
目
次第

一
章

式
年
遷
宮
の
本
義

は
じ
め
に
／
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
見

解
／
満
一
九
年
目
か
ら
満
20
年
目
へ
の
変
更
／
神
霊
更

新
の
時
間
／
一
九
と
い
う
聖
な
る
数
字
／
天
上
へ
／
式

月
式
日
に
つ
い
て

第
二
章

外
宮
の
歴
史
的
意
義

式
月
式
日
の
９
月
16
日
／

『

日
本
書
紀』
の
成
長
史
／

誤
解
の
始
ま
り
／
は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と
／

『

古
事
記』

か
ら
見
た
疑
問
点
／
三
つ
の

｢
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／
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宮
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／
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第
一
章

式
年
遷
宮
の
本
義

は
じ
め
に

伊
勢
神
宮

(

内
宮
と
外
宮)

の
式
年
遷
宮
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

20
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
て
、
今
回
は
平
成
二
十
五
年

(

２
０
１
３)

、

第
62
回
目
の
遷
宮
祭
で
す
。
内
宮
の
第
１
回
遷
宮
は
、
持
統
天
皇
の
即

位
年

(

６
９
０)

に
行
わ
れ
、
外
宮
は
そ
の
２
年
後
の
６
９
２
年
に
行

わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
内
宮
も
外
宮
も
同
じ
時
に

遷
宮
を
行
い
ま
す
。
と
に
角
、
今
か
ら
１
３
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
が
国
で
の
最
も
古
い
時
代
か
ら
続
い
て
き

た
祭
儀
で
す
。
日
本
で
最
も
意
義
あ
る
祭
祀
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

最
も
意
義
あ
る
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
遷
宮
の
本
当
の
意
義
に
つ

い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
誰
一
人
、
そ
の
遷
宮
の
意
義

に
つ
い
て
答
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
式
年
遷
宮
の
歴
史
に
お
い
て
、
長

い
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
本
義
が
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

式
年
遷
宮
に
つ
い
て
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
遷
宮
と
い
う
部

分
で
す
。
遷
宮
は
、
新
し
い
社
殿
を
造
っ
て
、
そ
こ
に
御
神
霊
を
遷
す

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
式
年
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
定
の
年
数

と
い
う
意
味
、
従
っ
て
、
伊
勢
神
宮
の
場
合
の
式
年
は
20
年
と
い
う
一

定
の
年
数
を
指
し
、
20
年
ご
と
に
遷
宮
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
言
え
ま
す
が
、
し
か
し
、
な
ぜ
20
年
ご
と
な
の

か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
説
明
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
20
年
と
い
う
数
字
が
な
ぜ
に
決
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う

問
題
を
通
し
て
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
本
義
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

遷
宮
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
古
く
飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代

ま
で
６
０
０
年
も
の
間
は
満
一
九
年
ご
と
の
、
式
月
式
日

(

外
宮
は
９

月
16
日
、
内
宮
は
９
月
17
日)

ま
で
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
20
年
ご
と

で
は
な
い
の
で
す
。
現
在
の
満
20
年
ご
と
の
遷
宮
は
江
戸
時
代
か
ら
な

の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
遷
宮
の
歴
史
を
見
れ
ば
直
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
な
の
に
何
故
に
遷
宮
は
20
年
ご
と
な
の
か
、
を
多
く
の
人
が

質
問
し
、
そ
れ
に
対
し
て
多
く
の
見
解
が
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
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何
故
に
本
来
は
一
九
年
ご
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
に
答
え

る
の
が
、
遷
宮
を
考
え
る
第
一
歩
で
す
。
そ
し
て
、
９
月
16
日
と
い
う

式
月
式
日
も
守
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
も
、
遷
宮
の
起
源

に
触
れ
る
大
き
な
歴
史
的
な
秘
密
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

小
論
は
、
ま
ず
式
年
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
に
式
月
式
日
の
意
義
を

明
ら
か
に
し
て
、
神
宮

(

内
宮
と
外
宮)

の
主
祭
神
の
問
題
を
含
め
て
、

両
宮
の
本
来
の
姿
を
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

尚
、
文
中
に
は
、
漢
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
が
混
在
し
ま
す
。
暦

法
と
の
関
係
な
ど
で
、
天
皇
家
が
神
聖
数
と
し
た
数
字
、
特
に
一
九
と

い
う
数
字
、
ま
た
元
号
、
そ
し
て
引
用
文
中
の
数
字
は
そ
の
ま
ま
漢
数

字
で
表
し
ま
す
。)

式
年
遷
宮
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
見
解

式
年
遷
宮
は
ど
の
よ
う
な
祭
儀
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
わ

れ
わ
れ
が
一
番
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
が
、
ど
う
し
て
こ
の
祭
儀
が

20
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
し
ょ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
意
見
多
出
。『

神
道
史
大
辞
典』

(
吉
川
弘
文
館)

を
見
る
と
次
の
よ
う
な
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
、
社
殿
の
多
く
は
木
造
建
築
で
あ
る
た
め
、
一
定
の
期
間
を
経
る
と

耐
久
力
を
失
う
か
ら
、
二
十
年
、
三
十
年
、
五
十
年
な
ど
の
式
年
を

以
て
改
築
・
修
理
を
行
う
要
が
あ
る
た
め
。

２
、
二
十
年
が
一
周
期
と
さ
れ
た
の
は
、
工
匠
そ
の
他
造
替
に
従
事
す

る
技
術
者
の
都
合
上
か
ら
で
、
す
な
わ
ち
一
世
代
を
三
十
年
と
し
て
、

そ
の
前
期
十
年
は
父
親
の
手
助
け
と
し
て
働
き
、
後
期
十
年
は
年
を

取
り
息
子
の
時
代
と
し
て
み
ず
か
ら
は
監
督
の
時
期
と
す
れ
ば
、
実

際
に
働
き
得
る
期
間
は
前
・
中
期
の
二
十
年
間
と
み
る
考
え
か
ら
と

す
る
も
の
。

３
、
わ
が
国
の
神
の
道
は
清
浄
を
以
て
根
元
と
す
る
か
ら
、
時
期
を
定

め
て
社
殿
を
新
し
く
造
替
し
、
清
々
し
く
と
こ
ろ
に
神
を
遷
す
た
め

と
す
る
も
の
。

４
、
神
が
新
し
い
御
殿
に
遷
る
こ
と
に
よ
っ
て
若
返
り
、
よ
り
強
く
大

き
な
力
で
加
護
し
て
く
れ
る
こ
と
を
信
じ
祈
る
た
め
。

５
、
神
の
降
臨
を
仰
ぐ
場
合
は
必
ず
真
新
し
い
住
ま
い
に
招
く
と
い
う

伝
統
的
習
俗
に
よ
る
と
す
る
も
の
。

６
、
原
始
時
代
の
物
の
数
え
方
に
よ
れ
ば
、
片
手
片
手
で
十
、
そ
し
て

そ
れ
を
裏
返
す
と
二
十
と
な
り
、
そ
の
二
十
と
い
う
最
大
数
を
も
っ

て
き
た
も
の
と
す
る
説
、
等
々
。

と
紹
介
し
、｢

お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
の
諸
説
が
統
合
さ
れ
た
思
考
の
も

と
で
式
年
造
営
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る｣

と
書
い
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
無
難
な
結
論
を
引
き
出
す
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
。

右
の
他
に
も
、
次
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
意
見
を
拾
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

