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る
と
、
そ
の
目
的
は
多
様
で
あ
る
が
、
多
く
の
行
幸
に
お
け
る
基
本
的
な
目
的

は
、
神
祀
り
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、『
日
本
書
紀
』
の
天

皇
行
幸
記
事
に
、
お
お
よ
そ
の
特
徴
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

神
武
天
皇
の
腋
上
嗛
間
丘
に
登
る
祭
祀
は
、
そ
れ
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
『
日
本
書
紀
』
の
天
皇
行
幸
記
事
の
中
で
も
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
の
少
な
い
持
統
天
皇
六
年
の
伊
勢
行
幸
に
関
す
る
記
事
に
は
、
そ
れ
以
前

の
天
皇
行
幸
記
事
と
は
異
質
と
も
い
え
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
か
ら

は
、
持
統
天
皇
の
時
代
に
天
皇
行
幸
の
意
義
に
大
き
な
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た

形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、古
代
日
本
の
天
皇
の
巡
行
が
、ま
さ
に
「
幸
」

と
い
う
漢
字
表
記
に
相
応
し
い
理
念
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
中
国
の
天
子
巡
狩
の
思
想
と
呼
応
す
る
、新
た
な「
行

幸
」
の
理
念
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

持
統
朝
の
伊
勢
行
幸
が
、
天
皇
行
幸
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
こ
の
行
幸
を
通
し
て
、
持
統
天
皇
を
新
た
な
聖
天
子
へ
と
位
置
付

け
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
律
令
制
定
以
前
の
天

皇
行
幸
に
お
い
て
、
持
統
天
皇
の
行
幸
が
特
殊
に
し
て
特
別
で
あ
る
の
は
、
持

統
天
皇
に
天
子
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
起
こ
っ
た
変
革
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、『
尚
書
』
の
「
尭
典
」
に
み
る
よ
う
な
、
舜
帝

の
「
肆
類
于
上
帝
、禋
于
六
宗
、望
于
山
川
、徧
于
群
神（

１
）

」
と
い
う
巡
守
（
巡
狩
）

を
モ
デ
ル
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
、
中
国
古
代
の
天
子
巡
狩
が
す
で
に
庶
幾
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
は
、
神
武
天
皇
の
腋
上
嗛
間

　
　
一
　
は
じ
め
に

古
代
日
本
の
天
皇
に
よ
る
行
幸
は
、上
代
文
献
に
お
い
て
は
主
と
し
て「
幸
」

の
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
皇
の
行
幸
は
、
初
代
神
武
天
皇

に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
専
権
的
な
儀
礼
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

こ
の
天
皇
の
行
幸
が
「
幸
」
と
い
う
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
の
は
、
天
皇

が
行
幸
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
土
地
に
幸
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
考
え

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
天
皇
の
行
幸
は
制
度
と
し
て
成
立
す
る
以

前
に
、
神
や
英
雄
の
巡
行
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
神

や
英
雄
の
巡
行
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
に
は
様
々
な
伝
説
が
残
さ
れ
、
ま
た
地

名
の
起
源
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
や
起
源
譚
を
通
し
て
、
神
や
英
雄
の

巡
行
を
継
承
し
た
天
皇
行
幸
の
成
立
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
古
代
日
本
の
天
皇
行
幸
は
、
ま
た
新
た
な
方
向
を
た
ど
っ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
天
皇
行
幸
の
足
跡
は
、
古
代
文
献
の
『
古
事
記
』、『
日

本
書
紀
』、『
続
日
本
紀
』、『
万
葉
集
』、
及
び
諸
国
の
古
風
土
記
に
多
く
の
記

事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
か
ら
古
代
の
天
皇
行
幸
を
通
観
す

古
代
天
皇
行
幸
の
理
念
的
性
格
の
位
置
付
け

　
　
　
―
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
を
め
ぐ
っ
て
―

 

大
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紀
の
「
乃
ち
菟
田
の
穿
邑
よ
り
、
親
ら
軽
兵
を
率
ゐ
て
、
巡
り
幸
す（

２
）

」
は
、
戦

い
に
出
掛
け
る
こ
と
を
指
し
、
仁
徳
紀
六
十
七
年
十
月
条
の
「
河
内
の
石
津
原

に
幸
し
て
、
陵
地
を
定
め
た
ま
ふ
」
は
、
陵
地
の
選
定
を
す
る
た
め
に
出
掛
け

た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孝
徳
紀
白
雉
四
年
五
月
条
に
は
「
天
皇
、

旻
法
師
の
房
に
幸
し
て
、
其
の
疾
を
問
ひ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
天
皇
が
僧
・
旻

の
見
舞
い
に
自
ら
出
向
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
幸
」
と

い
う
漢
字
は
天
皇
が
出
御
し
た
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
允

恭
天
皇
が
皇
后
の
妹
で
あ
る
衣
通
郎
姫
の
も
と
へ
通
う
こ
と
を
意
味
す
る
際
に

も
、
た
び
た
び
「
幸
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
「
幸
」
と

表
記
さ
れ
る
行
為
は
、和
語
と
し
て
は
「
出
で
ま
す
」
の
意
で
、こ
れ
は
来
る
・

行
く
・
出
る
な
ど
の
移
動
に
関
わ
る
敬
語
表
現
で
あ
る
。
も
し
く
は「
み
行
き
」

の
意
で
、
こ
れ
は
「
行
く
」
の
名
詞
形
に
「
み
」
の
接
頭
語
が
付
さ
れ
た
敬
意

表
現
で
あ
る
。
天
皇
の
移
動
を
あ
ら
わ
す
「
幸
」
の
用
例
の
多
く
は
、
こ
の
よ

う
な
「
出
で
ま
す
」
の
意
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
に
、
こ
れ
ら
の
天
皇
の
移
動
の
み
を
あ
ら
わ
す
「
幸
」
と
は
、
異
な
る

意
義
を
持
つ
用
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
天
皇
の
祭
祀
や
儀
礼
と
大
き
く

関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
大
別
す
る
と
、
⑴
国
見
、
⑵
神
祀
り
、
⑶
遊
猟
に
集
約

で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
重
な
り
合
う
性
格
を
持
つ
こ

と
も
あ
り
、
同
一
記
事
に
複
数
の
要
素
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
。『
日
本
書

紀
』
の
天
皇
行
幸
記
事
の
早
い
例
と
し
て
は
、
神
武
紀
三
十
一
年
四
月
条
の
記

事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
⑴
の
国
見
の
祭
祀
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

丘
で
の
祭
祀
の
形
式
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
古
代
中
国
の
天
子
巡
狩
の
思
想
に

基
づ
い
て
、
新
た
な
聖
天
子
像
の
構
築
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
同
時
に
語
ら
れ
る
大
三
輪
高
市
麻
呂
の
諫
言
の
逸
話
も
、
こ
の
構
造
に

深
く
関
与
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
対
し
て
冠
位
を
棄

て
て
ま
で
諫
言
し
た
忠
臣
高
市
麻
呂
の
行
為
と
、
そ
の
諫
言
が
あ
り
な
が
ら
も

伊
勢
行
幸
を
敢
行
す
る
聖
帝
持
統
と
い
う
図
式
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
伊
勢
行

幸
の
重
要
性
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
行
幸
と
い
う
行
為
の
意
味
を
通
史

的
に
考
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
か
ら
古
代
日
本
の
天
皇
行
幸
の
画
期
と
も

な
っ
た
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
背
後
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
天
皇
行
幸
の
理
念
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
二
　『
日
本
書
紀
』
に
み
る
天
皇
行
幸
の
特
質

『
日
本
書
紀
』
に
は
天
皇
行
幸
の
記
事
が
多
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的

に
「
幸
」
と
い
う
漢
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
幸
」
と
い
う
表
記

を
『
日
本
書
紀
』
の
中
か
ら
概
観
す
る
と
、
幸
福
や
幸
運
の
意
味
を
除
け
ば
、

天
皇
に
専
用
さ
れ
る
性
格
を
持
つ
特
殊
な
漢
字
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
第
一
義
は
、
天
皇
が
あ
る
目
的
の
た
め
に
宮
処
を
離
れ
て
あ
る
場
所
に
出

掛
け
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
天
皇
の
行
幸
の
意
味
が
含
ま
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
、
目
的
は
多
岐
に
わ
た
る
。
た
と
え
ば
、
神
武
即
位
前
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な
っ
た
と
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
景
行
紀
に
は
、「
天
皇
、
遂
に
筑
紫
に

幸
し
て
、
豊
前
国
の
長
峡
県
に
到
り
て
、
行
宮
を
興
て
て
居
し
ま
す
。
故
、
其

の
処
を
号
け
て
京
と
曰
ふ
」（
十
二
年
九
月
条
）
の
よ
う
に
、
天
皇
の
行
為
が
地
名

の
由
来
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
一
方
、
地
名
起
源
を
持
た
な
い
天
皇
の

国
見
に
は
、
応
神
紀
二
十
二
年
三
月
条
の
「
天
皇
、
難
波
に
幸
し
て
、
大
隅
宮

に
居
し
ま
す
。
丁
酉
に
、
高
台
に
登
り
ま
し
て
遠
に
望
す
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

こ
の
「
幸
」
は
天
皇
の
国
見
に
そ
の
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
望
」
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
行
幸
に
よ
っ
て
神
祀
り
を
行
う
⑵
の
例
は
、
崇
神
紀
七
年
二
月
条
に

「
是
に
、
天
皇
、
乃
ち
神
浅
茅
原
に
幸
し
て
、
八
十
万
の
神
を
会
へ
て
、
卜
問

ふ
」
と
あ
り
、
神
浅
茅
原
に
出
向
き
、
卜
占
に
よ
っ
て
神
々
の
意
向
を
問
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
卜
占
の
例
が
基
本
と
な
り
、
天
皇
の
「
幸
」
に
神
を

祀
る
性
格
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
景
行
紀
三
年
二
月
条
は
、
天
皇
の
行

