以
上
之
喪
の
第
一
三
八
・
廬
次
に

も
倚
廬
の
場
所
は
「
殯
堂
東
廊
下
」
と
あ
り
、
や
は
り
遺
体
の
近
く
が
原
則
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
遺
体
安
置
場
所
＝
服
喪
場
所
と
い
う
観
念
は
日
唐
で
共

通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
服
喪
施
設
と
し
て
独
立
し
た
名
称
こ
そ
み
ら
れ
な
い

が
、
中
国
の
影
響
を
受
け
て
殯
宮
の
整
備
が
進
む
な
か
で
、
遺
体
へ
の
奉
仕
が

喪
の
行
為
と
す
る
観
念
が
顕
在
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ち
の
平
城
）
が
正
殿
か
ら
下
り
て
東
廂
へ
移
っ
て
い
る
。
先
述
の
東
廂
下
と
同

じ
場
所
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
挙
哀
を
行
う
た
め
の
移
動
だ
ろ
う
。

従
来
、こ
の
史
料
は
践
祚
の
初
見
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。即
位
式
に
先
立
っ

て
劍
璽
渡
御
を
行
う
と
い
う
皇
位
継
承
儀
礼
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
『
文
徳
天
皇
実

録
』
の
記
事
と
比
較
し
て
み
て
み
よ
う
。

嘉
祥
三
年
三
月
己
亥
。　

仁
明
皇
帝
崩
二

於
清
涼
殿
一

。
于
時　

皇
太
子

下
殿
、
御
二

冝
陽
殿
東
庭
休
廬
一

。
左
右
大
臣
率
二

諸
卿
及
少
納
言
左
右
近

衛
少
将
等
一

、
献
二

天
子
神
璽
・
宝
劍
・
符
節
・
鈴
印
等
一

。
須
曳
駕
二

輦

車
一

、
移
二

御
東
宮
雅
院
一

。
陣
列
之
儀
、
一
同
二

行
幸
一

。
但
無
二

警
蹕
一

。

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
仁
明
が
清
涼
殿
で
崩
御
し
た
と
き
、道
康
親
王
（
の

ち
の
文
徳
天
皇
）
は
宜
陽
殿
東
庭
の
休
廬
に
出
御
し
た
。
宜
陽
殿
は
紫
宸
殿
の

東
南
に
位
置
す
る
殿
舎
で
あ
る
。
休
廬
は
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
に
「
皇
太

子
直
曹
」
と
あ
り
劍
璽
等
を
奉
じ
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
践

祚
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
殿
親
王
の
東
廂
で
も
践
祚
を

行
な
っ
て
い
る
が
廂
と
曹
司
と
で
は
施
設
の
規
模
が
異
な
る
こ
と
に
加
え
て
、

道
康
親
王
は
輦
車
に
乗
っ
て
行
幸
の
よ
う
な
移
動
方
法
で
東
宮
へ
帰
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
桓
武
崩
御
に
よ
る
践
祚
は
、
挙
哀
儀
か
ら
践
祚
儀
へ
い
た
る
過
渡
期

と
評
価
し
た
い
。

む
し
ろ
倚
廬
の
萌
芽
期
と
み
る
べ
き
は
仁
明
朝
で
あ
ろ
う
。
仁
明
は
伯
父
・

太
子
等
及
び
諸
公
卿
、
悉
く
随
ひ
て
哀
哭
す
。」）

（1
（

と
、
朱
雀
門
へ
出
御
し
て
挙

哀
を
行
な
っ
て
い
る
。
皇
太
子
や
臣
下
が
追
随
す
る
の
も
桓
武
の
事
例
と
類
似

し
て
い
る
。
こ
の
孝
徳
に
よ
る
挙
哀
は
中
国
の
礼
の
継
受
が
際
立
っ
て
み
ら
れ

る
一
過
性
の
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

元
正
朝
で
も
藤
原
不
比
等
の
薨
去
に
対
し
て
「
帝
深
く
悼
み
惜
し
み
て
、
こ

の
た
め
に
廃
朝
す
。
内
寝
に
挙
哀
し
、
特
に
優
勅
あ
り
。
弔
賻
の
礼
は
群
臣
に

異
な
り
。」）

（1
（

と
あ
り
、
元
正
天
皇
の
内
寝
で
挙
哀
が
行
な
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
孝
徳