７
、
旧
暦
で
は
お
よ
そ
二
十
年
、
正
確
に
は
十
九
年
七
か
月
に
一
度
、

十
一
月
一
日
と
冬
至
が
重
な
る

｢

朔
旦
冬
至｣

が
あ
る
暦
法
に
よ
る
。

８
、
個
人
の
人
生
に
お
い
て
、
社
会
的
に
二
十
年
を
一
区
と
す
る
人
生

観
に
基
づ
く
。

９
、
古
代
の
天
皇
の
宮
殿
が
一
代
ご
と
に
二
十
年
を
も
っ
て
遷
都
さ
れ

た
事
実
を
基
本
と
す
る
。

10
、
稲
の
最
長
貯
蔵
年
限
の
二
十
年
か
ら
派
生
し
た
と
す
る
。

11
、
日
食
の
周
期
が
十
八
年
十
一
日
と
す
る
こ
と
も
、
７
の
場
合
と
併

せ
て
考
慮
さ
れ
た
。

と
い
う
の
で
す

(

１)

。

右
に
１
か
ら
11
ま
で
の
意
見
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
世
間
で
も
っ
と

も
ら
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
１
と
２
で
す
、
式
年
に
関
す
る
多
く

の
解
説
書
に
は
、
こ
の
１
と
２
の
意
見
が
代
表
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
わ
た
く
し
の
意
見
を
述
べ
る
前
に
、
右
の
１
と
２
と
に
つ
い
て
の
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疑
問
を
ま
ず
述
べ
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
７
に
関
し
て
は
、
触
れ
る
べ

き
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
後
述
。

１
(

建
材
の
耐
用
年
数
の
問
題)

に
つ
い
て
。

建
て
替
え
る
必
要
を
い
う
意
見
は
、
伊
勢
神
宮
の
よ
う
な
丸
柱
を
地

中
ふ
か
く
埋
め
こ
む
掘
建
て
式
の
建
築
様
式
で
は
、
萱
屋
根
が
堆
肥
状

と
な
っ
て
鋒
竹
す
ら
露
出
し
、
掘
建
柱
の
土
際
は
腐
朽
し
て
白
蟻
す
ら

つ
き
か
ね
な
い
。
20
年
が
限
度
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

20
年
目
に
は
、
本
当
に
そ
ん
な
に
建
物
が
ダ
メ
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
わ
た
く
し
の
見
た
遷
宮
を
３
年
後
に
控
え
た
内
宮
の
正
殿
、
そ
れ

を
は
じ
め
多
く
の
建
物
は
、
確
か
に
新
材
の
時
と
比
較
す
る
と
色
が
落

ち
て
、
む
し
ろ
落
ち
着
い
て
見
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
解
体
し
て
し
ま

う
の
か
、
勿
体
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

か
つ
て
大
神
宮
の
禰
宜
職
を
務
め
、
皇
學
館
の
理
事
長
を
も
務
め
た

桜
井
勝
之
進
氏
は
、｢

建
材
や
構
造
を
変
更
し
な
く
て
も
二
十
年
ぐ
ら

い
造
替
の
要
は
断
じ
て
生
じ
な
い｣

と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

現
場
に
長
く
立
ち
会
っ
て
き
て
の
断
言
で
す

(

２)
。

ま
た
、
40
年
以
上
も
禰
宜
職
を
務
め
た
矢
野
憲
一
氏
も

｢

そ
の
気
に

な
れ
ば
百
年
で
も
大
丈
夫
だ
ろ
う｣

と
書
い
て
い
ま
す

(
３)
。

２

(

匠
の
技
術
の
継
承)

に
つ
い
て
。

大
工
技
術
の
単
な
る
継
承
と
い
う
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
８
世

紀
の
日
本
の
人
口
が
た
と
え
４
０
０
万
人
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
し
て
も
、

萱
葺
、
掘
立
の
神
明
造
り
の
宮
大
工
に
な
る
人
が
少
な
か
っ
た
と
は
思

わ
れ
ま
せ
ん
。
大
工
技
術
の
衰
退
を
心
配
す
る
と
い
う
の
は
現
代
の
考

え
方
で
し
ょ
う
。
産
業
の
少
な
か
っ
た
当
時
の
匠
の
仕
事
は
、
現
代
で

言
え
ば
自
動
車
産
業
で
す
。
最
も
も
て
は
や
さ
れ
、
最
も
金
に
な
る
職

業
で
し
た
。
そ
れ
に
第
１
回
の
遷
宮
は
天
武
天
皇

(

以
後
、
理
解
で
き

る
範
囲
で
各
天
皇
号
を
略
す)

の
意
向
を
汲
ん
で
の
、
持
統
天
皇
代
の

こ
と
で
す
が
、
当
時
の
天
皇
た
ち
が
、
匠
の
技
術
の
継
承
な
ど
を
考
え

て
、
宗
廟
と
し
て
造
っ
た
神
殿
を
壊
す
も
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
は
あ

り
得
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
も
、
新
し
い
大
陸
風
の
威
風
堂
々
と
し
た
寺
院
建
築
が
伝
来
し

て
き
て
い
る
時
代
で
す
の
で
、
古
い
建
築
法
を
、
宗
廟
を
壊
し
て
ま
で

も
保
存
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
拘
り
は
何
故
な
の
か

を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

満
一
九
年
目
か
ら
満
20
年
目
へ
の
変
更

ま
ず
、
式
年
と
い
う
年
限
の
問
題
で
、
最
初
に
認
識
し
て
お
い
て
も

ら
い
た
い
事
を
紹
介
し
ま
す
。
古
く
は
現
在
の
満
20
年
ご
と
の
遷
宮
で

は
な
く
て
満
一
九
年
ご
と
の
遷
宮
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
先
の

『

大
辞
典』

の

｢

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う｣

の
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り

ま
す
。

｢

第
一
回
の
式
年
遷
宮
は
、
皇
大
神
宮

(

内
宮)

は
持
統
天
皇
四
年

(

６
９
０)

に
、
豊
受
大
神
宮

(

外
宮)

は
同
六
年
に
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
当
時
は
前
の
式
年
遷
宮
か
ら
二
十
年
目
に
次
期
の
遷
宮
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
康
永
二
年

(

１
３
４
３)

の
第
三
十

五
回
式
年
遷
宮
以
来
、
二
十
一
年
目
と
な
り
、
そ
の
後
二
十
一
年
目
ご

と
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
お

二
十
年
ご
と
の
造
替
に
つ
い
て
は
、
延
暦
の

『

皇
太
神
宮
儀
式
帳』

に

｢

常
限

二
廿
箇
年
一
度

一
新
宮
遷
奉｣

と
あ
り
、
さ
ら
に

『

延
喜
式』

伊
勢

大
神
宮
に
も
、｢

凡
大
神
宮
、
廿
年
一
度
、
造

二
替
正
殿
・
宝
殿
及
外
幣

殿
一 (

度
会
宮
、
及
別
宮
、
余
社
、
造

二
神
殿
之
年
限
准

�

此)

、
皆
採

二
新
材

一

構
造
、
自
外
諸
院
新
旧
通
用｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
式
年
遷

宮
は
、
神
宮
に
お
い
て
最
も
重
要
な
祭
儀
で
あ
る
の
で
、
式
月
式
日
と

い
っ
て
そ
の
月
日
次
も
一
定
さ
れ
、
豊
受
大
神
宮
は
九
月
十
五
日
、
皇

大
神
宮
は
同
十
六
日
を
以
て
遷
宮
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た｣

。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
式
月
式
日
も
、
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｢

明
治
二
十
二
年

(

１
８
８
９)

の
第
五
十
六
回
式
年
遷
宮
に
皇
大

神
宮
は
十
月
二
日
、
豊
受
大
神
宮
は
同
五
日
と
さ
れ
‥｣

と
変
更
さ
れ
、
明
治
以
降
は
ず
っ
と
10
月
２
日
と
同
５
日
を
式
月
式
日

と
し
て
い
る
、
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
右
の
説
明
に
よ
る
と
、
古
い
時

代
の
式
年
遷
宮
の
あ
り
方
と
、
今
日
の
式
年
遷
宮
と
で
は
、
大
き
な
違

い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま

す
。

１
、
現
在
は
満
20
年
目
に
行
わ
れ
て
い
る
。
古
く
は
20
年
目
、
つ
ま
り

満
一
九
年
目
に
行
わ
れ
て
い
た
。(『

延
喜
式』

の

｢

廿
年
一
度｣

は

当
時
の
年
数
の
計
算
法
で
、
数
え
年
で
の
計
算
と
知
ら
れ
ま
す)