幸
と
祭
祀
が
、
卜
占
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

三
年
の
春
二
月
の
庚
寅
の
朔
に
、
紀
伊
国
に
幸
し
て
、
群
の
神
祇
を
祭
祀

ら
む
と
卜
ふ
る
に
、
吉
か
ら
ず
。
乃
ち
車
駕
止
み
ぬ
。
屋
主
忍
男
武
雄
心

命
（
注
記
略
）
を
遣
し
て
祭
ら
し
む
。

こ
れ
は
、
紀
伊
国
に
出
向
い
て
神
々
を
祀
ろ
う
と
す
る
が
、
卜
占
の
結
果
が

良
く
な
い
た
め
出
向
く
の
を
や
め
、
代
わ
り
に
使
者
を
派
遣
し
て
神
祀
り
を
行

わ
せ
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
ま
た
、
皇
極
紀
元
年
八
月
条
に
は
、
天
皇
の
雨
乞

い
の
記
録
が
あ
る
。

三
十
有
一
年
の
夏
四
月
の
乙
酉
の
朔
に
、
皇
輿
巡
り
幸
す
。
因
り
て
腋
上

の
嗛
間
丘
に
登
り
ま
し
て
、
国
の
状
を
廻
ら
し
望
み
て
曰
は
く
、「
姸
哉
乎
、

国
を
獲
つ
る
こ
と
。（
注
記
略
）
内
木
綿
の
真
迮
き
国
と
雖
も
、
蜻
蛉
の
臀

呫
の
如
く
に
あ
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
由
り
て
、
始
め
て
秋
津
州

の
号
有
り
。

こ
こ
で
は
、
神
武
天
皇
が
巡
幸
し
、
腋
上
の
嗛
間
の
丘
に
登
っ
て
国
の
様
子

を
望
み
見
て
、
こ
の
国
は
「
蜻
蛉
の
臀
呫
の
如
く
に
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
で
、

こ
の
国
が
秋
津
州
と
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
天
皇
に
よ
る
国
見

の
起
源
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
国
見
に
よ
っ
て
地
名
の
起
源
を
語
り
伝

え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国
見
は
「
望
」
と
い
う
行
為
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
「
望
」
と
は
、
山
川
望
祭
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
天
皇
の

巡
幸
が
国
見
（
望
）
の
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
国
見
に
よ
っ

て
地
名
の
起
源
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

事
例
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
倭
武
天
皇
や
景
行
天
皇
の
巡
行
記
事
に
み
ら
れ
、

次
の
景
行
紀
十
七
年
三
月
条
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
年
の
春
三
月
の
戊
戌
の
朔
己
酉
に
、
子
湯
県
に
幸
し
て
、
丹
裳
小
野

に
遊
び
た
ま
ふ
。
時
に
東
を
望
し
て
、
左
右
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
是
の

国
は
直
く
日
の
出
づ
る
方
に
向
け
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
故
、
其
の
国
を
号

け
て
日
向
と
曰
ふ
。

景
行
天
皇
は
東
を
望
み
見
て
、
左
右
の
臣
下
に
、
こ
の
国
は
日
の
昇
る
方
に

向
い
て
い
る
と
言
い
、
こ
の
天
皇
の
発
言
が
「
日
向
」
と
い
う
国
名
の
起
源
と
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蜻
蛉
、
忽
然
に
飛
び
来
て
、
虻
を
囓
ひ
て
将
て
去
ぬ
。
天
皇
、
厥
の
心

有
る
こ
と
を
嘉
し
た
ま
ひ
、（
中
略
）
因
り
て
蜻
蛉
を
讃
め
て
、
此
の
地
を

名
け
て
蜻
蛉
野
と
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
年
八
月
条
）

雄
略
紀
二
年
十
月
条
の
猟
で
は
、
臣
下
に
猟
の
楽
し
み
を
問
う
た
が
誰
も
答

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
皇
は
怒
っ
て
御
者
を
斬
り
殺
し
、
そ
の
日
に
吉
野
か

ら
宮
処
へ
と
戻
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
国
内
の
民
は
み
な
恐
れ
を
な
し
た
た
め
、

皇
太
后
と
皇
后
が
取
り
計
ら
い
、
膳
臣
長
野
が
宍
肉
を
膾
料
理
に
作
っ
て
進
上

た
こ
と
で
天
皇
は
喜
び
、「
善
き
か
な
。
鄙
し
き
人
の
云
ふ
所
の
、『
貴
、
心
を

相
知
る
』
と
い
ふ
は
、
此
を
謂
ふ
か
」
と
い
う
善
言
を
述
べ
、
宍
人
部
を
置
い

た
と
い
う
。
猟
に
お
け
る
臣
下
へ
の
天
皇
の
問
い
は
、
宍
人
部
を
設
置
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
で
、
皇
太
后
が
天
皇
の
心
を
察
し
た
こ
と
で
、
そ

の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
の
善
言
は
、
猟

を
通
し
て
善
い
結
果
を
得
た
こ
と
を
寿
ぐ
も
の
で
あ
り
、
狩
猟
の
み
で
は
な
い

〈
猟
〉
の
持
つ
儀
礼
的
な
意
義
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
四
年
八
月
条

の
猟
で
は
、
天
皇
の
腕
を
噛
ん
だ
虻
を
蜻
蛉
が
喰
っ
た
こ
と
か
ら
、
蜻
蛉
を
誉

め
讃
え
、
そ
の
地
を
蜻
蛉
野
と
名
付
け
た
と
い
う
地
名
起
源
を
伴
っ
て
い
る
。

雄
略
天
皇
の
猟
は
、
他
に
も
葛
城
山
で
の
神
と
の
遭
遇
や
、
嗔
猪
に
よ
っ
て
木

の
上
に
逃
げ
た
逸
話
な
ど
が
あ
り
、
猟
を
通
し
て
あ
る
祝
福
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
猟
が
あ
る
儀
礼
的
性
格
の
中
に
存
在

し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
の
天
皇
行
幸
の
記
事
を
概
観
す
る
と
、「
出
で
ま
す
」

八
月
の
甲
申
の
朔
に
、
天
皇
、
南
淵
の
河
上
に
幸
し
て
、
跪
き
て
四
方
を

拝
む
。
天
を
仰
ぎ
て
祈
ひ
た
ま
ふ
。
即
ち
雷
な
り
て
大
雨
ふ
る
。
遂
に
雨

ふ
る
こ
と
五
日
。
溥
く
天
下
を
潤
す
。　

こ
の
記
事
は
、
皇
極
天
皇
の
河
辺
で
の
神
祀
り
に
よ
っ
て
つ
い
に
雨
が
降
り
、

天
下
が
潤
っ
た
と
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
祭
祀
者
と
し
て
の
役
割
を
端

的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
⑶
の
遊
猟
に
か
か
わ
る
「
幸
」
の
記
事
は
、
仁
徳
紀
の
四
十
三
年
九
月

条
に
、「
是
の
日
に
、
百
舌
鳥
野
に
幸
し
て
遊
猟
し
た
ま
ふ
。
時
に
雌
雉
、
多

に
起
つ
。
乃
ち
鷹
を
放
ち
て
捕
ら
し
む
。
忽
に
数
十
の
雉
を
獲
つ
」
と
あ
り
、

百
舌
鳥
野
に
「
幸
」
し
て
遊
猟
し
、
雉
を
狩
っ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
雄
略
紀
に
は
猟
の
記
事
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

・
冬
十
月
の
辛
未
の
朔
癸
酉
に
、
吉
野
宮
に
幸
す
。
丙
子
に
、
御
馬
瀬
に
幸

す
。
虞
人
に
命
せ
て
縦
に
猟
す
。（
中
略
）
群
臣
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
猟

場
の
楽
は
、
膳
夫
を
し
て
鮮
を
割
ら
し
む
。
自
ら
割
ら
む
に
何
与
に
」

と
の
た
ま
ふ
。
群
臣
、
忽
に
対
へ
ま
う
す
こ
と
能
は
ず
。
是
に
、
天
皇
、

大
き
に
怒
り
た
ま
ひ
て
、
刀
を
抜
き
て
御
者
大
津
馬
飼
を
斬
り
た
ま
ふ
。

是
の
日
に
、
車
駕
、
吉
野
宮
よ
り
至
り
た
ま
ふ
。
国
内
に
居
る
民
、
咸

に
皆
振
ひ
怖
づ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
年
十
月
条
）

・
秋
八
月
の
辛
卯
の
朔
戊
申
に
、
吉
野
宮
に
行
幸
す
。
庚
戌
に
、
河
上
の
小

野
に
幸
す
。
虞
人
に
命
し
て
獣
駈
ら
し
め
た
ま
ふ
。 

躬
ら
射
む
と
し
た

ま
ひ
て
待
ひ
た
ま
ふ
。
虻
、
疾
く
飛
び
来
て
、
天
皇
の
臂
を

ふ
。
是
に
、
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な
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
「
幸
」
の
字
に
天
皇
の
行
動
規
範
が
示
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
皇
の
主
権
的
な
祭
祀
・
儀
礼
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。『
日

本
書
紀
』
の
天
皇
行
幸
記
事
は
、「
幸
」
と
い
う
漢
字
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を

付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
以
下
に
み
る
よ
う
な
、
持
統
六
年
の
伊
勢

行
幸
の
理
念
を
導
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
三
　
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
と
大
三
輪
高
市
麻
呂
の
諫
言

神
武
天
皇
以
後
、
持
統
天
皇
に
至
る
ま
で
の
天
皇
行
幸
の
基
本
的
な
意
義
は
、

天
皇
が
執
り
行
う
べ
き
神
祀
り
に
あ
っ
た
。
上
古
の
天
皇
の
国
見
や
遊
猟
も
、

神
祀
り
を
基
本
と
し
た
儀
礼
の
中
に
展
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
天
皇
陵
へ

出
向
く
こ
と
や
佳
き
女
性
を
求
め
る
天
皇
の
「
幸
」
も
、
祖
先
祭
祀
や
求
婚
儀

礼
の
意
味
を
含
み
持
ち
な
が
ら
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
殊

の
ほ
か
特
異
な
記
述
を
持
つ
の
が
、
持
統
天
皇
六
年
の
伊
勢
行
幸
の
記
事
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
六
年
二
月
に
発
せ
ら
れ
た
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
の
詔
に
対

し
て
、
大
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
が
諫
言
す
る
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
行
幸
を
臣
下
が
諫
止
す
る
と
い
う
事
件
は
、
古
代
日
本
の
天
皇
行
幸
史
に