朝
と
同
じ
く
功
臣
の
薨
去
に
対
し
て
天
皇
主
動
の
も
と
行
わ
れ
た
挙
哀
で
あ
る
。

桓
武
の
場
合
は
功
臣
で
は
な
く
母
親
に
対
す
る
挙
哀
で
あ
る
が
、
中
国
の
礼
節

を
重
ん
じ
た
行
為
と
い
う
点
で
共
通
し
よ
う
。
よ
っ
て
西
廂
へ
の
出
御
は
挙
哀

の
た
め
で
あ
り
、
忌
籠
り
が
目
的
で
は
な
い
と
考
え
る）

1（
（

。

桓
武
朝
以
降
の
例
も
み
て
お
こ
う
。
平
城
天
皇
は
即
位
し
た
の
ち
に
桓
武
を

改
葬
す
る
が
、
そ
の
と
き
「
天
皇
、
前
殿
の
東
廂
下
に
御
す
。
群
臣
、
前
庭
に

お
い
て
挙
哀
す
。」）

11
（

と
前
殿
（
の
ち
の
紫
宸
殿
）
の
東
廂
下
に
出
御
し
て
お
り
、

そ
の
南
庭
で
臣
下
ら
が
挙
哀
し
て
い
る
。
こ
の
東
廂
下
へ
の
出
御
も
挙
哀
の
作

法
の
一
種
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

加
え
て
、
桓
武
が
内
裏
正
殿
で
崩
御
し
た
と
き
「
皇
太
子
、
哀
號
擗
踊
し
迷

い
て
起
た
ず
。
参
議
従
三
位
近
衛
中
将
坂
上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
・
春
宮
大
夫
従

三
位
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
、
固
く
請
け
扶
け
て
下
殿
し
て
東
廂
に
遷
す
。
次
い

で
璽
幷
び
に
劔
樻
を
東
宮
に
奉
る
。
近
衛
将
監
従
五
位
下
紀
朝
臣
縄
麻
呂
・
従

五
位
下
多
朝
臣
入
鹿
、
相
副
い
て
こ
れ
に
従
う
。」）

11
（

と
あ
り
、
安
殿
親
王
（
の
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の
遺
詔
に
み
え
る
薄
葬
思
想
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
殯
宮
の
衰
退
・
消
滅

を
招
い
た
画
期
と
し
て
従
来
説
か
れ
て
き
た
。
た
だ
し
近
年
、
元
明
の
命
じ
た

薄
葬
は
あ
く
ま
で
も
埋
葬
方
法
に
限
定
し
て
お
り
、
殯
期
間
の
短
縮
化
に
は
直

結
し
な
い
と
再
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

遺
体
安
置
場
所
＝
服
喪
場
所
を
前
提
と
す
れ
ば
、
遺
体
を
安
置
す
る
期
間
が

短
く
な
れ
ば
、
必
然
的
に
喪
の
期
間
も
短
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
元
正
天

皇
は
そ
の
翌
年
、「
朕
、
不
天
を
以
て
、
奄
に
凶
酷
に
丁
れ
り
。
蓼
莪
の
巨
き

痛
み
に
嬰
り
て
、
顧
復
の
深
き
慈
み
を
懐
き
ぬ
。
悲
慕
を
心
に
纏
ひ
て
、
賀
正

す
る
に
忍
び
ず
。
宜
し
く
朝
廷
の
礼
儀
皆
な
悉
く
停
む
べ
し
。」）

11
（

と
詔
し
、
母
・

元
明
の
崩
御
を
理
由
に
元
日
朝
賀
を
停
止
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
文
武
朝
に
「
廃
朝
す
。
親
王
已
下
百
官
人
等
、
太
上
天
皇
の
殯
宮

を
拝
す
な
り
。」）

11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
殯
宮
期
間
中
に
も
元
日
朝
賀
は
停
止
さ
れ

る
が
、
元
明
崩
御
の
場
合
は
殯
宮
が
営
ま
れ
ず
埋
葬
も
終
了
し
て
い
る
。
な
ぜ

朝
賀
が
停
止
さ
れ
た
の
か
。

再
び
元
正
が
母
を
失
っ
た
悲
し
み
と
報
恩
と
を
述
べ
る
の
は
、
京
畿
内
の
諸

寺
で
元
明
の
一
周
忌
法
要
を
設
け
る
詔）

11
（

の
な
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
、

元
明
崩
御
を
理
由
に
儀
式
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
元
日
朝
賀

が
停
止
さ
れ
た
の
は
、
一
周
忌
と
い
う
区
切
り
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る）

1（
（

。
周
知
の
よ
う
に
、
天
皇
の
追
善
供
養
を
最
初
に
修
し
た
の
は
持
統
天
皇
で
あ

る）
11
（

。
天
武
天
皇
の
死
後
、
百
日
目
に
五
か
寺
で
無
遮
大
会
を
設
け
た
の
が
史
料

淳
和
太
上
天
皇
の
埋
葬
後
、
除
服
を
臣
下
か
ら
求
め
ら
れ
、「
天
皇
、
素
服
を

除
き
、
堅
絹
御
冠
・
橡
染
御
衣
を
着
し
、
以
て
朝
に
臨
む
な
り
。
御
簾
及
び
屏

風
の
縁
、
並
び
に
墨
染
細
布
を
用
う
」）

11
（

と
、
装
い
を
変
え
る
こ
と
で
喪
の
状
態

を
示
し
た
。
し
つ
ら
え
に
「
墨
染
細
布
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
倚
廬
の
出
入
り