。

２
、
明
治
時
代
以
降
は
、
皇
大
神
宮
は
10
月
２
日
、
豊
受
大
神
宮
は
同

５
日
。
古
く
は
豊
受
大
神
宮
は
９
月
15
日
、
皇
大
神
宮
は
９
月
16
日
。

１
は
、
式
年
と
い
う
点
で
の
変
更
。
２
は
、
式
月
式
日
と
い
う
点
で

の
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
古
く
は
20
年
目
、
つ
ま
り
満
一
九

年
目
で
あ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
に
20
年
目
ご
と
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
以
降
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
満
一
九
年
か
、
満
20
年
目
か
と
い

う
、
こ
の
１
年
違
い
の
点
は
、
今
ま
で
、
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
て
い
ま
せ
ん
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
何
故
に
20
年
ご
と

に
建
て
替
え
る
の
か
と
い
う
点
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
年

数
の
問
題
、
最
初
は
満
一
九
年
ご
と
で
あ
っ
た
と
い
う
点
こ
そ
、
伊
勢

の
遷
宮
問
題
を
解
く
一
番
の
カ
ギ
な
の
で
す
。

江
戸
以
降
、
遷
宮
は
基
本
的
に
満
20
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
前
の
戦
国
時
代
は

(

表
１
＝
�
回
の
遷
宮
よ
り
�

回
ま
で)

に
見
る
よ
う
に
、
前
の
遷
宮
か
ら
次
の
遷
宮
ま
で
の
径
年
は

乱
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
戦
国
時
代
で
、
と
て
も
遷
宮
を
す
る
余
裕
は

な
く
、
仮
遷
宮
を
続
け
る
と
い
う
実
に
惨
憺
た
る
様
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
３
０
０
年
間
近
く
乱
れ
、
特
に
１
２
３
年
間

(

外
宮
の
場
合
は
１

２
９
年
間)

も
遷
宮
出
来
な
か
っ
た
時
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、

伊
勢
の
神
宮
寺
で
あ
っ
た
慶
光
院
の
、
特
に
慶
光
院
清
順
の
努
力
は
特

筆
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
そ
こ
の
尼
僧
た
ち
が
全
国
へ
浄
財
勧
進
の
行

脚
を
重
ね
、
１
５
８
５
年

(

織
田
信
長
時
代)

に
復
活
執
行
さ
れ
た
の

で
す
。

戦
国
時
代
よ
り
前
は
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
の

(

表
２)

を
見
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
遷
宮

の
間
隔
年
数
は
見
事
に
満
一
九
年
な
の
で
す
。
４
０
０
年
以
上
、
１
回

も
狂
い
も
な
い
の
で
す
。
古
い
時
代
は
、
満
一
九
年
に
拘
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

さ
て
、
も
っ
と
遡
っ
て
、
遷
宮
が
始
ま
っ
た
古
代
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
に
式
年
遷
宮
の
本
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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(表１)

�1323年→(20年)→1343→(21年)→1364→(27

年)→1391年→(20年)→1411年(20年)→1431年

→(31年)→1462年→(123年)→1585年→(24年)

→�1609年

(表２)

⑫905年(一九年→)⑬924年→(一九年)→943年

→(一九年)→962年→(一九年)→981年→(一九

年)→1000年→(一九年)→1019年→(一九年)→

1038年→(一九年)→1057年→(一九年)→1076年

→(一九年)→1095年→(一九年)→1114年→(一

九年)→1133年→(一九年)→1152→(一九年)→

1171年→(一九年)→1190年→(一九年)→1209年

→(一九年)→1228年→(一九年)→1247年→(一

九年)→1266年→(一九年)→1285年→(一九年)

→�1304年→(一九年)→�1323年



(

表
３)

を
見
て
く
だ
さ
い
。

細
か
く
そ
れ
を
見
る
と
、
単
純
に
満
一
九
年
目
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
11
回
の
遷
宮
の
う
ち
６
回
と
、
満
一
九
年
周
期
が
多
い

の
は
事
実
で
す
。

昔
の
遷
宮
は
満
一
九
年
ご
と
が
本
姿
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
第
３
回

目
の
遷
宮
が
満
20
年
目
を
経
て
行
わ
れ
た
の
は
不
規
則
で
す
。
第
６
回

目
も
25
年
を
経
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
９
回
目
と
11
回
目
も
１
年
ず
つ

の
ず
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
乱
れ
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
し
ょ
う
。

ま
ず
、
第
３
回
目
の
遷
宮
に
つ
い
て
。

こ
の
時
の
遷
宮
は
、
本
来
は
満
一
九
年
目
の
前
年
の
７
２
８
年
だ
っ

た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
７
２
８
年
９
月
13
日
、
遷
宮
祭
を
数
日

後
に
控
え
て
い
た
時
で
す
が
大
不
幸
事
が
起
き
た
の
で
す
。『

続
日
本

紀』

は
、
そ
の
日
の
事
と
し
て

｢

皇
太
子
薨
し
ぬ｣

と
記
録
し
て
い
ま

す
。
聖
武
天
皇
の
長
子
、
基
皇
太
子
が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
で

は
と
て
も
祭
儀
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
死
は
穢け

が

れ
と
見
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
そ
の
穢
れ
を
避
け
て
の
祭
祀
の
中
止
と
な
っ
た
と
判
断
で

き
ま
す
。

そ
う
言
う
訳
で
遷
宮
が
１
年
延
び
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
そ
の
次
の
第

４
回
目
に
そ
の
延
長
し
た
１
年
分
を
元
へ
戻
す
た
め
に
、
今
度
は
18
年

の
径
年
で
遷
宮
を
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
遷
宮
を
本
来
の
満
一
九
年
へ

戻
し
た
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。
ど
う
し
て
も
満
一
九
年
目
に
戻
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
７
回
に
つ
い
て
。

前
回
か
ら
25
年
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
神
宮
が
前
の
遷
宮
か

ら
６
年
目
の
延
暦
十
年
に
火
災
に
遭
い
焼
失
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た

め
に
同
十
一
年

(

７
９
２)

に
復
興
さ
れ
て
遷
宮
が
行
わ
れ
た
と
い
う

事
情
に
よ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
復
興
の
年
か
ら
満
一
九
年
目
の

８
１
０
年
に
、
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
も
満
一
九
年

目
と
い
う
の
は
守
ら
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

第
９
回
と
第
11
回
に
つ
い
て
。

右
の
２
回
も
満
一
九
年
か
ら
は
ず
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
第

９
回
目
が
１
年
延
期
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
第
11
回
目
が
１
年
早
く
遷

宮
を
行
っ
た
の
か
、
資
料
の
面
で
そ
の
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
、
第
11
回
の
折
の
貞
観
十
年
九
月
十
一
日
、｢

伊
勢
大
神

宮
に
奉
幣
の
た
め
神
祇
官
ら
が
派
遣｣

さ
れ
と
い
う
記
録
が
あ
る
だ
け

で
す
。
恐
ら
く
９
回
目
も
１
年
延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
そ
の
周
期
を
正
す
と
い
う
、
第

３
回
と
第
４
回
の
関
係
に
似
た
状
況
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
式
年
の
過
去
を
見
て
い
る
と
、
そ
こ
に
満
一
九
年
ご
と

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
何
か
宗
教
的
な
強
い
規
制
力
が
働
い
て

い
た
よ
う
で
す
。

以
上
で
、
式
年
遷
宮
は
、
20
年
目
で
は
な
く
、
本
来
満
一
九
年
ご
と

で
あ
っ
た
こ
と
、
い
や
、
満
一
九
年
ご
と
で
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た

と
い
う
点
は
合
点
し
て
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
。
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(表３)