お
い
て
は
注
視
す
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
月
の
丁
酉
の
朔
丁
未
に
、
諸
官
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
当
に
三
月
三
日

を
以
て
、伊
勢
に
幸
さ
む
。
此
の
意
を
知
り
て
、諸
の
衣
物
を
備
ふ
べ
し
」

と
の
た
ま
ふ
。
陰
陽
博
士
沙
門
法
蔵
・
道
基
に
銀
二
十
両
賜
ふ
。
乙
卯
に
、

こ
と
の
み
を
意
味
す
る
例
を
除
け
ば
、
天
皇
の
「
幸
」
と
い
う
行
為
は
、
国
見
、

神
祀
り
、
遊
猟
が
主
と
な
る
形
式
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
祭
祀
・
儀
礼
的
性
格
が

強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
幸
」
と
い
う
漢
字
表

記
が
何
ら
か
の
基
準
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ら
わ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
の
天
皇
行
幸
記
事
は
、
お
よ
そ
雄
略
紀
を
境
に
、
儀
礼
的
要

素
を
持
つ
記
述
は
減
少
し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
。
天
皇
行
幸
の
回
数
も
、
孝
徳

朝
か
ら
徐
々
に
増
え
、
天
武
・
持
統
朝
に
至
っ
て
急
激
に
増
加
す
る
。
特
に
持

統
天
皇
の
行
幸
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
中
最
多
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
吉
野
行

幸
で
あ
る
。
天
皇
代
が
下
る
に
つ
れ
、
上
古
の
天
皇
の
よ
う
な
儀
礼
的
記
述
は

少
な
く
な
る
が
、
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
を
経
た
後
に
、
神
祀
り
が
行
わ
れ
た

と
い
う
記
録
が
三
例
ほ
ど
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
持
統
六
年
七
月
の
吉
野
行
幸
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
使
者
に
広
瀬
の
神
と
龍
田
の
神
を
祀
ら
せ
て
い
る
。
二
つ
に

は
持
統
七
年
七
月
の
吉
野
行
幸
で
あ
り
、
広
瀬
大
忌
神
と
龍
田
風
神
を
祀
ら
せ

て
い
る
。
三
つ
に
は
持
統
十
一
年
四
月
の
吉
野
行
幸
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
広
瀬

と
龍
田
の
神
を
祀
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
神
祀
り
は
、
天
武
紀
四
年
四
月

条
の
「
風
神
を
龍
田
の
立
野
に
祠
ら
し
む
」、「
大
忌
神
を
広
瀬
の
河
曲
に
祭
ら

し
む
」
に
由
来
し
て
お
り
、
行
幸
後
に
こ
れ
ら
の
神
祀
り
を
行
っ
た
例
と
し
て

は
、
天
武
紀
十
三
年
七
月
条
の
広
瀬
行
幸
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
武
天
皇
以
降
の
天
皇
行
幸
の
要
素
で
あ
る
国
見
・
神
祀
り
・

遊
猟
の
う
ち
、
天
武
・
持
統
朝
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
の
は
、
⑵
の
神
祀
り
で

あ
り
、
天
皇
行
幸
が
持
つ
基
本
的
な
意
義
が
神
祀
り
に
あ
る
と
考
え
る
傍
証
と
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作
の
前
に
車
駕
い
ま
だ
以
ち
て
動
く
べ
か
ら
ず
』
と
い
ふ
。
辛
未
、
天
皇

諫
に
従
は
ず
、
遂
に
伊
勢
に
幸
す
。
五
月
乙
丑
の
朔
の
庚
午
、
阿
胡
の
行

宮
に
御
す
」
と
い
へ
り（

３
）

。

さ
ら
に
、
こ
の
高
市
麻
呂
の
諫
言
が
空
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
嘆
く
の
は
、

『
懐
風
藻
』
の
詩
人
の
藤
原
万
里
（
麻
呂
）
で
あ
る
。
万
里
は
、
高
市
麻
呂
の

事
件
に
寄
せ
て
、「
過
神
納
言
墟
」（
詩
番
九
五
）
と
い
う
詩
を
、「
一
旦
辞
栄
去
。

千
年
奉
諌
餘
。
松
竹
含
春
彩
。
容
暉
寂
旧
墟
。〔
一
旦
栄
を
辞
し
て
去
り
、
千
年
諌
を

奉
る
餘
。
松
竹
春
彩
を
含
み
、
容
暉
旧
墟
に
寂
し
〕（
下
略

（
４
））」

と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
詩

に
お
い
て
万
里
は
、
高
市
麻
呂
が
天
皇
に
諫
言
し
た
こ
と
で
中
納
言
と
い
う
栄

名
を
去
り
、
賑
や
か
で
あ
っ
た
邸
宅
も
旧
墟
と
な
り
、
訪
ね
る
者
も
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
諫
言
に
よ
っ
て
朝
廷
を
去
っ
た
高

市
麻
呂
へ
寄
せ
ら
れ
る
、
周
囲
の
人
々
の
同
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
高
市
麻
呂
の
諫
言
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
特
殊
な
こ
と
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、「
忠
臣
」
と
い
う
新
し
い
官
僚
像
が
登
場
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
大
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
と
い
う
人
物
は
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
大
き

な
功
績
を
挙
げ
た
人
物
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
七
月
条
に
は
「
三

輪
君
高
市
麻
呂
・
置
始
連
菟
、
上
道
に
当
り
て
、
箸
陵
の
も
と
に
戦
ふ
。
大
き

に
近
江
の
軍
を
破
り
て
、
勝
に
乗
り
て
、
兼
て
鯨
が
軍
の
後
を
断
つ
」
と
あ
り
、

敵
軍
を
破
り
天
武
軍
の
勝
利
を
導
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
市
麻
呂
は

こ
の
武
功
に
よ
っ
て
、
天
武
・
持
統
朝
に
は
政
治
の
中
心
に
名
を
連
ね
、
伊
勢

刑
部
省
に
詔
し
て
、
軽
繋
を
赦
し
た
ま
ふ
。
是
の
日
に
、
中
納
言
直
大
貳

三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、
表
を
上
り
て
敢
直
言
し
て
、
天
皇
の
、
伊
勢
に
幸

さ
む
と
し
て
、
農
時
を
妨
げ
た
ま
ふ
こ
と
を
諫
め
争
め
ま
つ
る
。

三
月
の
丙
寅
の
朔
戊
辰
に
、
浄
広
肆
広
瀬
王
・
直
広
参
当
摩
真
人
智
徳
・

直
広
肆
紀
朝
臣
弓
張
等
を
以
て
、
留
守
官
と
す
。
是
に
、
中
納
言
大
三
輪

朝
臣
高
市
麻
呂
、
其
の
冠
位
を
脱
き
て
、
朝
に
擎
上
げ
て
、
重
ね
て
諫
め

て
曰
さ
く
、「
農
作
の
節
、
車
駕
、
未
だ
以
て
動
き
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
」

と
ま
う
す
。
辛
未
に
、
天
皇
、
諫
に
従
ひ
た
ま
は
ず
、
遂
に
伊
勢
に
幸
す
。

こ
の
高
市
麻
呂
の
諫
言
の
記
録
は
、
伊
勢
行
幸
記
事
の
全
体
の
半
分
を
占
め

て
お
り
、
特
殊
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
二
月
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
天
皇
の
伊
勢
行
幸
の
計
画
に
対
し
て
、
大
三
輪
高
市
麻
呂
は
農
事
の

妨
げ
に
な
る
た
め
行
幸
を
止
め
る
よ
う
に
と
い
う
上
表
文
を
も
っ
て
、
天
皇
に

諫
言
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
行
幸
の
計
画
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
次
い

で
三
月
に
は
冠
位
を
棄
て
て
、
改
め
て
天
皇
へ
諫
言
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
天
皇
は
高
市
麻
呂
の
諫
言
を
聞
き
入
れ
ず
、
伊
勢
行
幸
を
敢
行
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
歴
史
的
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
、『
万
葉
集
』
の
石
上
大
臣
（
麻
呂
）
の
伊
勢
行
幸
従
駕
歌
（
巻
一
・
四
四
番
歌
）

の
左
注
に
は
、
次
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

右
は
、
日
本
紀
に
曰
は
く
「
朱
鳥
六
年
壬
辰
の
春
三
月
丙
寅
の
朔
の
戊
辰
、

浄
広
肆
広
瀬
王
等
を
以
ち
て
留
守
の
官
と
な
す
。
こ
こ
に
中
納
言
三
輪
朝

臣
高
市
麿
そ
の
冠
位
を
脱
き
て
朝
に
擎
上
げ
、重
ね
て
諫
め
て
曰
は
く『
農
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や
『
日
本
霊
異
記
』
に
み
る
文
学
的
営
為
が
残
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る（

７
）

。
高

市
麻
呂
が
中
納
言
と
し
て
登
場
し
た
持
統
六
年
の
朝
廷
は
、『
公
卿
補
任
』
に

よ
れ
ば
太
政
大
臣
に
高
市
皇
子
、
右
大
臣
に
多
治
比
嶋
で
あ
る
。
持
統
十
年
に

高
市
皇
子
が
没
し
て
も
太
政
大
臣
は
置
か
れ
ず
、
文
武
四
年
ま
で
多
治
比
嶋
と

高
市
麻
呂
が
朝
廷
の
枢
要
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
高
市
麻
呂
は
こ
の

後
に
長
門
守
や
左
京
大
夫
を
経
て
、
慶
雲
三
年
に
五
十
歳
で
没
し
て
い
る
。
そ

の
晩
年
に
は
『
懐
風
藻
』
に
「
従
駕
応
詔
」
の
詩
を
残
し
、
老
年
に
至
っ
て
天

皇
従
駕
の
列
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、「
臥
病
已
白

。
意
謂
入
黄

塵
。
不
期
遂
恩
詔
。
従
駕
上
林
春
。
松
巌
鳴
泉
落
。
竹
浦
笑
花
新
。
臣
是
先
進

輩
。
濫
陪
後
者
賓
。〔
病
に
臥
し
て
已
に
白
鬢
、
意
に
謂
う
こ
と
は
黄
塵
に
入
ら
ん
と
。
期
せ

ず
し
て
恩
詔
を
遂
げ
、
駕
に
従
う
上
林
の
春
。
松
巌
鳴
泉
落
ち
、
竹
浦
笑
花
新
た
し
。
臣
は
是
れ

先
進
の
輩
、
濫
に
陪
す
後
車
の
賓
〕」（
番
詩
十
八
）
と
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
中
納
言
職
は
、「
納
言
」
を
本
来
と
す
る
も
の
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』