口
に
も
「
墨
細
布
」
が
懸
け
ら
れ
て
お
り）

11
（

、
喪
の
空
間
に
共
通
性
が
見
出
せ
る
。

仁
明
朝
が
制
度
史
的
に
も
文
化
史
的
に
も
大
き
な
転
換
期
に
あ
た
る
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
こ
れ
を
倚
廬
の
萌
芽
と
位
置
付
け
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
倚
廬
成
立
の
萌
芽
と
理
解
さ
れ
て
き
た
事
例
は
、
挙
哀
や

践
祚
の
儀
式
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
倚
廬
が
目
的
と
す
る
忌
籠
り
と
は
直
結

し
難
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
先
述
の
よ
う
に
倚
廬
は
埋
葬
後
に

渡
御
す
る
服
喪
施
設
で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
崩
御
の
直
後
に
出
御
す
る
西
廂
・

東
廂
や
休
廬
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
で
は
埋
葬
後
の
服
喪
は
い
つ
か
ら

出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
遺
体
安
置
場
所
＝
服
喪
場

所
で
あ
っ
た
社
会
観
念
の
変
化
を
探
る
こ
と
に
も
繋
が
ろ
う
。

三
　
埋
葬
後
の
服
喪

埋
葬
と
服
喪
と
の
関
係
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
は
、
奈
良
時

代
に
お
け
る
殯
期
間
の
短
縮
化
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
文
武
天
皇
の
殯
宮
ま
で
は

長
期
間
に
わ
た
っ
て
遺
体
が
安
置
さ
れ
た
が
、
元
明
太
上
天
皇
の
遺
体
は
崩
御

か
ら
わ
ず
か
六
日
後
に
埋
葬
さ
れ
た
。
こ
の
著
し
い
殯
期
間
の
短
縮
は
、
元
明
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あ
り
、
左
注
の
三
月
二
四
日
（
七
七
日
）
に
は
い
ま
だ
舎
人
ら
が
服
喪
の
状
態

に
あ
る
。

天
平
期
は
仏
教
の
隆
盛
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
三
年
（
七

三
一
）
八
月
癸
未
条
に
は
、
聖
武
天
皇
に
よ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
詔
が
み
ら
れ
る
。

詔
曰
、
比
年
、
随
二

遂
行
基
法
師
一

優
婆
塞
・
優
婆
夷
等
、
如
レ

法
脩
行
者
、

男
年
六
十
一
已
上
、
女
は
年
五
十
五
以
上
、
咸
聴
二

入
道
一

。
自
餘
持
レ

鉢

行
レ

路
者
、
仰
二

所
由
司
一

、
厳
加
二

捉
搦
一

。
其
有
レ

遇
二

父
母
夫
喪
一

、
期
年

以
内
脩
行
、
勿
レ

論
。

こ
れ
は
、
行
基
に
付
随
う
私
度
僧
に
つ
い
て
条
件
付
き
で
得
度
を
許
す
も
の

で
あ
る
。
対
象
外
の
托
鉢
者
は
捕
ら
え
る
が
、
父
母
や
夫
の
喪
に
あ
る
者
は
例

外
し
て
い
る
。「
期
年
」
は
一
周
忌
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、『
令
義
解
』
喪
葬
令
・

服
紀
条
の
「
凡
そ
服
紀
は
、
君
・
父
母
お
よ
び
夫
、
本
主
の
た
め
に
一
年
。」

と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
期
間
は
徭
役
が
免
除
さ
れ
る
た
め）

11
（

修
行

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
天
平
期
、
服
喪
中
の
一
年
間
は
托
鉢
を
す
る
者
も

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
聖
武
朝
、
天
皇
崩
御
以
外
の
場
合
で
も
忌
日
が
意
識
さ
れ
て

い
た
。
た
だ
し
そ
れ
を
仏
教
思
想
の
影
響
と
一
概
に
結
論
付
け
る
の
は
躊
躇
わ

れ
る
。
喪
葬
服
紀
条
は
唐
礼
に
倣
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
中
国
の
そ
れ
と
比