遷宮年 西暦年 経年

① 持統四年 690

② 和銅二年 709 一九

③ 天平元年 729 20

④ 天平十九年 747 18

⑤ 天平神護二年 766 一九

⑥ 延暦四年 785 一九

⑦ 弘仁元年 810 25

⑧ 天長六年 829 一九

⑨ 嘉祥二年 849 20

⑩ 貞観十年 868 一九

⑪ 仁和二年 886 18

⑫ 延喜五年 905 一九



そ
れ
に
も
う
一
点
。

式
年
遷
宮
の
年
次

(

表
３)

に
つ
い
て
は
、

『
太
神
宮
諸
雑
事
記』

に
の
み
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
史

料
が
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
も
う
ひ
と
つ
確
実
さ
を
持
た

な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
、
不
幸
年
と
不
幸
に
よ
っ

て
生
じ
た
１
年
の
誤
差
を
ま
た
正
し
て
い
る
と
い
う
点
を
認
識
す
る
こ

と
に
な
る
と
、
こ
の

『

太
神
宮
諸
雑
事
記』

の
古
記
録

(

荒
木
田
二
門

の
家
に
伝
来
し
た
も
の)

も
信
用
お
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

神
霊
更
新
の
時
間

こ
こ
で
満
一
九
年
の
意
義
を
探
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

神

(

霊)

の
更
新
す
る
時
間
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
武
天
皇
は
壬
申
の
乱
の
時
、
太
陽
神
を
祭
る
伊
勢
を
遥
拝
し
て
勝

利
へ
の
加
護
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
乱
に
勝
利
し
た
天

武
は
、
自
分
た
ち
が
太
陽
の
子
孫
、
日
の
皇
子
で
あ
る
と
強
力
に
主
張

し
ま
し
た
。
天
武
・
持
統
時
代
に
宮
廷
の
歌
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
柿
本

人
麻
呂
は
、
天
皇
や
皇
子
た
ち
を｢

天
皇
の
神
の
み
こ
と｣

(『

万
葉
集』

、

巻
一
、
29
番
歌)

と
か

｢

高
照
ら
す
日
の
皇
子｣

(

同
、
巻
一
、
45
、

１
６
７
な
ど)

、
と
詠
み
あ
げ
て
い
ま
す
。

天
武
は
、
天
・
地
・
人
と
い
う
三
才
思
想
を
強
く
打
ち
出
し
ま
す
。

ま
ず

｢

八
色
の
姓｣

、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
家
と
の
続
柄
の
濃
淡
に
よ
っ

て
姓

か
ば
ね

を
決
め
ま
す
。
そ
れ
に
続
い
て
、
位
階

(

冠
位)

を
天
智
代
の

26
階
か
ら
60
階
に
し
ま
す
。
位
階
を
大
幅
に
増
や
し
た
の
で
す
が
、
最

も
注
目
す
べ
き
点
は
、
自
分
た
ち
は
天
の
存
在
で
あ
る
と
し
て
臣
下
の

位
階
と
は
分
け
た
こ
と
で
す
。
諸
王

(

12
階)

と
臣
下

(

48
階)

と
、

天
と
地
と
に
は
っ
き
り
分
け
ま
し
た
。

天
・
地
・
人
の
人
に
当
た
る
庶
民
は
、
天
・
地
の
た
め
の
存
在
と
な

り
ま
す
。｢

人｣

と
い
う
名
前
を
付
け
た
歌
人
た
ち

(

高
市
黒
人
・
山

部
赤
人
・
鴨
足
人
・
置お

き

始
そ
め
の

東
あ
づ
ま

人ひ
と

・
河
辺
宮
人
ら
、
恐
ら
く
柿
本
人
麻

呂
も)

、
一
般
に
宮
廷
歌
人
と
言
わ
れ
る
人
々
は
、
天
皇
讃
歌
と
天
皇

一
族
の
た
め
の
挽
歌
を
詠
む
役
割
を
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
天
武
に
続
く
天
皇
方
も
、
太
陽
の
再
生
の
周
期
を
、
日
の

皇
子
と
自
認
し
た
自
分
た
ち
の
再
生
の
周
期
と
し
た
の
で
す
。
次
の
よ

う
に
で
す
。
例
え
ば
３
６
５
と
い
う
数
字
は
、
一
陽
来
復
と
言
わ
れ
る

太
陽
の
復
活
、
そ
の
日
数
で
す
。
１
太
陽
年
で
す
。
そ
の
３
６
５
と
い

う
数
字
は
、
古
代
史

(『

書
紀』

の
紀
年
構
成)

の
中
で
次
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

伊
勢
へ
の
神
宮
鎮
坐
を
伝
え
る

『

書
紀』

は
、
そ
の
年
次
を
11
代
垂す

い

仁に
ん

天
皇
の
時
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
天
皇
が

『

書
紀』

の
紀
年
構
成
で

ど
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

初
代
天
皇
神
武
即
位
年

(

前
６
６
０)

か
ら
垂
仁
崩
御
年

(

70)

ま

で
は
７
３
０
年
経
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
７
３
０
年
と
い
う
年
数
は
１
太

陽
年
３
６
５
日
の
２
倍
で
す
。
こ
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
書
け
ま
す
。

神
武
即
位
年

(

前
６
６
０)

↓
７
３
０
年

(

３
６
５
年
×
２)

↓

垂
仁
崩
御
年

(

70)

右
の
関
係
線
が
、
太
陽
の
１
回
帰
を
示
す
３
６
５
と
い
う
数
値
を
用

い
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
で
し
ょ
う
。

も
う
少
し
例
を
挙
げ
ま
す
。
同
じ
く
垂
仁
天
皇
と
の
関
係
線
で
す
。

垂
仁
誕
生
年

(

前
69)

↓
７
３
０
年

(

３
６
５
年
×
２)

↓
元
明

天
皇
誕
生
年

(

６
６
１)

垂
仁
立
太
子
年

(

前
50)

↓
７
３
０
年

(

３
６
５
年
×
２)

↓
元

正
天
皇
誕
生
年

(

６
８
０)

垂
仁
即
位
年

(

前
29)

↓
７
３
０
年

(

３
６
５
年
×
２)

↓
聖
武

天
皇
誕
生
年

(

７
０
１)

驚
く
こ
と
に
、
42
代
元
明
、
43
代
元
正
、
44
代
聖
武
と
い
う

『

書
紀』

― ― ( )149 6



完
成
時
代
の
天
皇
、
皇
太
子
方
の
誕
生
年
す
べ
て
が
、
垂
仁
天
皇
と
３

６
５
と
い
う
数
字
を
用
い
た
年
数
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す

(

尚
、
現

在
は
39
代
と
な
っ
て
い
る
弘
文
天
皇
は

『

書
紀』

に
認
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
除
く)

。『

書
紀』

は
持
統
天
皇
ま
で
の
記
録
で
終
わ
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の

『

書
紀』

の
紀
年
構
成
の
中
に
、『

書
紀』

を
書
き

上
げ
た
時
代
の
天
皇
と
皇
太
子
た
ち
も
、
き
ち
ん
と
自
分
た
ち
を
刻
み

こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

右
の
垂
仁
天
皇
と
の
関
係
線
は
、
太
陽
の
子
孫
を
自
認
し
た

『

書
紀』

時
代
の
天
皇
方
の
、
伊
勢
に
神
宮
を
定
着
さ
せ
た
垂
仁
天
皇
へ
の
畏
敬

の
念
、
そ
し
て
、
伊
勢
に
屯
集
す
る
祖
神
た
ち
へ
の
崇
敬
の
念
を
教
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
点
、
３
６
５
と
い
う
暦
数
に
関
わ
っ
て
紹
介
し
た
い
関
係
が

あ
り
ま
す
。
３
６
５
の
二
乗
で
の
計
算
で
す
。

３
６
５
×
３
６
５
＝
１
３
３
２
２
５

と
な
り
ま
す
。
こ
の
１
３
３
２
２
５
と
い
う
数
字
は
と
て
も
大
数
で
、

日
本
の
歴
史
に
は
と
て
も
当
て
嵌
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
方
の