天
武
九
年
七
月
条
に
は
「
納
言
兼
宮
内
卿
五
位
舎
人
王
」
と
あ
り
、
兼
右
本
に

お
い
て
当
該
天
武
紀
の
「
納
言
」
は
「
モ
ノ
マ
ウ
ス
ツ
カ
サ
」
と
訓
ま
れ
て
い

る
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
日
本
書
紀 

兼
右
本 

三
』
影
印
よ
り
）。
納
言
は
す
で
に
『
尚

書
』「
尭
典
」
に
「
命
汝
作
納
言
。
夙
夜
出
納
朕
命
、惟
允
」
と
み
え
、『
史
記
』

「
五
帝
本
紀
」
の
注
に
「
孔
安
国
云
『
納
言
、
喉
舌
之
官
也
。
聴
下
言
納
於
上
、

受
上
言
宣
於
下
、
必
信
也
』」（
史
記
正
義（

８
））

と
あ
る
。
納
言
は
「
喉
舌
之
官
」
で
、

こ
れ
は
下
の
言
を
上
に
伝
え
、
上
の
言
を
下
に
伝
え
る
官
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
よ
う
。
こ
れ
が
納
言
職
の
職
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
高
市
麻
呂

行
幸
の
記
事
に
お
い
て
は
「
中
納
言
」
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
中
納
言
」
と
い
う
職
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
持
統
六
年
の
伊
勢
行

幸
記
事
の
高
市
麻
呂
の
官
が
初
見
で
あ
る
。
天
武
紀
九
年
七
月
条
に
は
舎
人
王

が
、
持
統
紀
元
年
正
月
条
に
は
布
勢
（
阿
倍
）
御
主
人
が
「
納
言
」
と
し
て
み

え
る
が
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
で
は
、「
天
智
朝
の
御
史
大
夫
（
天
智

十
年
正
月
条
）
に
相
当
す
る
も
の
か
。
こ
れ
を
大
納
言
・
中
納
言
・
少
納
言
の
総

称
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
天
武
朝
に
は
ま
だ
そ
の
区
別
は
な
く
、
区
別
さ
れ
る

の
は
浄
御
原
令
に
お
い
て
で
あ
ろ
う（

５
）

」
と
指
摘
す
る
。『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ

ば（
６
）

、
高
市
麻
呂
は
持
統
朝
か
ら
文
武
四
年
ま
で
継
続
し
て
一
人
中
納
言
の
任
に

あ
り
、
こ
の
時
期
の
中
納
言
職
と
は
、
高
市
麻
呂
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
官
職

で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

『
公
卿
補
任
』
に
は
、
大
宝
元
年
の
大
宝
令
の
制
定
に
伴
い
、
大
納
言
職
が

置
か
れ
て
五
人
の
任
官
（
阿
倍
御
主
人
・
大
伴
御
行
・
石
上
麻
呂
・
藤
原
不
比
等
・
紀
麻
呂
）

が
あ
り
、中
納
言
職
に
は
六
人
の
任
官（
阿
倍
御
主
人
・
大
三
輪
高
市
麻
呂
・
大
伴
安
麻
呂
・

藤
原
不
比
等
・
石
上
麻
呂
・
紀
麻
呂
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
同
年
三
月
に

高
市
麻
呂
の
中
納
言
職
が
廃
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
大
伴
安
麻
呂
は
散
位
と
な

り
、
阿
倍
御
主
人
は
右
大
臣
と
な
る
。
さ
ら
に
石
上
麻
呂
・
藤
原
不
比
等
・
紀

麻
呂
は
大
納
言
職
に
任
命
さ
れ
、
こ
こ
に
中
納
言
職
は
慶
雲
二
年
の
復
活
ま
で

廃
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蔵
中
進
氏
は
、「
高
市
麻
呂
の
果
敢
な
諫
止
・
辞
職

事
件
が
、
古
代
官
制
に
お
け
る
『
中
納
言
』
ポ
ス
ト
の
改
廃
理
由
の
一
に
あ
っ

た
と
考
え
た
く
、
そ
の
結
果
が
高
市
麻
呂
の
下
野
退
隠
」
と
な
り
、『
懐
風
藻
』
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こ
の
説
話
に
は
、
持
統
紀
の
伊
勢
行
幸
の
記
事
と
類
似
す
る
内
容
が
み
ら
れ

る
が
、
こ
の
説
話
の
主
旨
は
高
市
麻
呂
の
民
を
思
う
心
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ

の
例
と
し
て
、
高
市
麻
呂
は
民
の
田
の
水
が
枯
れ
て
い
る
時
に
、
自
分
の
田
の

水
を
塞
い
で
、
民
の
田
へ
水
を
施
し
た
と
い
う
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。『
日
本

霊
異
記
』
は
、
高
市
麻
呂
の
民
を
思
い
や
る
態
度
を
「
徳
儀
の
大
き
に
あ
れ
ば

な
り
」
と
し
て
高
く
評
価
し
、
彼
を
誠
の
「
忠
臣
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
尭
雲
」「
舜
雨
」
の
対
に
あ
る
よ
う
に
、
古
代
中
国
の

聖
帝
で
あ
る
尭
帝
と
舜
帝
を
指
し
て
お
り
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
が「
治

者
に
仁
徳
が
あ
る
と
、
天
神
も
感
じ
て
、
恵
み
の
雨
雲
や
雨
を
も
た
ら
す
と
考

え
ら
れ
て
い
た）

（1
（

」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
民
を
思
い
や
る
高

市
麻
呂
の
態
度
は
、
ま
さ
に
『
尚
書
』
に
い
う
「
民
惟
邦
本
、
本
固
邦
寧
〔
民

は
惟
れ
邦
の
本
、
本
固
け
れ
ば
邦
寧
し
〕」（
五
子
之
歌
）
と
い
う
理
解
の
中
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
思
想
か
ら
、
天
皇
行
幸
を
諫
止
す
る
高
市
麻
呂
が
あ
ら
わ
れ
、
忠
臣

と
し
て
の
評
価
に
向
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
高
市
麻
呂
の
態
度
は
、
民
は
国
の
基
で
あ
る
と
い
う
『
尚
書
』
の
基

本
理
念
を
実
践
す
る
者
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
皇
に
諫
言

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
臣
下
と
し
て
は
通
常
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
高
市
麻
呂
が
冠
位
を
棄
て
て
ま
で
諫
止
し
た
根
拠
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
が
中
納
言
―
―
「
モ
ノ
マ
ウ
ス
ツ
カ
サ
」
と
い
う
「
喉
舌
之
官
」
の

立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
中
国
の
諫

議
大
夫
の
よ
う
な
立
場
が
想
像
さ
れ
、
天
皇
の
誤
っ
た
行
い
を
正
す
べ
く
設
置

は
「
信
」
あ
る
者
と
し
て
、
持
統
天
皇
か
ら
信
頼
さ
れ
た
臣
下
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
高
市
麻
呂
を
忠
臣
と
す
る
逸
話
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。『
日
本
霊
異
記
』
に
は
「
忠
臣
の
欲
小
な
く
、
足
る
を
知
り
、
諸
天

に
感
ぜ
ら
れ
て
報
を
得
、
奇
し
き
事
を
示
し
し
縁
」（
上
巻
第
二
十
五
縁
）
が
あ
り
、

高
市
麻
呂
が
い
か
な
る
忠
臣
で
あ
っ
た
か
を
語
っ
て
い
る
。

故
の
中
納
言
従
三
位
大
神
高
市
万
侶
の
卿
は
、
大
后
の
天
皇
の
時
の

忠
臣
な
り
き
。
記
有
り
て
云
へ
ら
く
、「
朱
鳥
の
七
年
の
壬
辰
の
二
月
に
、

諸
司
に
詔
し
て
、『
三
月
の
三
に
当
り
て
、
将
に
伊
勢
に
幸
行
さ
む
と
す
。

此
の
み
意
を
知
り
て
設
け
備
ふ
べ
し
』
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
中
納
言
、
農

務
を
妨
げ
む
こ
と
を
恐
り
、
上
表
し
て
諫
を
立
る
。
天
皇
従
ひ
た
ま
は
ず
。

猶
し
幸
行
さ
む
と
す
。
是
に
そ
の
蝉
の
冠
を
脱
ぎ
、
朝
庭
に
擎
げ
、
亦
重

ね
て
諫
む
。『
方
に
今
は
農
の
節
な
り
。行
す
べ
か
ら
ず
』と
ま
う
す
。或
は
、

旱
災
の
時
に
遭
へ
ば
、
己
が
田
の
口
を
塞
が
し
め
て
、
水
を
百
姓
の
田
に

施
せ
り
。
田
に
施
す
水
既
に
窮
ま
れ
ば
、
諸
天
感
応
し
た
ま
ひ
て
、
竜
神

雨
を
降
ら
し
た
ま
ふ
。
唯
し
卿
の
田
に
の
み
澍
き
て
、
余
の
地
に
落
ら
ず
。

尭
雲
更
に
靄
リ
、
舜
雨
還
霈
ク
。
諒
ニ
是
れ
忠
信
の
至
り
な
り
。
徳
儀
の

大
き
に
あ
れ
ば
な
り
」。

賛
に
曰
は
く
、「
修
々
た
る
神
の
氏
。
幼
き
年
よ
り
学
ぶ
る
こ
と
を
好
む
。

忠
に
し
て
仁
有
り
。
潔
し
く
あ
り
て
濁
る
こ
と
無
し
。
民
に
臨
み
恵
を
流

ふ
。
水
を
施
さ
む
と
し
て
田
を
塞
ぐ
。
甘
雨
時
降
り
、
美
し
き
誉
長
に
伝

は
る
」
と
い
ふ（

９
）

。



―39―

丁
・
行
宮
造
れ
る
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
し
て
、
天
下
に
大
赦
す
。
但
し