べ
て
極
端
に
短
い）

11
（

。
こ
の
日
本
独
自
の
期
間
設
定
に
つ
い
て
は
、
七
七
日
や
一

上
の
初
見
に
あ
た
る
。
ち
な
み
に
持
統
は
国
忌
の
制
度
化
を
図
っ
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
天
武
・
持
統
・
文
武
の
崩
御
に
対
す
る
追
善
供
養
が
埋
葬
以
前
す

な
わ
ち
殯
宮
の
期
間
中
に
設
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
元
明
の
一
周
忌
以
降
は
埋

葬
後
に
も
追
善
供
養
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
は
看
過
で
き
ま
い）

11
（

。
と
い
う
の

も
、
追
善
供
養
（
と
く
に
七
七
日
）
は
喪
服
着
脱
の
区
切
り
と
し
て
後
世
強
く

意
識
さ
れ
、
そ
の
嚆
矢
が
称
徳
・
桓
武
朝
に
み
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
埋
葬
後
の
追
善
供
養
は
遺
体
と
喪
と
の
分

断
を
意
味
し
よ
う
。
元
明
崩
御
は
殯
期
間
の
短
縮
に
よ
っ
て
喪
の
期
間
ま
で
も

が
短
縮
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
喪
の
空
間
か
ら
遺
体
の
存
在
が
切
り
離
さ

れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

天
皇
崩
御
以
外
の
事
例
も
み
て
お
こ
う
。『
万
葉
集
』
巻
三
に
は
天
平
一
六

年
（
七
四
四
）
閏
正
月
一
三
日
に
薨
去
し
た
安
積
皇
子
に
関
す
る
計
六
首
の
歌

（
四
七
五
～
四
八
〇
番
歌
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
大
伴
家
持
で
あ
る
。

長
歌
一
首
・
反
歌
二
首
の
組
が
そ
れ
ぞ
れ
二
月
三
日
と
三
月
二
四
日
と
に
作
っ

た
と
左
注
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者
は
三
七
日
、
後
者
は
七
七
日
の

忌
日
を
意
識
し
て
い
る
。
四
七
五
番
歌
の
「
白
栲
に　

舎
人
装
ひ
て　

和
豆
香

山　

御
輿
立
た
し
て　

ひ
さ
か
た
の　

天
知
ら
し
ぬ
れ
」
と
い
う
表
現
か
ら
左

注
は
二
月
三
日
（
三
七
日
）
の
埋
葬
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
天
地
と　

い
や
遠
長
に　

万
代
に　

か
く
し
も
が
も
と　

憑
め
り
し　

皇
子
の
御
門
の　

五
月
蠅
な
す　

騒
ぐ
舎
人
は　

白
栲
に　

服
取
り
着
て
」（
四
七
八
番
歌
）
と
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…
…
昨
日
諸
卿
定
太
不
当
也
、
依
二

其
定
所
一

被
レ

行
欤
。
陽
成
院
・
花
山

院
例
等
依
レ

不
二

受
禅
一

、
只
有
二

五
箇
日
廃
朝
一

欤
。
花
山
院
崩
給
之
時
、

被
レ

薄
二

其口

礼例
一

之
由
諸
人
所
レ

申
也
、
雖
レ

無
二

□（
譲
国
ｶ
）□
之
儀
一

、
可
レ

申
二

譲
国

者
一

也
、
而
亦
有
二

五
箇
日
廃
朝
一

、
無
二

御
心
喪
之
礼
一

。
至
二

陽
成
院
例
一

、

依
レ

非
二

譲
位
之
事
一

、
只
有
二

廃
朝
一

而
已
、
当
時
之
礼
不
レ

似
二

陽
成
院
一

。

尋
二

禅
位
之
跡
一

、
可
レ

有
二

心
喪
之
限
、
御
本
服
七
日
一

、
此
間
可
レ

有
二

御

心
喪
一

欤
。
諸
卿
僉
議
、
愚
心
不
レ

甘
、
後
代
之
賢
哲
必
有
二

所
定
一

歟
。 

こ
れ
は
七
月
八
日
の
御
心
喪
定
に
対
す
る
藤
原
実
資
の
見
解
で
あ
る
。
実
資

は
物
忌
み
の
た
め
そ
れ
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
心
喪
と
し
て
五
日
間
の
廃
朝

を
行
う
と
い
う
決
定
事
項
が
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
は
は
な
は
だ

不
当
で
あ
る
、
と
実
資
は
考
え
る
。
今
回
、
廃
朝
五
日
に
決
ま
っ
た
の
は
、
譲

位
の
事
実
と
関
係
な
く
、
陽
成
院
と
花
山
院
と
が
廃
朝
五
日
を
行
っ
た
と
い
う

先
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
山
の
崩
御
に
対
し
て
は
礼
が
薄
め
ら