３
６
５
を
３
、
６
５

(

３
６
５
の
百
分
の
一)

と
し
て
計
算
し
て
、

３
６
５
×
３
、
65
＝
１
３
３
２
、
２
５

と
す
る
な
ら
、
そ
の
数
字
１
３
３
２
年
ほ
ど
の
年
数
な
ら
、
日
本
の
歴

史
の
中
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。『

書
紀』

は
そ
の
１
３
３
２
、

25
と
い
う
数
字
を
用
い
て
い
る
の
で
す
。
神
武
即
位
年
か
ら
１
３
３
２

年
目
と
少
し
経
た
時
点
、
そ
こ
に
は
何
と
天
武
即
位
年
が
関
係
し
て
く

る
の
で
す
。

神
武
即
位
年

(

前
６
６
０)

↓
満
１
３
３
２
年
↓
天
武
元
年

(

６
７
２)

と
い
う
関
係
で
す
。
天
武
の
即
位
年
日
は
６
７
３
年
２
月
27
日
で
す
が
、

満
計
算
で
行
く
と
６
７
２
年
ま
で
で
１
３
３
２
年
で
す
。
小
数
点
の
０
、

25
ま
で
が
、
天
武
の
即
位
日
の
２
月
27
日
と
関
係
あ
り
そ
う
に
さ
え
見

え
て
き
ま
す
。
神
武
と
天
武
と
を
意
識
的
に
３
６
５
と
い
う
太
陽
の
再

生
を
示
す
数
字
で
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
す
。

一
九
と
い
う
聖
な
る
数
字

３
６
５
と
い
う
数
字
が
太
陽
の
復
活
・
再
生
の
数
字
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
皆
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
３
６
５
の
他
に

も
、
太
陽
の
復
活
・
再
生
に
関
わ
る
数
字
が
あ
る
の
で
す
。
一
九
と
い

う
数
字
で
す
。

ど
う
し
て
一
九
が
太
陽
再
生
の
数
字
と
な
る
の
か
を
説
明
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
一
九
と
い
う
数
字
が
古
代
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
る
か
、
そ
の
実
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
ま
す
。

日
本
も
明
治
五
年
ま
で
は
、
時
代
に
よ
っ
て
使
用
す
る
暦
名
は
替
り

ま
す
が
、
太
陰
・
太
陽
暦
で
し
た
。
こ
の
暦
は
、
太
陽
の
周
期
と
月
の

周
期
を
調
整
し
て
い
く
も
の
で
す
。
実
生
活
や
農
作
業
を
す
る
上
で
、

便
利
な
の
は
満
ち
欠
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
月
の
方
で
す
。
従
っ
て

暦
は
、
月
の
周
期

(

ひ
と
月
、
29
、
53
日)

に
基
づ
い
て
３
５
４
日
を

１
年
と
し
て
造
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
自
然
暦

(

太
陽)

の
１
年
が
３
６
５
、
24
日
な
の
に
、
月
の
方
は
29
、
53
×
12
か
月
＝
３

５
４
、
36
日
で
す
か
ら
、
自
然
と
暦
の
間
に
、
１
年
に
約
11
日
の
ず
れ

が
生
じ
ま
す
。
３
年
で
１
か
月
分
よ
り
も
多
い
33
日
も
ず
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
暦
の
上
で
、
１
年
を
13
カ
月
に
す
る
年
、
つ
ま
り
閏
月
を
置
く

年
を
設
け
て
、
そ
の
ず
れ
を
調
整
す
る
の
で
す
。
そ
の
方
法
と
し
て
、

太
陰
・
太
陽
暦
で
は
一
九
年
の
間
に
７
か
月
の
閏
月
を
入
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
を

｢

十
九
年
七
閏
法｣

と
い
い
ま
す
。｢

十
九
年
七
閏
法｣

(

章
法

と
も
言
い
ま
す)

は
一
九
年
と
７
か
月
で
は
な
い
の
で
す
。
７
カ
月
を

入
れ
て
一
九
年

(

２
３
５
カ
月)

な
の
で
す
。

一
九
年
間
の
時
間
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

３
６
５
、
２
４
２
２
×
一
九
年
＝
６
９
３
９
、
６
０
２
日

(

太
陽)
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２
９
、
５
３
０
６
×
２
３
５
月
＝
６
９
３
９
、
６
９
１
日

(

月
＝

暦)

右
の
よ
う
に
、
満
一
九
年
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
日
数
に
な
る
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
太
陽

(

陽)

と
月

(

陰)

と
は
、
そ
し
て
天
と
地
上

の
暦
と
は
、
満
一
九
年

(

20
年
目)

ご
と
に
誤
差
を
殆
ん
ど
解
消
し
、

そ
し
て
次
の
同
時
再
生
の
一
九
年
に
向
け
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
き
る

の
で
す
。

『

書
紀』

は
、
陰
陽
同
時
の
再
生
年
数
で
あ
る
こ
の
一
九
年
を
神
聖
数

と
し
て
、
歴
代
の
先
行
天
皇
と

『

書
紀』

時
代
の
天
皇
方
の
関
係
を
、

次
の
よ
う
に
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

『

書
紀』

時
代
の
天
皇
の

｢
一
九
年
の
関
係｣

Ⅰ
〈
39
代
天
武
即
位
年
＝
６
７
３
年
の
場
合
〉

２
代
綏
�
即
位
年

(

前
４
８
１)
よ
り
１
２
５
４
年

(

一
九
年
×

66)

Ⅱ
〈
40
代
持
統
即
位
年
＝
６
９
０
年
の
場
合
〉

初
代
神
武
即
位
年

(

前
６
６
０)

よ
り
満
１
３
４
９
年

(

一
九
年
×

71)

(

神
武
も
持
統
も
即
位
日
が
１
月
１
日
で
す
。
従
っ
て
そ
の
間
の
年

数
は
１
３
５
０
年
目
で
す
が
満
計
算
で
は
１
３
４
９
年
を
満
た
し
た
年

で
、
満
一
九
年
の
71
倍
で
す)

。

Ⅲ
〈
41
代
文
武
即
位
年
＝
６
９
７
年
の
場
合
〉

26
代
継
体
即
位
年

(

５
０
７)

よ
り
１
９
０
年

(

一
九
年
×
10)

Ⅳ
〈
42
代
元
明
即
位
年
＝
７
０
７
年
の
場
合
〉

15
代
応
神
即
位
年

(

２
７
０)

よ
り
４
３
７
年

(

一
九
年
×
23)

Ⅴ
〈
43
代
元
正
即
位
年
＝
７
１
５
年
の
場
合
〉

ナ
シ

Ⅵ
〈
44
代
聖
武
即
位
年
＝
７
２
４
年
の
場
合
〉

３
代
安
寧
即
位
年

(

前
５
４
９)

よ
り
１
２
７
３
年

(

一
九
年
×

67)30
代
敏
達
即
位
年

(

５
７
３)

よ
り
１
５
２
年

(

一
九
年
×
８)

34
代
舒
明
即
位
年

(

６
２
９)

よ
り
95
年

(

一
九
年
×
５)

38
代
天
智
即
位
年

(

６
６
７
＝
或
本)

よ
り
57
年(

一
九
年
×
３)

次
に
、
各
天
皇
の
即
位
年
と
先
行
天
皇
の
崩
御
年
と
の
一
九
年
関
係

を
挙
げ
て
み
ま
す
。

Ⅰ
〈
天
武
即
位
年
＝
６
７
３
年
の
場
合
〉

10
代
崇
神
崩
御
年

(

前
30)

よ
り
７
０
３
年

(

一
九
年
×
37)

Ⅱ
〈
持
統
即
位
年
＝
６
９
０
年
の
場
合
〉

15
代
応
神
崩
御
年

(

３
１
０)