盗
賊
は
赦
例
に
在
ら
ず
。
甲
申
に
、
過
ぎ
ま
す
志
摩
の
百
姓
、
男
女
の
年

八
十
よ
り
以
上
に
、
稲
、
人
ご
と
に
五
十
束
賜
ふ
。
乙
酉
に
、
車
駕
、
宮

に
還
り
た
ま
ふ
。
到
行
し
ま
す
毎
に
、
輙
ち
郡
県
の
吏
民
を
会
へ
て
、
務

に
労
へ
、
賜
ひ
て
楽
作
し
た
ま
ふ
。
甲
午
に
、
詔
し
て
、
近
江
・
美
濃
・

尾
張
・
参
河
・
遠
江
等
の
国
の
供
奉
れ
る
騎
士
の
戸
、
及
び
諸
国
の
荷
丁
・

行
宮
造
れ
る
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
す
。
詔
し
て
、
天
下
の
百
姓
の
、
困

乏
し
く
し
て
窮
れ
る
者
に
稲
た
ま
は
ら
し
む
。男
に
は
三
束
、女
に
は
二
束
。

持
統
天
皇
は
高
市
麻
呂
の
諫
言
を
聞
き
入
れ
ず
に
、
三
月
六
日
に
伊
勢
へ
と

向
か
っ
た
。
そ
の
行
幸
で
通
過
し
た
土
地
は
、
ま
ず
神
郡
・
伊
賀
・
伊
勢
・

志
摩
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
の
経
路
の
最
初
に
「
神
郡
」
が
置
か
れ
て
い
る
の

は
、
そ
こ
が
伊
勢
の
神
を
祀
る
度
会
・
多
気
の
郡
を
指
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
伊
勢
の
神
は
、
天
武
天
皇
が
皇
后
ら
を
率
い
て
東
国
へ
向
か
う
折
に
、
戦

勝
を
祈
願
し
て
遙
拝
を
し
た
在
地
の
神
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
の
勝
利
に
伴
っ
て

伊
勢
に
斎
宮
を
設
け
て
大
来
皇
女
に
神
を
祀
ら
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
天

武
朝
に
は
そ
こ
が
神
郡
と
さ
れ
、
皇
室
の
重
要
な
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
経
緯
が

推
測
さ
れ
る
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
の
起
点
が
神
郡
で
あ
る
の
は
、
天
皇
の

「
幸
」
の
第
一
に
神
祀
り
が
あ
っ
た
こ
と
と
重
な
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

天
皇
は
神
郡
を
通
っ
た
後
に
、
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
へ
と
向
か
う
。
こ
れ
は
、

浄
御
原
宮
の
東
方
に
位
置
す
る
国
々
で
あ
り
、
神
郡
を
含
め
た
持
統
天
皇
の
伊

勢
行
幸
は
東
方
へ
の
巡
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

さ
れ
た
官
職
で
あ
る
と
い
え
る
。
何
に
お
い
て
も
民
の
生
活
を
優
先
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
高
市
麻
呂
の
理
解
し
た
あ
る
べ
き
天
皇
の
態
度
で
あ

り
、
行
幸
諫
止
の
逸
話
は
高
市
麻
呂
の
「
中
納
言
」
と
し
て
の
役
割
が
も
た
ら

し
た
、「
忠
臣
」
と
し
て
の
立
場
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
四
　
持
統
天
皇
伊
勢
行
幸
の
理
念
的
性
格

持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
は
、
忠
臣
の
諫
止
を
振
り
き
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
た
、

異
例
と
も
い
え
る
行
幸
で
あ
っ
た
。
大
三
輪
高
市
麻
呂
の
逸
話
が
こ
こ
に
加
わ

る
の
は
、
こ
の
行
幸
の
特
殊
な
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
農
事
を
妨
げ
て

で
も
行
幸
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
持
統
天
皇
と
、
そ
れ
を
諫
止
す
る
高
市
麻
呂
と

の
衝
突
は
、
両
者
の
理
念
の
対
立
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
記

事
に
は
、
そ
の
対
立
構
造
を
一
体
の
も
の
と
し
て
記
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、『
日
本
書
紀
』
で
は
持
統
天
皇
の
行
幸
が

優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伊
勢
行
幸
に
は
、
農
事
を
妨
げ
、
忠
臣
を
野

に
下
ら
せ
て
で
も
出
発
す
べ
き
理
由
や
理
念
が
存
在
し
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
理
念
こ
そ
が
、
天
皇
行
幸
の
新
た
な
幕
開
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
記
事
は
、
高
市
麻
呂
の
諫
言
に
続
け
て
次
の
よ
う
に

記
録
さ
れ
て
い
る
。

壬
午
に
、
過
ぎ
ま
す
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造
等
に
冠
位

を
賜
ひ
、
并
て
今
年
の
調
役
を
免
し
、
復
、
供
奉
れ
る
騎
士
・
諸
司
の
荷



―40―

　

こ
の
よ
う
な
天
皇
行
幸
の
記
事
は
、
古
代
日
本
の
行
幸
史
の
上
で
は
初
見
で

あ
り
、
神
祀
り
の
み
で
は
な
い
天
皇
行
幸
の
意
義
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

天
皇
行
幸
が
神
祀
り
を
第
一
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
持
統
天

皇
の
神
郡
行
幸
は
神
祀
り
に
関
わ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
郡
県
の

奉
仕
者
を
ね
ぎ
ら
い
、
老
人
や
貧
困
者
に
稲
を
与
え
る
の
は
、「
行
幸
」
に
不

可
欠
な
天
皇
の
行
為
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
幸
の
記
録

は
、
す
で
に
中
国
の
史
書
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』（
巻
二
）
の
「
顕
宗
孝
明
帝
」（
永
平
二
年
条
）
に
は
、

甲
子
、
西
巡
狩
、
幸
長
安
、
祠
高
廟
、
遂
有
事
於
十
一
陵
。
歴
覧
館
邑
、

会
郡
県
吏
、
労
賜
作
楽）

（（
（

。

と
あ
り
、
西
方
の
巡
狩
の
折
に
、
祖
先
の
高
廟
や
十
一
陵
を
祀
り
、
館
邑
を
歴

覧
し
て
郡
県
の
官
吏
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
行
幸
の
意
義

に
つ
い
て
、『
晋
書
』（
巻
二
十
一
）
の
「
志
」
に
は
、

古
者
帝
王
莫
不
巡
狩
。
魏
文
帝
値
天
下
三
分
、
方
隅
多
事
、
皇
輿
亟
動
、

役
無
寧
歳
、
蓋
応
時
之
務
、
非
旧
章
也
。
明
帝
凡
三
東
巡
狩
、
所
過
存
問

高
年
、
恤
疾
苦
、
或
賜
穀
帛
、
有
古
巡
幸
之
風
焉）

（1
（

。

の
よ
う
に
あ
る
。
古
の
帝
王
は
必
ず
巡
狩
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
帝
も
東
に

巡
狩
し
、
老
人
の
安
否
を
問
い
、
病
に
苦
し
む
者
を
恵
み
、
穀
帛
を
与
え
た
と

い
い
、
こ
れ
が
「
古
巡
幸
之
風
」
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
宋

書
』（
巻
六
）
の
「
孝
武
帝
」（
七
年
十
月
条
）
に
は
、

車
駕
巡
南
豫
州
。
詔
曰
「
朕
巡
幸
所
経
、
先
見
百
年
者
、
及
孤
寡
老
疾
、

の
国
郡
を
経
て
近
江
・
美
濃
・
尾
張
・
参
河
・
遠
江
の
国
郡
を
経
過
す
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
も
東
方
巡
行
の
一
環
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
持

統
天
皇
に
よ
る
東
方
へ
の
行
幸
に
は
、
従
来
の
天
皇
行
幸
と
は
大
き
く
異
な
る

記
事
を
目
に
す
る
。
こ
の
行
幸
の
要
素
及
び
天
皇
の
行
為
を
ま
と
め
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

○
壬
午
（
十
七
日
）

・
神
郡
、
伊
賀
、
伊
勢
、
志
摩
の
国
造
た
ち
に
冠
位
を
与
え
、
当
年
の
調

役
を
免
除
す
る

・
供
奉
し
た
騎
士
、
諸
司
の
荷
丁
、
行
宮
を
造
っ
た
丁
の
当
年
の
調
役
を

免
除
す
る

・
罪
人
の
大
赦
を
行
う

○
甲
申
（
十
九
日
）

・
志
摩
の
百
姓
の
八
十
歳
以
上
の
男
女
に
、
一
人
五
十
束
の
稲
を
与
え
る

○
乙
酉
（
二
十
日
）

・
車
駕
が
宮
に
還
帰
す
る

・
到
行
し
た
郡
県
の
吏
民
を
招
き
、
そ
の
職
務
を
労
っ
て
物
を
与
え
、
歌

舞
音
曲
の
宴
を
催
す

○
甲
午
（
二
十
九
日
）

・
近
江
、
美
濃
、
尾
張
、
参
河
、
遠
江
等
の
国
の
供
奉
し
た
騎
士
の
戸
、

諸
国
の
荷
丁
、
行
宮
を
造
っ
た
丁
の
当
年
の
調
役
を
免
除
す
る

・
困
窮
す
る
全
国
の
百
姓
に
稲
を
与
え
る
詔
を
出
す（
男
は
三
束
、女
は
二
束
）
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み
え
る
記
録
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