れ
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
花
山
は
今
上
に
位
を
譲
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
廃
朝
五
日
の
み
で
心
喪
の
礼
が
す
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
陽

成
崩
御
の
場
合
は
、
今
上
へ
の
譲
位
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
廃
朝
だ
け
が

行
わ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
た
び
の
一
条
崩
御
に
対
す
る
心
喪
を
決
定
す
る
に
あ

た
り
、
陽
成
に
対
す
る
廃
朝
の
例
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ
こ
で
譲
位
の
先
例

を
探
し
て
み
る
と
、
心
喪
の
範
囲
は
「
御
本
服
七
日
」
が
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の

期
間
に
心
喪
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
実
資
は
辛
辣
に
意
見
を
記
す
。

周
忌
な
ど
の
忌
日
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
た
め
忌
日
へ
の
意
識

の
背
景
に
は
、
仏
教
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
律
令
規
定
の
遵
守
と
い
う
意
味
合

い
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
元
正
朝
を
画
期
と
し
て
喪
と
遺

体
と
の
関
わ
り
が
薄
れ
、
仏
教
思
想
や
律
令
理
念
に
支
え
ら
れ
た
空
間
へ
と
変

化
し
て
い
く
過
程
に
は
、
鎮
護
国
家
・
律
令
国
家
を
目
指
し
た
奈
良
時
代
の
政

治
体
制
の
反
映
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

11
（

。

忌
日
が
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
ろ
う
が）

11
（

、
服
紀
条
も
ま
た
服
喪
期
間
の
指
標
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
九
世
紀
、

清
和
天
皇
が
祖
母
・
藤
原
順
子
に
対
す
る
服
喪
を
臣
下
に
審
議
さ
せ
た
結
果
、

服
紀
条
を
根
拠
に
足
掛
け
五
ヶ
月
の
心
喪
が
決
し
た）

11
（

。
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、

心
喪
の
期
間
を
服
紀
条
に
準
拠
す
る
考
え
方
は
継
承
さ
れ
る
。
醍
醐
天
皇
が

嫡
子
・
保
明
親
王
の
た
め
に）

1（
（

、
一
条
天
皇
が
外
祖
父
・
藤
原
兼
家
の
た
め
に）

11
（

そ

れ
ぞ
れ
三
ヶ
月
の
心
喪
に
服
し
た
の
も
、
や
は
り
服
紀
条
の
期
間
と
合
致
す
る
。

摂
関
制
度
に
お
い
て
天
皇
と
の
血
縁
関
係
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
奈

良
時
代
の
令
文
規
定
が
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
援
用
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
可

視
化
を
意
図
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

服
紀
条
の
援
用
は
太
上
天
皇
崩
御
に
対
す
る
喪
で
も
変
化
が
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
八
日
条
に
は
、

一
条
太
上
天
皇
崩
御
に
対
す
る
従
弟
・
三
条
天
皇
の
服
喪
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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七
世
紀
、
殯
宮
は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
盛
儀
化
し
て
い
く
が
、
中
国
で
い

う
と
こ
ろ
の
倚
廬
の
よ
う
な
単
独
で
の
服
喪
施
設
が
営
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
遺
体
の
傍
近
く
で
過
ご
す
こ
と
が
喪
に
服
す
行
為
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
遺
体
が
安
置
さ
れ
る
殯
宮
は
喪
の
空
間
と
し
て
の
性
質
も
兼
ね
備
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
世
紀
、元
明
崩
御
を
画
期
と
し
て
遺
体
の
安
置
期
間
が
短
縮
化
し
、代
わ
っ

て
埋
葬
後
に
も
追
善
供
養
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
喪
は
遺

体
の
存
在
を
必
要
と
せ
ず
、
仏
教
思
想
や
律
令
理
念
に
基
づ
い
た
時
空
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

九
世
紀
、
中
国
的
な
挙
哀
儀
礼
や
践
祚
儀
の
実
現
な
ど
を
経
て
、
仁
明
朝
に

「
墨
染
細
布
」
を
使
っ
た
喪
の
空
間
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
を
光
孝
崩
御
時
に

成
立
し
た
倚
廬
の
萌
芽
と
考
え
た
。
加
え
て
清
和
朝
以
降
、
喪
の
軽
重
は
血
縁

関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
が
慣
習
と
な
っ
て
い
く
。
か
つ
て
殯
宮
が
営
ま

れ
て
い
た
時
代
に
は
死
者
の
魂
と
の
交
信
の
場
と
し
て
皇
位
継
承
と
直
列
し
た

関
係
に
あ
っ
た
喪
の
空
間
は
、
や
が
て
遺
体
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
置
き
、
死

者
と
の
血
縁
関
係
を
可
視
化
す
る
時
空
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
喪
空
間
の
変
遷
で
あ
る
。
そ
の
変
化
に
は
各