よ
り
３
８
０
年

(

一
九
年
×
20)

Ⅲ
〈
文
武
即
位
年
＝
６
９
７
年
の
場
合
〉

11
代
垂
仁
崩
御
年

(

70)

よ
り
６
２
７
年

(

一
九
年
×
33)

Ⅳ
〈
元
明
即
位
年
＝
７
０
７
年
の
場
合
〉

初
代
神
武
崩
御
年

(

前
５
８
５)

よ
り
１
２
９
２
年

(

一
九
年
×

68)21
代
雄
略
崩
御
年

(

４
７
９)

よ
り
２
２
８
年

(

一
九
年
×
12)

Ⅴ
〈
元
正
即
位
年
＝
７
１
５
年
の
場
合
〉

23
代
顕
宗
崩
御
年

(

４
８
７)

よ
り
２
２
８
年

(

一
九
年
×
12)

Ⅵ
〈
聖
武
即
位
年
＝
７
２
４
年
の
場
合
〉

２
代
綏
靖
崩
御
年

(

前
５
４
９)

よ
り
１
２
７
３
年

(

一
九
年
×

67)３
代
安
寧
崩
御
年

(

前
５
１
１)

よ
り
１
２
３
５
年

(

一
九
年
×

65)26
代
継
体
崩
御
年

(

５
３
４
＝
或
本)

よ
り
１
９
０
年

(

一
九
年

×
10)

39
代
天
武
崩
御
年

(

６
８
６)

よ
り
38
年

(

一
九
年
×
２)

こ
こ
ま
で
、『
書
紀』

を
完
成
さ
せ
た
時
代
の
天
皇
方
の
例
を
挙
げ

ま
し
た
。
し
か
し
、
驚
く
こ
と
で
す
が
、『

書
紀』

が
完
成
し
た
後
の

― ― ( )147 8



７
２
４
年
に
即
位
し
た
聖
武
天
皇
の
場
合
を
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。明

ら
か
に

『

書
紀』

は
、
天
武
時
代
を
離
れ
て
元
明
、
元
正
の
女
帝

時
代
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
は
第
三
章
で
触
れ
る
、
皇
祖

神
と
し
て
の
女
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
出
現
が
８
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
す
る
よ
う
で
す
。

『

書
紀』

の
紀
年
構
成
の
、
右
の
よ
う
な
組
み
立
て
方
を
通
し
て
、
わ

が
国
最
初
の
史
書
に
、『

書
紀』

完
成
期
の
天
皇
方
は
、
自
分
た
ち
の

存
在
を
も
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の

構
成
法
は
、
そ
の
天
皇
方
の
自
己
主
張
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
関
係
を
創
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
と
し
て
の
意
識
の

あ
り
方
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
一
九
年
と
い
う

太
陽
の
暦
の
上
で
の
回
帰
の
年
数
を
用
い
て
、
自
分
た
ち
を
先
行
天
皇

た
ち
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
は
、
太
陽
霊
の
保
持

者
で
あ
り
、
古
代
か
ら
同
一
の
神
霊
の
継
承
者
で
あ
る
の
だ
と
い
う
天

皇
思
想
と
信
仰
と
を
見
せ
て
い
る
の
で
す
。

右
に
挙
げ
た
の
は
、
一
九
と
い
う
聖
数
で
し
た
が
、
他
に
も
天
皇
家

の
聖
数
が
あ
る
の
で
す
。
従
っ
て
、『

書
紀』

完
成
期
の
天
皇
方
か
ら
、

そ
の
複
数
の
聖
数
線
が
先
行
天
皇
た
ち
へ
向
か
っ
て
引
か
れ
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

『

書
紀』

の
紀
年
構
成
は
創
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
天
皇
が
信
仰
し
た
聖
数
に
よ
る
関
係
線
を
考
察
の
基
本
に
置
か
な

い
と
古
代
の
全
貌
は
解
明
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
。

最
初
に
、
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
の
、
今
ま
で
の
い
く
つ
も
の
意
見
を

紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
、
後
述
と
し
た
７
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。

７
番
目
の
意
見
は
、｢

旧
暦
で
は
お
よ
そ
二
十
年
、
正
確
に
は
十
九

年
七
か
月
に
一
度
、
十
一
月
一
日
と
冬
至
が
重
な
る

｢

朔
旦
冬
至｣

が

あ
る
暦
法
に
よ
る｣

、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
小
論
に
近
い
視
点
で
す
。

た
だ
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、｢

十
九
年
七
閏
法｣

は
、
一
九
年
と
７
か

月
と
い
う
、
お
よ
そ
20
年
で
は
な
く
て
、
一
九
年
の
間
に
７
回
の
閏
月

を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
年
数
と
し
て
は
一
九
年
な
の
で
す
。

(

尚
、
古
代
暦
を
考
え
る
時
、
必
ず
問
題
に
な
る

｢

紀
元
〇
年｣

に

つ
い
て
は
、
小
著

『

古
代
天
皇
と
聖
数
ラ
イ
ン』

＝
河
出
書
房
新
社
、

２
０
０
７
年
に
お
い
て
、
詳
し
く
検
討
を
加
え
て
い
ま
す)

天
上
へ

古
く
は
満
一
九
年
ご
と
、
つ
ま
り
20
年
目
に
行
わ
れ
て
い
た
遷
宮
の

式
年
の
意
味
が
理
解
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
天
皇
霊
は
太
陽
と
同
じ
く

一
九
年
ご
と
に
復
活
・
再
生
す
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

そ
こ
で
も
う
一
度
、
皇
大
神
宮

(

内
宮)

の
遷
宮
が
始
ま
っ
た
６
９

０
年

(

持
統
即
位
年)

と
い
う
年
次
に
注
意
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
う

し
て
こ
の
年
に
遷
宮
の
第
１
回
目
が
執
り
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
勢
神
宮
の
祭
儀
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
天
照
大

神
を
始
め
と
し
た
祖
霊
で
し
ょ
う
、
伊
勢
は
宗
廟
で
す
か
ら
。
そ
う
思
っ

て
、
持
統
即
位
年
の
６
９
０
年
を
一
九
年
ご
と
に
遡
っ
て
み
る
と
、
神

武
天
皇
の
即
位
年
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
次
の
関
係
で
す
。

神
武
即
位
年(

前
６
６
０)

↓
１
３
５
０
年(

満
１
３
４
９
年
目
＝

一
九
年
×
71)

↓
持
統
即
位
年

(

６
９
０)

神
武
、
持
統
の
両
天
皇
の
即
位
日
は
、
１
月
１
日
で
す
か
ら
満
１
３

４
９
年
で
す
。
一
日
も
ず
れ
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
関
係
は
、
遷
宮
の

祭
儀
が
神
武
即
位
年

(

紀
元)

に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
加
え
て
、
高
千
穂
の
峯
か
ら
降
り
て
き
た
神
武
を
通
し
て

天
上
の
天
照
大
神
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
し
ょ

う
。こ

こ
ま
で
、
式
年
の
意
義
を
探
り
、
遷
宮
は
、
本
来
は
満
一
九
年
ご

と
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
遷
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宮
は
、
満
一
九
年
目
に
再
生
し
た
太
陽
神
を
、
新
た
な
社
殿
に
お
迎
え

す
る
祭
儀
で
あ
っ
た
の
で
す
。

歴
史
を
振
り
返
え
る
と
、
過
去
の
式
年
遷
宮
は
、
そ
の
発
生
期
か
ら

鎌
倉
時
代
を
通
し
て
長
い
間
、
１
回
か
ら
34
回
目
ま
で
は
、
満
一
九
年

ご
と
の
太
陽
の
回
帰
・
再
生
へ
の
信
仰
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
も
式
月
式
日
ま
で
決
め
ら
れ
て
守
ら
れ
て
い
た

の
で
す
。

式
年
遷
宮
は
、
そ
の
日
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
儀
式
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
の
日
こ
そ
原
初
に
回
帰
で
き
る
日
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