歳
二
月
、
東
巡
守
、
至
于
岱
宗
、
柴
、
望
秩
于
山
川
。
肆
覲
東
后
。
協
時
月
、

正
日
、
同
律
度
量
衡
、
修
五
礼
五
玉
三
帛
二
生
一
死
贄
。
如
五
器
、
卒
乃

復
。
五
月
、
南
巡
守
、
至
于
南
岳
、
如
岱
礼
。
八
月
、
西
巡
守
、
至
于
西

岳
、
如
初
。
十
有
一
月
、
朔
巡
守
、
至
于
北
岳
、
如
西
礼
。
帰
、
格
于
藝

祖
、
用
特
。
五
載
一
巡
守
、
群
后
四
朝
。

〔
歳
の
二
月
、
東
に
巡
守
し
て
、
岱
宗
に
至
り
て
、
柴
し
、
山
川
に
望
秩
す
。
肆
に
東
后

を
覲
る
。
時
・
月
を
協
せ
、
日
を
正
め
、
律
・
度
・
量
・
衡
を
同
し
く
し
、
五
礼
・
五
玉
・

三
帛
・
二
生
・
一
死
・
贄
を
修
む
。
五
器
の
如
き
は
、
卒
れ
ば
乃
ち
復
す
。
五
月
、
南

に
巡
守
し
て
、
南
岳
に
至
り
、
岱
の
礼
の
如
く
に
す
。
八
月
、
西
に
巡
守
し
て
、
西
岳

に
至
り
、
初
め
の
如
く
に
す
。
十
有
一
月
、
朔
に
巡
守
し
て
、
北
岳
に
至
り
、
西
の
礼

の
如
く
に
す
。
帰
つ
て
、
藝
祖
に
格
し
て
、
特
を
用
ふ
。
五
載
に
一
た
び
巡
守
し
、
群

后
四
朝
す
。〕

歳
の
二
月
に
東
に
巡
狩
し
て
泰
山
に
至
り
、
柴
を
し
て
山
川
を
望
秩
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
を
定
め
、
五
月
・
八
月
・
十
一
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
の
山
に

至
り
神
を
祀
り
、
こ
れ
を
五
年
に
一
度
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
天
子
は
五
年
に
一
度
、
東
西
南
北
の
方
角
の
山
へ
巡

狩
し
て
祀
り
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
行
思
想
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
天
子
は
天
の
運
行
に
従
っ
て
各
地
を
巡
行
す
る
と
い
う
、
巡
幸
の
基
本

的
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
が
持
統
六
年
で
あ

る
の
は
、
即
位
か
ら
五
年
を
経
て
、
改
め
て
「
五
載
一
巡
守
」
の
「
歳
二
月
東

並
賜
粟
帛
。
獄
繋
刑
罪
、
並
親
聴
訟
。
其
士
庶
或
怨
鬱
危
滞
、
受
抑
吏
司
、

或
隠
約
潔
立
、
負
擯
州
里
、
皆
聴
進
朕
前
、
面
自
陳
訴
。
若
忠
信
孝
義
、

力
田
殖
穀
、
一
介
之
能
、
一
芸
之
美
、
悉
加
旌
賞
。
雖
秋
沢
頻
降
、
而
夏

旱
嬰
弊
。
可
即
開
行
倉
、
並
加
賑
賜）

（1
（

。」

の
よ
う
に
あ
り
、
孝
武
帝
の
巡
幸
に
お
い
て
は
老
人
・
病
人
・
罪
人
な
ど
に
粟

と
帛
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
子
の
巡
行
は
、
民
に
そ
の
視
点
が
注

が
れ
て
お
り
、
民
に
も
た
ら
す
恩
恵
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
代
中
国
で
は
、
天
子
の
行
幸
を
「
巡
狩
（
巡
守
）」
と
も
い
い
、
こ
の
よ
う

な
古
代
中
国
の
天
子
の
巡
狩
は
、
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
と
重
な
る
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
を
古
代
中
国
の
天
子
の
巡
狩
の
中

で
捉
え
た
辰
巳
正
明
氏
は
、「
持
統
帝
の
伊
勢
行
幸
は
、
中
国
に
於
け
る
天
子

巡
狩
の
制
度
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の

行
幸
が「
中
国
的
な
天
子
像
、即
ち
、『
尊
天
重
民
』の
思
想
を
受
容
し
、徳
を
以
っ

て
政
治
の
基
本
に
据
え
る
こ
と
を
理
念
と
す
る
、
有
徳
の
天
子
（
聖
天
子
）
へ

持
統
を
位
置
づ
け
る
」
目
的
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る）

（1
（

。「
尊
天
重
民
」
と
は
、

後
述
す
る
『
礼
記
』
逸
礼
の
巡
狩
に
つ
い
て
の
文
言
で
あ
り
、
天
子
の
巡
狩
の

基
本
的
理
念
が
民
を
重
ん
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
の
一
文
は
、
持
統
天
皇

の
伊
勢
行
幸
に
お
け
る
民
へ
の
恩
恵
や
撫
育
と
結
び
つ
く
思
想
で
あ
る
と
い
え

る
。
こ
の
辰
巳
氏
の
論
は
古
代
天
皇
行
幸
の
理
念
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重

要
で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

天
子
の
巡
狩
に
つ
い
て
の
基
本
と
な
る
制
度
は
、『
尚
書
』
の
「
舜
帝
」
に
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長
を
見
、
時
月
を
合
は
せ
、
日
を
正
し
う
し
、
律
度
量
衡
を
同
じ
う
し
、
五
礼
を
修
め
、

五
玉
・
三
帛
・
二
生
・
一
死
を
摯
と
為
し
、
五
器
を
如
し
う
し
、
卒
れ
ば
乃
ち
復
す
。
五
月
、

南
に
巡
狩
し
、
八
月
、
西
に
巡
狩
し
、
十
一
月
、
北
に
巡
狩
す
。
皆
初
の
如
し
。
帰
り

て
租
禰
の
廟
に
至
り
、
特
牛
の
礼
を
用
ふ
。
五
歳
に
一
た
び
巡
狩
し
、
群
后
四
た
び
朝
す
。

徧
く
告
ぐ
る
に
言
を
以
て
し
、明
か
に
試
み
る
に
功
を
以
て
し
、車
服
は
庸
を
以
て
す）

（1
（

。〕

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
巡
狩
の
思
想
は
、
漢
代
の
儀
礼
書
で
あ

る
『
礼
記
』
の
「
王
制
」
に
お
い
て
、
天
子
の
巡
狩
と
共
に
そ
の
巡
狩
の
理
念

が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
子
五
年
一
巡
守
。〈
天
子
以
海
内
為
家
、
時
一
巡
省
之
。
五
年
者
虞
夏
之
制
也
。
周

則
十
二
歳
一
巡
守
。〉
歳
二
月
、
東
巡
守
至
于
岱
宗
。
柴
而
望
祀
山
川
。〈
柴
祭

天
告
至
也
。〉
覲
諸
侯
、問
百
年
者
、就
見
之
。
命
大
師
陳
詩
、以
観
民
風
、〈
陳

詩
、
謂
采
其
詩
而
視
之
。〉
命
市
納
賈
、
以
観
民
之
所
好
悪
。
志
淫
好
辟
。
命

典
礼
、
考
時
月
定
日
、
同
律
礼
楽
制
度
衣
服
、
正
之
。
山
川
神
祇
、
有
不

挙
者
為
不
敬
。
不
敬
者
、
君
削
以
地
。
宗
廟
有
不
順
者
為
不
孝
。
不
孝
者
、

君
絀
以
爵
。
変
礼
易
楽
者
為
不
従
。
不
従
者
、
君
流
。
革
制
度
衣
服
者
為

畔
。
畔
者
君
討
。
有
功
徳
於
民
者
、
加
地
進
律
。
五
月
南
巡
守
、
至
于
南

嶽
。
如
東
巡
守
之
礼
。
八
月
西
巡
守
、
至
于
西
嶽
。
如
南
巡
守
之
礼
。
十

有
一
月
北
巡
守
、
至
于
北
嶽
。
如
西
巡
守
之
礼
。
帰
假
于
祖
禰
用
特
。

〔
天
子
は
五
年
に
一
た
び
巡
守
す
〈
天
子
は
海
内
を
以
て
家
と
為
し
、
時
に
一
た
び
之
を

巡
省
す
。
五
年
は
虞
夏
の
制
な
り
。
周
は
則
ち
十
二
歳
に
一
た
び
巡
守
す
〉。
歳
の
二
月
、

東
に
巡
狩
し
て
岱
宗
に
至
る
。
柴
き
て
山
川
を
望
祀
す
〈
柴
は
天
を
祭
り
て
至
る
を
告

巡
守
」
を
行
う
と
い
う
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
柴

望
秩
于
山
川
」と
は
、煙
を
上
げ
て
天
の
神
に
祭
り
を
告
げ
、山
川
の
神
に「
望
」

と
い
う
祭
り
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
尚
書
』
の
記
述
は
以
後
の
天
子
巡

狩
の
基
準
と
な
り
、『
漢
書
』（
巻
二
十
五
）
の
「
郊
祀
志
」
に
は
、

歳
二
月
、
東
巡
狩
、
至
于
岱
宗
。
岱
宗
、
泰
山
也
。
柴
、
望
秩
于
山
川
。

遂
見
東
后
。
東
后
者
、
諸
侯
也
。
合
時
月
正
日
、
同
律
度
量
衡
、
修
五
礼

五
楽
、
三
帛
二
生
一
死
為
贄
。
五
月
、
巡
狩
至
南
嶽
。
南
嶽
者
、
衡
山
也
。

八
月
、
巡
狩 

至
西
嶽
。
西
嶽
者
、
華
山
也
。
十
一
月
、
巡
狩
至
北
嶽
。
北

嶽
者
、
恆
山
也
。
皆
如
岱
宗
之
礼
。
中
嶽
、
嵩
高
也
。
五
載
一
巡
狩）

（1
（

。

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
舜
帝
に
み
た
天
子
巡
狩
の
思
想
が
、
漢
代
に
お
い
て

実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
天
子
は
二
月
に
東
へ
巡
狩
し
て
泰
山

で
柴
し
て
望
秩
す
る
こ
と
、
時
を
定
め
度
量
衡
を
同
じ
く
し
て
五
礼
五
楽
を
修

め
、
五
月
に
は
南
に
、
八
月
は
西
に
、
十
一
月
に
は
北
に
、
五
年
に
一
度
巡
狩

す
る
こ
と
が
漢
代
の
天
子
巡
狩
の
基
本
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
は『
史
記
』