時
代
の
政
治
体
制
に
よ
る
影
響
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
日
本
古
代
喪
葬
に
関

し
て
は
、
考
古
学
を
中
心
と
し
た
葬
法
の
問
題
、
文
学
を
中
心
と
し
た
挽
歌
の

問
題
、
文
献
史
学
を
中
心
と
し
た
殯
や
服
喪
の
問
題
な
ど
が
追
究
さ
れ
て
き
た

こ
こ
で
い
う
「
御
本
服
七
日
」
は
服
紀
条
の
「
衆
孫
・
従
父
兄
弟
姉
妹
・
兄

弟
子
、
七
日
」
と
合
致
す
る
。
そ
れ
は
後
の
時
代
に
「
三
条
院
の
御
宇
、
一
条

御
主
崩
御
に
、
従
父
兄
弟
の
た
め
に
七
日
の
御
服
あ
り
と
雖
も
、
錫
紵
之
儀
な

し
」）

11
（

と
、
服
紀
条
文
を
念
頭
に
先
例
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
服
紀
条
を
援
用
し
た
心
喪
期
間
の
原
則
は
、
太
上
天
皇

で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
た
と
え
譲
位
を
受
け
た
皇
位
継
承
関
係
で
あ
っ
て

も
、
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
期
間
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

飛
鳥
時
代
、
殯
と
皇
位
継
承
と
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
な
か
で
も
殯
宮

で
奏
上
さ
れ
る
日
嗣
の
誄
は
そ
の
関
係
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
中
央
集
権
国
家

と
し
て
の
政
治
体
制
が
喪
の
空
間
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
に
摂
関
期
と
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。
太
上
天
皇
制
な
ど
の
確
立
に

よ
っ
て
皇
位
継
承
の
安
定
化
が
図
ら
れ
、
蔵
人
制
や
昇
殿
制
の
展
開
に
み
る
よ

う
に
天
皇
と
の
私
的
関
係
が
重
視
さ
れ
る
政
治
体
制
下
に
お
い
て
、
皇
位
継
承

関
係
が
血
縁
関
係
を
上
回
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
殯
宮
か
ら
倚
廬
成
立
に
い
た
る
喪
の
空
間
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
。
史
料
の
少
な
い
時
代
ゆ
え
に
推
測
も
混
じ
る
が
、
六
国
史
や
万
葉

歌
、
平
安
時
代
の
古
記
録
な
ど
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
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香
村
「
木
部
」（
折
口
信
夫
『
万
葉
集
事
典
』。
前
掲
註
５
）
③
桜
井
市
（
渡
里

恒
信
「
城
上
宮
に
つ
い
て
―
そ
の
位
置
と
性
格
―
」『
日
本
古
代
の
伝
承
と
歴
史
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
は
一
九
九
八
年
）、
④
大
和
高
田
市
大
谷

「
木
延
」（
西
本
昌
弘
「
殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
」
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推

進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
平
成
二
八
年
度
公
開
学
術
講
演
会
）
が
候
補
と
さ
れ

る
。
ま
た
木

と
城
上
と
は
場
所
が
異
な
る
と
み
る
説
も
あ
る（
石
川
千
恵
子「
高

市
皇
子
殯
宮
考
―
城
上
と
木
上
―
」
門
脇
禎
二
編
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
』
下
、

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）。

（
（（
）
前
掲
註
（
７
）
の
「〔
（1
〕
小
祥
変
」（
稲
田
奈
津
子
氏
執
筆
担
当
）
一
六
〇
頁
。

（
（1
）『
国
史
大
辞
典
』
の
「
倚
廬
」（
中
村
一
郎
氏
執
筆
担
当
）。

（
（1
）『
日
本
紀
略
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
九
月
二
日
条
。

（
（1
）
丸
山
茂
「
倚
廬
、
休
廬
、
廬
―
建
築
形
式
か
ら
み
た
大
嘗
宮
正
殿
の
形
式
に
つ

い
て
の
一
試
論
―
」（『
神
社
建
築
史
論
―
古
代
王
権
と
祭
祀
』
中
央
公
論
美
術

出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
は
一
九
八
六
年
）。
渡
部
眞
弓
「
倚
廬
渡
御
成
立
過

程
の
基
礎
的
研
究
」（『
明
治
聖
徳
記
念
學
會
紀
要
』
復
刻
四
、
一
九
九
一
年
）。

（
（1
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
十
二
月
丙
申
条
。

（
（1
）
橋
本
義
則
『
古
代
宮
都
の
内
裏
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
一
年
。
山
中
章
『
長