原
初
、
そ
れ
は
神
武
天
皇
が
建
国
を
し
た
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
天
皇
霊
は
、
そ
の
原
初
に
還
る
こ
と
で
原
初
の
霊
力
を
得
て
、

再
び
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る
の
で
す
。

さ
て
、
原
初
に
か
え
る
、
始
原
に
か
え
す
、
こ
の
意
義
が
理
解
さ
れ

た
ら
、
既
に
持
統
時
代
に
は
、
大
寺
院
を
建
て
る
技
術
が
あ
っ
た
の
に

ど
う
し
て
萱
葺
屋
根
の
掘
っ
立
て
柱
の
建
物
を
造
っ
た
の
か
、
そ
し
て

現
代
に
至
る
ま
で
そ
の
建
て
方
に
固
執
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
納

得
が
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
原
初
と
同
じ
空
間
を
設
け
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

神
宮
の
神
明
造
り
の
社
に
出
会
う
時
、
わ
た
く
し
ど
も
も
、
原
初
の

時
代
と
空
間
の
神
秘
性
の
中
に
い
る
の
で
す
。

式
月
式
日
に
つ
い
て

次
に
式
月
式
日
の
問
題
で
す
。

穀
霊
と
考
え
ら
れ
た
天
皇
は
、
毎
年
、
そ
の
年
の
新
穀
を
天
神
地
祇

へ
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
神
嘗
祭

(

か
ん
な
め
さ
い)

と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
神
宮
で
の
最
も
重
要
な
祭
儀
で
、
皇
祖
神
に
天
皇

が
初
穂
を
捧
げ
て
行
わ
れ
る
感
謝
祭
で
す
。
そ
の
日
が
、
９
月
16
日
で

し
た
。
遷
宮
の
祭
儀
は
、
一
九
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
神
嘗
祭
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
遷
宮
は
大
神
嘗
祭
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

『

延
喜
式』

に
、｢

十
六
日
祭

二
度
会
宮

一
。
十
七
日
祭

二
太
神
宮

一 ｣

と
あ
り

ま
す
。
現
在
こ
の
祭
儀
は
、
明
治
の
神
宮
改
革
で
、
10
月
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
神
嘗
祭(

遷
宮)

が
ど
う
し
て
９
月
16
日
に
決
ま
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
秋
の
そ
の
時
期
に
早
生
の
新
穀
が
収

穫
さ
れ
る
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
月
の
満
月
の
時
だ
か
ら
と
い
う
答
え
は

正
解
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
16
日
な
の
か
と
、
も
う
ひ
と
つ

念
を
押
し
て
考
え
て
み
ま
す
。

『

書
紀』

を
見
て
い
き
ま
す
と
、
９
月
16
日
に
当
た
る
日
付
で
、
次
の

よ
う
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。
10
代
天
皇
崇
神
の
十
二
年

(

前
86)

の
記

事
で
す
。

始
め
て
人
民

お
ほ
み
た
か
ら

を
校

か
む
が

へ
て
、
更
に
調

役

み
つ
き
え
だ
ち

を
科
す
。
此
を
男
の

弭

調

ゆ
は
ず
の
み
つ
き

、
女
の
手

末

調

た
な
す
え
の
み
つ
き

と
謂
ふ
。
是
を
以
て
、
天
神
地
祇
共
に
和に

享こ

み
て
、
風
雨
時
に
随
ひ
、
百

穀

も
も
の
た
な
つ
も
の

用も

て
成
り
ぬ
。

家
い
へ
い
へ

給つ

ぎ

人
ひ
と
び
と

足
り
て
、
天
下
大
き
に

平
た
ひ
ら
か

な
り
。
故
、
称
し
て
御
肇
国
天
皇

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

と

謂ま
う

す
。

右
に
よ
る
と
、
国
は
う
ま
く
治
ま
り
人
民
は
満
ち
足
り
た
。
そ
こ
で

崇
神
は
、
は
じ
め
て
の
天
皇
を
名
乗
っ
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
名
乗
っ
た
名
前
が
、
な
ん
と
神
武
天
皇
と
同
じ

｢

は
つ
く
に
し
ら

す
す
め
ら
み
こ
と｣

な
の
で
す
。｢

初
め
て
こ
の
国
を
治
め
た
天
皇｣

と
い
う
の
で
す
。
日
本
の
歴
史
で
は
、
初
代
の
天
皇
は
神
武
で
あ
る
の

に
、
こ
こ
で
は
崇
神
が
初
め
て
国
を
治
め
得
て
、
そ
こ
で
初
代
天
皇
と

名
乗
っ
た
と
あ
る
の
で
す
。

こ
の
ふ
た
り
の
初
代
天
皇
の
存
在
は
、
単
純
に
矛
盾
な
ど
と
し
て
片

づ
け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
学
説
と
し
て
、
日
本

の
最
初
の
天
皇
は
崇
神
で
、
歴
史
を
遡
っ
て
初
代
天
皇
を
設
定
す
る
時

に
、
崇
神
の
行
跡
を
分
け
て
も
ら
っ
て
神
武
天
皇
像
が
で
き
た
の
だ
、
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と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
初
代
崇
神
天
皇
が
建
国
を
意
味
す
る

天
皇
宣
言
を
な
し
た
そ
の
日
と
一
致
し
て
神
宮
の
祭
儀
が
始
っ
た
可
能

性
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

わ
た
く
し
に
は
、
遷
宮
の
日
時
と
、
崇
神
の
初
代
天
皇
の
名
乗
り
の

日
と
の
重
な
り
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

点
は
、『

書
紀』
の
成
長
史
、
つ
ま
り
日
本
の
歴
史
を
上
代
へ
の
引
き

伸
ば
し
て
い
っ
た
問
題
と
重
ね
て
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
の

よ
う
で
す
。

第
二
章

外
宮
の
歴
史
的
意
義

式
月
式
日
の
９
月
16
日

遷
宮
は
、
持
統
天
皇
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
鎌
倉

末
ま
で
の
６
０
０
年
以
上
の
間
、
一
九
年
ご
と
の
９
月
16
日
と
い
う
、

式
年
・
式
月
式
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
迄
、
遷
宮
は
ど
う
し
て

20
年
ご
と
な
の
か
は
話
題
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
９
月
16
日
と
い

う
式
月
式
日
の
こ
と
は
、
誰
ひ
と
り
問
題
点
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
日
は
、
崇
神
天
皇
が

｢

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら

み
こ
と｣

を
名
乗
っ
た
日
と
重
な
る
こ
と
を
前
章
に
書
き
ま
し
た
。

式
月
式
日
の
９
月
16
日
が
、
崇
神
天
皇
の
初
代
天
皇
の
宣
言
の
日
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
遷
宮
自
体
が
崇
神
の
建
国
記
念
日
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

『

延
喜
式』

に
よ
る
と
、
９
月
16
日
は
外
宮
の
祭
日
で
し
た
。
内
宮
は

次
の
17
日
で
し
た
。
現
在
で
は
、
遷
宮
は
、
内
宮
と
外
宮
は
別
の
日
に

行
い
ま
す
が
、
毎
年
の
神
嘗
祭
で
は
、
外
宮
が
10
月
15
日
夜
か
ら
16
日

朝
ま
で
、
内
宮
が
16
日
夜
か
ら
17
日
朝
ま
で
で
す
。
外
宮
が
先
に
祭
り

を
行
い
ま
す
。
こ
の
順
序
は
、｢

外
宮
先
祭｣

と
言
わ
れ
て
、
不
思
議

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

右
に
挙
げ
た
式
月
式
日
と
崇
神
天
皇
の
初
代
天
皇
宣
言
、
そ
れ
に

｢

外
宮
先
祭｣

の
あ
り
様
は
、
内
宮
と
外
宮
と
の
関
係
、
特
に
外
宮
の

本
来
の
姿
へ
の
考
察
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

外
宮
の
本
質
に
つ
い
て
の
追
尋
は
、
今
は
、
専
門
家
で
も
ほ
と
ん
ど
放

棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
外
宮
の
存
在
自
体
が

不
可
解
な
世
界
に
あ
り
ま
す
。

遷
宮
は
、
か
つ
て
は
９
月
16
日
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
を
糸
口
に
、
外
宮
が
ど
う
し
て
創
祀
さ
れ
た
の
か
。
外
宮
の
第
１
回