（
五
帝
本
紀
）
の
「
尭
帝
」
に
も
、

歳
二
月
、
東
巡
狩
、
至
於
岱
宗
、
柴
、
望
秩
於
山
川
。
遂
見
東
方
君
長
、

合
時
月
、
正
日
、
同
律
度
量
衡
、
修
五
礼
、
五
玉
・
三
帛
・
二
生
・
一
死

為
摯
、
如
五
器
、
卒
乃
復
。
五
月
南
巡
狩
、
八
月
西
巡
狩
、
十
一
月
北
巡

狩
。
皆
如
初
。
帰
至
於
祖
禰
廟
、
用
特
牛
礼
。
五
歳
一
巡
狩
、
群
后
四
朝
。

徧
告
以
言
、
明
試
以
功
、
車
服
以
庸
。

〔
歳
の
二
月
、
東
に
巡
狩
し
、
岱
宗
に
至
り
、
柴
し
、
山
川
を
望
秩
す
。
遂
に
東
方
の
君
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さ
れ
て
ゆ
く
、
前
身
の
姿
で
あ
る
。

天
子
の
巡
狩
が
神
祀
り
の
ほ
か
に
民
へ
の
恵
み
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、

先
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、『
芸
文
類
聚
』（
巻
三
十
九
）「
礼
部
」の「
巡

守
」
に
「
礼
註
曰
」
と
し
て
、「
王
者
必
制
巡
守
之
礼
何
。
尊
天
重
民
也）

（1
（

」
と

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、『
太
平
御
覧
』（
巻
五
三
七
・

礼
儀
部
十
六
）
の
「
巡
狩
」
に
も
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
礼
記
逸
礼
」
に
い
う
と

し
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

礼
記
逸
礼
曰
、
王
者
必
制
巡
狩
之
礼
何
。
尊
天
重
民
也
。
所
以
五
年
一
巡

狩
何
。
五
歳
再
閏
、
天
道
大
備
。
所
以
至
四
嶽
者
盛
徳
之
山
四
方
之
中
能

興
雲
致
雨
也
。
巡
狩
者
何
巡
循
也
。
狩
牧
也
。
為
天
循
行
牧
民
也）

（9
（

。

王
は
な
ぜ
必
ず
巡
狩
の
礼
を
行
う
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
尊
天
重

民
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
答
え
て
い
る
。
天
子
の
巡
狩
は
、
天
を
尊
び
民
を
重
ん

じ
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五

年
に
一
度
巡
狩
す
る
の
は
、
五
年
間
で
天
道
が
備
わ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

い
わ
ば
、
天
の
循
環
に
従
っ
て
天
子
が
巡
狩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
が
養
育

さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
礼
記
逸
礼
」
か
ら
は
、
天

子
の
巡
狩
が
天
の
動
き
に
従
っ
て
各
地
を
巡
る
こ
と
が
規
範
と
し
て
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
、
そ
れ
は
民
を
撫
育
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
天

と
人
が
合
一
す
る
と
い
う
「
天
人
合
一
」
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
の

宮
廷
を
写
し
取
る
こ
と
に
よ
り
、
天
子
は
天
の
円
環
す
る
動
き
と
等
し
く
、
こ

の
地
を
円
環
す
る
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
地
は
正
し
く
運
行
さ

ぐ
る
な
り
〉。
諸
侯
を
覲
し
、
百
年
の
者
を
問
ひ
、
就
い
て
之
を
見
る
。
大
師
に
命
じ
て

詩
を
陳
ね
し
め
て
、
以
て
民
の
風
を
観
る
〈
詩
を
陳
ぬ
と
は
、
其
の
詩
を
采
り
て
之
を

視
る
を
謂
ふ
〉。
市
に
命
じ
て
賈
を
納
れ
し
め
て
、
以
て
民
の
好
悪
す
る
所
を
観
る
。
志

淫
す
る
と
き
は
好
み
辟
な
れ
ば
な
り
。
典
礼
に
命
じ
て
、
時
月
を
考
へ
日
を
定
め
、
同
・

律
・
礼
・
楽
・
制
度
・
衣
服
は
、
之
を
正
さ
し
む
。
山
川
の
神
祇
、
挙
げ
ざ
る
有
る
者

は
不
敬
と
為
す
。
不
敬
の
者
は
、
君
は
削
る
に
地
を
以
て
す
。
宗
廟
順
は
ざ
る
有
る
者

は
不
孝
と
為
す
。
不
孝
の
者
は
、
君
は
絀
く
る
に
爵
を
以
て
す
。
礼
を
変
じ
楽
を
易
ふ

る
者
は
不
従
と
為
す
。
不
従
の
者
は
、
君
流
す
。
制
度
・
衣
服
を
革
む
る
者
は
畔
と
為
す
。

畔
く
者
は
君
討
つ
。
民
に
功
徳
有
る
者
は
、
地
を
加
へ
律
を
進
む
。
五
月
に
南
に
巡
守

し
て
、
南
嶽
に
至
る
。
東
に
巡
守
す
る
の
礼
の
如
し
。
八
月
に
西
に
巡
守
し
て
、
西
嶽

に
至
る
。
南
に
巡
守
す
る
の
礼
の
如
し
。
十
有
一
月
に
北
に
巡
守
し
て
、
北
嶽
に
至
る
。

西
に
巡
守
す
る
の
礼
の
如
し
。
帰
り
て
租
禰
に
假
り
、
特
を
用
ふ）

（1
（

。〕

こ
こ
で
は
、『
尚
書
』
や
『
漢
書
』
と
同
じ
く
、
天
子
は
五
年
に
一
度
巡
狩

す
る
こ
と
、
山
川
を
望
祀
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
以
観
民
風
」
と
あ
る
よ
う

に
、
民
の
風
俗
を
観
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
採
詩
の
官
」
に
つ

な
が
る
巡
狩
の
思
想
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
天
武
十
四
年
九
月
条
に
よ
れ
ば
、

天
皇
は
東
海
・
東
山
・
山
陽
・
山
陰
・
南
海
・
筑
紫
の
各
地
へ
使
者
を
派
遣
し

て
「
各
判
官
一
人
・
史
一
人
、
国
司
・
郡
司
及
び
百
姓
の
消
息
を
巡
察
し
め
た

ま
ふ
」
と
い
い
、
持
統
天
皇
も
八
年
七
月
に
諸
国
に
巡
察
使
を
派
遣
し
て
い
る
。

こ
れ
は
天
皇
の
巡
行
に
替
わ
る
制
度
と
し
て
、
後
に
「
戸
令
」
に
お
い
て
国
守

が
諸
国
を
巡
行
し
、
国
土
や
民
風
の
状
況
を
観
察
し
報
告
す
る
こ
と
が
制
度
化
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れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
蔡
邕
の
『
独
断
』（
巻
上
）
に
は
、
天
子
行
幸
の
「
幸
」
の
意
味
が

具
体
的
に
説
か
れ
て
い
る
。

幸
者
宜
幸
也
。
世
俗
謂
幸
為
僥
倖
。
車
駕
所
至
民
臣
被
其
徳
沢
。
以
僥
倖

故
曰
幸
也
。
先
帝
故
事
所
至
見
長
吏
三
老
官
属
親
臨
軒
作
楽
賜
食
皁
帛
越

巾
珮
帯
民
爵
有
級
数
。
或
賜
田
租
之
半
。
是
故
謂
之
幸）

1（
（

。

蔡
邕
に
よ
れ
ば
、
天
子
行
幸
の
「
幸
」
と
は
「
宜
幸
」
で
あ
る
と
し
、
世
俗

で
は
「
幸
」
と
は
「
僥
倖
」
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
そ
し
て
、
天
子
の
車
駕

の
至
る
と
こ
ろ
は
、「
徳
沢
」
を
被
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
以

て
「
僥
倖
」
を
「
幸
」
と
称
す
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
先
帝
の
故
事
で
は

民
に
爵
位
や
食
物
、
衣
服
な
ど
の
級
を
与
え
、
或
い
は
田
租
を
与
え
る
の
だ
と

い
う
。
こ
の
先
帝
の
故
事
が
具
体
的
に
ど
の
帝
の
故
事
を
指
し
て
い
る
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
史
書
に
お
け
る
天
子
行
幸
・
巡
狩
の
記
事
に
お
い
て
、

天
子
が
民
や
臣
下
に
様
々
な
施
し
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が

「
徳
沢
」
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、

天
子
の
徳
が
天
下
に
普
く
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。『
文
選
』（
巻
二
十
二
）

顏
延
年
の
「
車
駕
幸
京
口
三
月
三
日
侍
遊
曲
阿
後
湖
作
」
に
は
、
天
子
の
巡
狩

に
よ
っ
て
「
徳
礼
既
普
洽
、
川
嶽
徧
懐
柔
〔
徳
礼　

既
に
普
く
洽
ひ　

川
嶽　

徧
く
懐

り
柔
ず
〕）

11
（

」
と
い
う
。
天
子
の
徳
礼
は
天
下
に
普
く
降
り
、
山
川
の
神
は
天
子
に

懐
柔
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、古
代
中
国
の
文
献
に
み
る
天
子
の
巡
狩
・

行
幸
の
思
想
に
お
け
る
「
幸
」
は
、
天
子
の
徳
沢
に
よ
り
巡
狩
さ
れ
た
地
が
恵

ま
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
徳
が
天
下
に
遍
く
行
き
渡
る
こ
と
で
、
人
々
は
天
子
に

よ
り
撫
育
さ
れ
て
い
る
喜
び
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
代
中
国
の
天
子
の
巡
狩
か
ら
す
れ
ば
、
持
統
天
皇
は
伊
勢
の

神
を
祀
っ
て
天
下
の
秩
序
を
示
し
、
周
辺
諸
国
の
老
人
や
困
窮
す
る
人
々
へ
稲

を
与
え
、
官
人
た
ち
を
ね
ぎ
ら
い
、
罪
人
の
大
赦
を
行
う
こ
と
で
、
聖
天
子

の
持
つ
べ
き
徳
沢
を
人
々
へ
施
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
、
天
子

の
徳
を
天
下
に
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
持
統
天
皇
が
大
三
輪

高
市
麻
呂
の
諫
言
を
聞
き
入
れ
ず
に
行
幸
を
敢
行
し
た
背
後
に
は
、
民
へ
徳
沢

を
与
え
る
聖
天
子
と
し
て
の
天
皇
像
を
優
先
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
両
者
の
対
立
の
中
か
ら
、
一
方
に
聖
天
子
が
誕
生
し
、
一
方
に
忠