岡
京
研
究
序
説
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

（
（1
）『
日
本
書
紀
』
大
化
五
年
（
六
四
九
）
三
月
乙
巳
朔
辛
酉
条
。

（
（1
）
大
津
透
「
天
皇
の
服
と
律
令
・
礼
の
継
受
」（『
古
代
の
天
皇
制
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
。
初
出
は
一
九
九
七
年
）。

（
（1
）『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
八
月
癸
未
条
。

（
11
）
元
正
が
内
裏
正
殿
で
挙
哀
を
行
な
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
桓
武
は
「
正
殿
を

避
け
」
て
挙
哀
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
殿
が
本
来
挙
哀
を
行
な
う
場

で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
続
日

本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
六
月
戊
申
条
に
「
神
祇
官
の
曹
司
に
お
い
て
神

が
、「
喪
」
は
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
研
究
課
題
と
な
り
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
追
究
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
を
め
ぐ
る
古
代
文
化
を
解
明
す
る
こ
と
は
「
万

葉
古
代
学
」
の
深
化
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

註（
（
）
本
居
宣
長
「
古
事
記
傳
」
十
三
巻
・
神
代
十
一
之
巻
（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
1
）
折
口
信
夫
「
上
代
葬
儀
の
精
神
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
〇
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
五
六
年
。
初
出
は
一
九
二
〇
年
）。

（
1
）
及
川
智
早
「
古
事
記
と
日
本
書
紀
に
於
け
る
「
喪
」
に
つ
い
て
―
「
殯
」・「
葬
」

と
の
関
連
で
―
」（『
国
文
学
研
究
』
一
〇
四
、
一
九
九
一
年
）。

（
1
）
菊
池
威
雄
『
柿
本
人
麻
呂
攷
』
新
典
社
、
一
九
八
七
年
な
ど
。
な
お
、
殯
に
関

し
て
は「
殯
の
歴
史
的
展
開
―
七
世
紀
を
中
心
に
―
」（『
万
葉
古
代
学
研
究
年
報
』

第
一
四
号
）
で
私
見
を
ま
と
め
た
。

（
1
）
和
田
萃
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

（
1
）
西
本
昌
弘
「
日
本
古
代
礼
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史

の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

（
1
）
金
子
修
一
主
編
『
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
。

（
1
）
岩
脇
紳
「「
殯
」（
モ
ガ
リ
）」（『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二
巻
・
葬
送
儀
礼
、

名
著
出
版
、
一
九
七
九
年
。
初
出
は
一
九
七
三
年
）。

（
1
）
稲
田
奈
津
子
「
殯
儀
礼
の
再
検
討
」（『
日
本
古
代
の
喪
葬
儀
礼
と
律
令
制
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
（1
）
城
上
の
場
所
に
つ
い
て
は
、①
広
陵
町
（
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』。
平
林
章
仁
「
城

上
殯
宮
城
上
郡
所
在
説
考
」『
日
本
歴
史
』
六
一
八
、
一
九
九
九
年
）、
②
明
日
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る
朝
賀
停
止
の
記
事
以
降
「
従
来
よ
り
埋
葬
を
以
て
終
了
し
て
い
た
喪
葬
儀
礼

は
、
埋
葬
後
に
も
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
」（
三
四
頁
）
と
そ
の
画
期
性

に
触
れ
る
。
し
か
し
一
周
忌
法
要
と
の
関
わ
り
は
論
中
な
く
、
た
だ
服
喪
期
間

は
流
動
的
な
時
代
が
続
い
て
い
っ
た
と
す
る
指
摘
に
留
ま
る
。

（
11
）
岡
田
重
精
『
古
代
の
斎
忌
―
日
本
人
の
基
層
信
仰
―
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八

二
年
）。

（
11
）
一
周
忌
な
ど
の
追
善
供
養
に
先
駆
け
て
追
福
の
た
め
の
『
大
般
若
経
』
書
写
が

み
ら
れ
る
。
著
名
な
「
長
屋
王
願
経
」
は
文
武
天
皇
（
七
〇
七
年
崩
御
）
追
善

の
た
め
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
、
父
・
高
市
皇
子
（
六
九
六
年
薨
去
）
と
母
・

御
名
部
皇
女
の
た
め
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
そ
れ
ぞ
れ
書
写
し
て
い
る
。

（
11
）
稲
田
奈
津
子
「
日
本
古
代
の
服
喪
と
追
善
」（
前
掲
註
９
著
書
所
収
。
初
出
は
二

〇
一
四
年
）。

（
11
）『
令
義
解
』
賦
役
令
・
免
朞
年
徭
役
条
。

（
11
）
藤
川
正
數
『
魏
晋
時
代
に
お
け
る
喪
服
禮
の
研
究
』
啓
文
社
、
一
九
六
〇
年
。

（
11
）前
掲
註（
11
）稲
田
氏
論
文
。
小
林
理
恵「
請
暇
不
参
解
に
み
る
奈
良
時
代
の
服
喪
」

（『
続
日
本
紀
研
究
』
四
一
一
、
二
〇
一
四
年
）。

（
11
）
河
上
麻
由
子
「
聖
武
・
孝
謙
・
称
徳
朝
に
お
け
る
仏
教
の
政
治
的
意
義
」（『
古

代
ア
ジ
ア
世
界
の
外
交
交
渉
と
仏
教
』
山
川
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
が
論
じ
る

仏
教
的
威
力
に
よ
る
血
統
の
権
威
強
化
政
策
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

（
11
）
小
林
理
恵
「
平
安
期
貴
族
層
に
お
け
る
服
喪
慣
習
の
展
開
」（『
寧
楽
史
苑
』
五
九
、

二
〇
一
四
年
）
は
、
平
安
貴
族
が
四
十
九
日
を
服
喪
の
区
切
り
と
す
る
背
景
に

は
穢
れ
の
観
念
が
あ
る
と
論
じ
る
。

（
11
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
） 

十
月
五
日
条
。

（
1（
）『
北
山
抄
』
巻
四
・
拾
遺
雑
抄
下
。

（
11
）『
本
朝
世
紀
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
七
月
十
五
日
条
。

（
11
）『
玉
葉
』
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
九
月
十
四
日
条
。

今
食
の
事
を
行
ふ
。
こ
れ
よ
り
先
、
頻
り
に
国
の
哀
し
み
に
属
ひ
て
諒
闇
未
だ

終
は
ら
ず
。
ゆ
え
に
内
裏
を
避
け
て
外
の
設
に
お
い
て
作
す
。」
と
あ
る
。
神
今

食
は
通
常
、
内
裏
で
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
を
「
避
け
て
」
と
表

記
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
正
殿
を
避
け
」
も
本
来
の
儀
礼
の
場
を
示
す
か
。

（
1（
）
か
つ
て「
日
本
古
代
に
お
け
る
天
皇
服
喪
の
実
態
と
展
開
」（『
日
本
歴
史
』七
七
三
、

二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
、
桓
武
に
よ
る
西
廂
へ
の
出
御
は
喪
葬
令
・
服
錫
紵

条
の
古
記
に
「
錫
紵
を
服
し
、
退
け
ば
す
な
わ
ち
脱
ぐ
の
み
。
…
…
も
し
自
ら

臨
ま
ざ
れ
ば
服
さ
ざ
る
の
み
。」
と
あ
る
理
屈
に
適
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ

こ
か
ら
も
西
廂
が
忌
籠
り
し
続
け
る
よ
う
な
場
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

（
11
）『
類
聚
国
史
』
巻
三
十
五
帝
王
十
五
諒
闇
の
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
十
月
庚
午
条
。

（
11
）
前
掲
註
（
（1
）
渡
部
氏
論
文
は
、
死
穢
忌
避
観
念
に
よ
っ
て
下
殿
す
る
と
い
う

高
取
正
男
説
（『
神
道
の
成
立
』
平
凡
社
選
書
、
一
九
七
九
年
）
を
踏
ま
え
、
本

文
で
触
れ
た
桓
武
・
平
城
朝
の
下
殿
が
倚
廬
成
立
の
基
盤
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
し
倚
廬
は
服
喪
施
設
と
い
う
性
格
上
、
死
穢
回
避
を
目
的
と
し
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
下
殿
し
て
死
穢
を
回
避
す
る
と
い
う
理
念
と
は
結
び
つ
か

な
い
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
こ
こ
は
挙
哀
の
所
作
と
考
え
る
。

（
11
）『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
三
月
辛
巳
条
。

（
11
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
五
月
戊
戌
条
。

（
11
）『
西
宮
記
』
巻
十
二
。

（
11
）
三
上
真
由
子
「
日
本
古
代
の
喪
葬
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
―
奈
良
時
代
に
お
け

る
天
皇
の
殯
期
間
の
短
縮
化
に
つ
い
て
―
」（『
奈
良
史
学
』
二
三
、二
〇
〇
五
年
）。

（
11
）『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
正
月
癸
卯
朔
条
。

（
11
）『
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
正
月
癸
亥
朔
条
。

（
11
）『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
十
一
月
丙
戌
条
。

（
1（
）
渡
部
眞
弓
「
古
代
喪
葬
儀
礼
の
研
究
―
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
皇
喪
葬
儀
礼
の

変
遷
―
」（『
神
道
史
研
究
』
四
〇
‐
二
、
一
九
九
二
年
）
は
、
元
明
崩
御
に
よ