臣
が
誕
生
す
る
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
天
子
の
誕
生
を
語
る

重
要
な
行
幸
を
前
に
し
て
、
大
三
輪
高
市
麻
呂
が
「
中モ

ノ
マ
ウ
ス
ツ
カ
サ

納
言
」
と
し
て
、
民
の

た
め
に
冠
を
棄
て
て
天
皇
を
諫
止
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
の
暮
ら
し
を

思
い
、
そ
の
こ
と
を
正
し
く
天
皇
の
耳
へ
届
け
る
、
あ
る
べ
き
臣
下
の
姿
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
忠
臣
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
は
民
を
思
う

正
し
き
臣
下
を
持
つ
、
有
徳
の
天
皇
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
天
皇
が
忠
臣
の
諫
止
を
聞
き
入
れ
ず
、
野
に
下
ら
せ
た
と
い
う
側
面
か
ら

す
れ
ば
、
忠
臣
の
言
よ
り
も
天
を
重
ん
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

天
の
運
行
に
従
っ
て
巡
幸
す
る
こ
と
は
、
天
子
と
し
て
の
理
念
を
尊
重
し
た
結

果
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
忠
臣
を
軽
ん
じ
た
天
皇
と
い
う
見
方
を
す
べ
き
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
市
麻
呂
の
行
い
は
『
懐
風
藻
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
と
い
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う
、
史
書
と
は
別
の
流
れ
を
汲
む
作
品
に
お
い
て
同
情
や
賞
賛
を
呼
び
、「
忠

臣
」
の
誕
生
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
画
期
と
も
い
う
べ
き
持
統
天
皇
の
伊
勢

行
幸
は
、
古
代
中
国
の
聖
天
子
の
行
幸
の
思
想
を
受
け
入
れ
た
こ
と
で
成
立
し

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
天
武
天
皇
亡
き
後
の
持
統
天
皇
を
聖
天
子
と

し
て
位
置
付
け
、
天
武
王
朝
の
新
た
な
権
威
の
構
築
を
意
図
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
五
　
お
わ
り
に

本
稿
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
天
皇
行
幸
の
理
念
性
に
注
目
し
、『
日
本
書

紀
』
を
中
心
に
そ
の
歴
史
を
通
観
し
、
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
の
特
質
を
、
古

代
中
国
の
天
子
行
幸
・
巡
狩
の
思
想
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書

紀
』
に
お
け
る
「
幸
」
は
、幸
福
の
意
味
を
除
い
て
は
天
皇
の
移
動
を
指
す
「
い

で
ま
し
」
の
意
味
で
あ
り
、
第
一
義
と
し
て
は
天
皇
が
出
か
け
る
こ
と
を
指
す
。

た
だ
し
、
そ
の
中
に
は
単
に
天
皇
の
移
動
を
示
す
の
み
で
は
な
く
、
国
見
、
神

祀
り
、
遊
猟
を
目
的
と
す
る
「
幸
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
天
皇
の
特
権
的
な
儀

礼
と
し
て
の
意
味
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
が

特
殊
と
思
わ
れ
る
の
は
、
天
皇
の
行
幸
が
臣
下
の
諫
言
に
よ
っ
て
中
止
を
求
め

ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
臣
下
が
天
皇
の
詔
に
異
議
を
申

し
立
て
る
こ
と
は
通
常
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、大
三
輪
高
市
麻
呂
が「
中

納
言
」
と
い
う
官
職
に
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
。

「
中
納
言
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
モ
ノ
マ
ウ
ス
ツ
カ
サ
」
で
あ
り
、
天
皇
へ
意

見
を
具
申
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
諫
義
大
夫
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
民
の
農
事
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
、
冠
を
棄
て
て
ま

で
も
行
幸
の
中
止
を
訴
え
た
高
市
麻
呂
は
、
つ
い
に
朝
廷
を
去
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
強
い
諫
言
を
受
け
な
が
ら
も
、
持
統
天
皇
が
伊
勢
行
幸
を
敢
行
す

る
の
は
、
そ
こ
に
は
行
幸
を
行
う
べ
き
天
皇
の
理
念
が
存
在
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
持
統
天
皇
は
伊
勢
行
幸
の
は
じ
め
に
「
神
郡
」
に
出
向
い
て
お
り
、

こ
れ
は
古
代
日
本
の
天
皇
行
幸
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
神
郡
に
お
け
る
神
祀
り

が
そ
の
第
一
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
周
辺
の
国
々
を
巡

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
東
方
へ
の
行
幸
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の

土
地
の
老
人
や
困
窮
し
て
い
る
人
々
へ
稲
を
与
え
、
行
幸
地
の
民
を
ね
ぎ
ら
い
、

官
人
の
昇
進
や
罪
人
の
大
赦
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
行
幸
の
在

り
方
は
、
儒
教
を
国
の
教
え
と
し
た
漢
代
以
後
の
天
子
行
幸
・
巡
狩
の
基
本
思

想
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

古
代
中
国
の
天
子
行
幸
・
巡
狩
は
、『
尚
書
』
の
理
念
を
基
盤
と
し
て
成
立

し
、『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
晋
書
』『
宋
書
』
な
ど
の
史
書
に
は
、
天

子
が
四
方
を
巡
り
、「
望
」
の
祀
り
を
す
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
礼

記
』
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
、
こ
こ
で
は
民
の
風
俗
を
観
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
武
・
持
統
朝
に
置
か
れ
た
巡
察
使
の
理
念
や

大
宝
律
令
の
「
戸
令
」
の
制
度
と
し
て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
。『
独
断
』
に
お
い
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て
は
、
天
子
の
行
幸
は
民
に
徳
沢
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
よ
う
に
、
天

子
行
幸
は
民
へ
そ
の
徳
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行

幸
も
、
そ
の
土
地
の
民
へ
天
子
の
恩
徳
を
施
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。
そ
れ
は
古
代
中
国
の
巡
狩
の
制
度
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
天
皇

行
幸
の
理
念
を
も
っ
て
持
統
天
皇
を
聖
天
子
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
意
図

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
は
聖
天
子
と
し
て

の
資
質
を
獲
得
し
た
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注（
（
）『
尚
書
』
の
引
用
は
、全
釈
漢
文
大
系
『
尚
書
』（
一
九
七
六
年
、集
英
社
）
に
拠
る
。

以
下
同
じ
。

（
1
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
・
下
（
一
九

六
五
―
六
七
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。　

（
1
）『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注 

原
文
付
』
一
（
一
九
七
八

年
、
講
談
社
文
庫
）
に
拠
る
。

（
1
）『
懐
風
藻
』
の
引
用
は
、辰
巳
正
明
『
懐
風
藻
全
注
釈
』（
二
〇
一
四
年
、笠
間
書
院
）

に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
1
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
（
一
九
六
五
年
、
岩
波
書
店
）、
四
四
二

頁
頭
注
一
一
。

（
1
）
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
を
参
照
。
な
お
、『
公
卿
補
任
』
は
『
日
本
書
紀
』『
続

日
本
紀
』
と
記
述
の
異
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
任
官
の
大
ま
か
な
流
れ
を
把
握

す
る
た
め
に
参
照
し
た
。

（
1
）
蔵
中
進
「
大
三
輪
高
市
麻
呂
の
文
学
と
そ
の
周
辺
」『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十
四

集
（
二
〇
〇
〇
年
、
塙
書
房
）。

（
1
）
引
用
は
、『
史
記　

一
』
紀
〔
一
〕（
中
華
書
局
）
の
注
に
拠
る
。

（
9
）『
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
霊
異
記
』（
一

九
九
五
年
、
小
学
館
）
に
拠
る
。

（
（1
）
注
９
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
・
八
六
頁
頭
注
五
。

（
（（
）『
後
漢
書
』
の
引
用
は
、『
後
漢
書　

一
』
紀
〔
一
〕（
中
華
書
局
）
に
拠
る
。

（
（1
）『
晋
書
』
の
引
用
は
、『
晋
書　

三
』
志
（
中
華
書
局
）
に
拠
る
。

（
（1
）『
宋
書
』
の
引
用
は
、『
宋
書　

一
』
紀
・
志
（
中
華
書
局
）
に
拠
る
。

（
（1
） 

辰
巳
正
明
「
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
と
中
国
遊
覧
詩
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』（
一

九
八
七
年
、
笠
間
書
院
）。
ま
た
、
辰
巳
「
意
向
を
語
ら
ず
と
も
理
解
す
る
者
―

宮
廷
詩
人
」『
詩
霊
論　

人
は
な
ぜ
詩
に
感
動
す
る
の
か
』（
二
〇
〇
四
年
、
笠

間
書
院
）
に
お
い
て
も
、
古
代
日
本
の
天
皇
行
幸
と
古
代
中
国
の
天
子
巡
狩
の

理
念
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（1
）『
漢
書
』
の
引
用
は
、『
漢
書　

四
』
志
〔
一
〕（
中
華
書
局
）
に
拠
る
。

（
（1
）『
史
記
』
の
引
用
は
、新
釈
漢
文
大
系
『
史
記　

一
』（
一
九
七
三
年
、明
治
書
院
）

に
拠
る
。

（
（1
）『
礼
記
』
の
引
用
は
、
全
釈
漢
文
大
系
『
礼
記　

上
』（
一
九
七
六
年
、
集
英
社
）

に
拠
る
。
な
お
、
注
は
適
宜
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
（1
）『
芸
文
類
聚
』
の
引
用
は
、『
芸
文
類
聚
』
二
（
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
拠
る
。

（
（9
）『
太
平
御
覧
』
の
引
用
は
、『
四
部
叢
刊
三
編
子
部　

太
平
御
覧
』（
台
湾
商
務
印

書
館
）
に
拠
る
。

（
11
） 

陳
江
風
『
天
人
合
一  

観
念
与
華
夏
文
化
伝
統
』（
一
九
九
六
年
、
三
聯
書
店
）。

（
1（
）『
独
断
』
の
引
用
は
、『
漢
魏
叢
書
』（
吉
林
大
学
出
版
社
）
に
拠
る
。

（
11
）『
文
選
』
の
引
用
は
、
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選　

三　

詩
騒
編
』（
一
九
七
四
年
、

集
英
社
）
に
拠
る
。