遷
宮
が
ど
う
し
て
６
９
２
年
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題

を
扱
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
初
代
天
皇
と
名
乗
っ
た
の
は
崇
神
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

『

書
紀』

の
記
述
を
通
し
て
確
認
し
、
こ
の
地
上
の
皇
祖
崇
神
と
と
も

に
天
上
の
皇
祖
神
と
を
祭
っ
た
の
が
外
宮
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
き
ま
す
。

『

日
本
書
紀』

の
成
長
史

神
宮
の
成
立
は

『

書
紀』

成
立
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。
天
武

時
代
か
ら
女
帝
の
元
明
・
元
正
時
代
の
間
の
40
数
年
の
間
で
す
。『

書

紀』

を
よ
く
読
む
こ
と
で
神
宮
の
本
姿
を
尋
ね
る
、
と
い
う
の
が
神
宮

理
解
法
の
基
本
の
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
、
簡
単
に

『

書
紀』

の
成
長
史

を
、
ま
ず
ま
え
が
き
風
に
書
い
て
お
き
ま
す
。

『

書
紀』

が
一
回
だ
け
の
編
纂
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
記
述
の
中
で
の
矛
盾
も
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、『

書
紀』

は
、

７
２
０
年
に
一
度
で
完
成
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
完
成
ま
で

に
は
幾
段
階
か
の
改
変
、
加
筆
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。
先
学
た
ち
は
、

｢

原
書
紀｣
ま
た

｢

和
銅
日
本
紀｣

な
ど
と
呼
称
し
て
、
現
在
の

『

書

紀』

の
前
に
先
行
す
る
史
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
わ
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た
く
し
は
、『

書
紀』

の
成
長
過
程
と
し
て
、
基
本
的
に
三
つ
の
段
階

を
考
え
て
い
ま
す
が
、
神
宮
の
歴
史
も
、
そ
の

『

書
紀』

の
成
長
史
と

深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
三
つ
の
段
階
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。『

書
紀』

作
成

は
、
天
武
十
年
条

(

６
８
１)

に

｢

帝
紀
お
よ
び
上
古
の
諸
事
を
記
し

定
め
た
ま
ふ｣
と
あ
る
よ
う
に
、
天
武
天
皇
の
発
案
が
ま
ず
あ
っ
て

｢

定
め
な
さ
っ
た｣
の
で
す
。
そ
の
段
階
で
の

｢

天
武
書
紀｣

で
初
代

天
皇
を
名
乗
っ
た
の
が
崇
神
で
あ
り
、
こ
の
天
皇
が
皇
祖
と
し
て
、
伊

勢
に
祭
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、『

書
紀』

は
、
天
武
の
時
点
よ
り
も
約
40
年
も
後
、
天
皇

代
で
数
え
て
も
４
代
も
後
の
元
正
天
皇
の
７
２
０
年
に
完
成
し
て
い
ま

す
。
そ
の
約
40
年
も
の
間
の
４
代
の
天
皇

(

家)

の
思
惑
を
映
し
て
、

古
代
史
は

｢

天
武
書
紀｣

か
ら
現
在
わ
れ
わ
れ
が
目
の
前
に
置
く

『

書

紀』

へ
と
成
長
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
初
代
を
名
乗
っ
た
崇
神

天
皇
よ
り
も
前
に
、
さ
ら
に
上
古
代
史
が
あ
っ
た
と
し
て
、
古
い
歴
史

が
架
上
さ
れ
、
神
武
天
皇
を
初
代
と
し
て
欠
史
八
代
と
呼
ば
れ
る
天
皇

た
ち
が
加
え
ら
れ
て
く
る
の
で
す
。
神
武
天
皇
を
誕
生
さ
せ
た
の
は
元

明
天
皇
で
す
。
そ
れ
は
元
明
と
い
う
諡
号

(

贈
り
名)
が
、
わ
が
国
の

｢

紀
元｣

を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
け
ば
容

易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
後
、
元
正
に
よ
っ
て
、
紀
元
は

正
さ
れ
て
少
し
動
く
の
で
す
。
元
正
天
皇
の
諡
号
は
、
紀
元
を
正
し
た

と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
元
明
、
元
正
の
諡
号
は
、｢

天
武
書
紀｣

の
次
に

｢

元
明
書
紀｣

と
呼
べ
る
も
の
が
出
来
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も

更
に
改
訂
を
加
え
ら
れ

｢

元
正
書
紀｣

つ
ま
り
現
在
の

『

書
紀』

が
完

成
し
た
と
い
う
過
程
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
。

日
本
の
古
代
史
は
、
現
在
の

『

書
紀』

の
姿
と
な
り
、
初
代
の
神
武

天
皇
が
紀
元
前
６
６
０
年
に
即
位
し
た
と
し
て
定
着
し
ま
す
。
そ
し
て

新
た
な
皇
祖
神
武
と
天
上
の
天
照
大
神
と
を
新
た
に
祭
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
が
現
在
の
内
宮
で
す
。

歴
史
は
正
史
と
な
っ
た

『

書
紀』

の
記
述
に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い

き
ま
す
。
神
武
に
初
代
の
輝
き
を
と
ら
れ
た
崇
神
は
10
代
の
天
皇
と
な

り
、
主
役
を
降
り
た
の
で
す
。
同
時
に
、
初
代
崇
神
を
祭
っ
た
神
宮

(

外
宮)

が
遷
宮
祭
儀
の
主
役
か
ら
脇
役
へ
と
変
質
し
て
い
く
の
で
す
。

し
か
し
、『

書
紀』

完
成
よ
り
も
前
に
、
天
武
の
意
向
で
す
で
に
始
ま
っ

て
い
た
皇
祖
の
祭
祀
を
消
す
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
両
宮
と
し
て
１
３
０

０
年
も
の
長
き
期
間
、
そ
の
神
祭
り

(

遷
宮)

を
続
け
て
き
て
い
る
の

で
す
。

い
や
、
そ
こ
に
は
、
第
三
章
で
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
内
宮

(

女
神)

と
外
宮

(

男
神)

と
い
う
陰
陽
相
和
す
と
い
う
思
想
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

右
の
よ
う
な
見
解
は
今
ま
で
に
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
疑
問
と
す
る

声
も
出
そ
う
で
す
が
、
外
宮
の
本
来
の
姿
を
探
る
の
に
は
、『

書
紀』

を
十
分
に
読
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、

『

書
紀』

の
完
成
ま
で
は
い
く
つ
か
の
改
定
段
階
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

両
宮
の
創
祀
も
そ
の

『

書
紀』

の
編
纂
過
程
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。

一
点
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『

書
紀』

の
時
間

構
成
の
基
本
に
用
い
ら
れ
た
の
は
暦
数
で
す
。『

書
紀』

は
、
神
代
か

ら
持
統
天
皇
代
ま
で

(『

書
紀』

完
成
時
代
か
ら
見
て
近
代)

の
時
間

を
記
し
て
い
ま
す
。
歴
史
は
、
歴
史
書
を
書
く
現
代
の
事
象
を
正
当
な

も
の
、
当
然
の
姿
と
し
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
番
大
き
な

使
命
を
言
え
ば
、
王
権
の
正
当
性
で
す
。
そ
れ
を
証
明
す
る
に
は
、
王

権
の
系
譜
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
問
題
も
あ
る
の
で
す
。

歴
史

(
時
間)

の
流
れ
も
、
現
代
の
王
権
の
正
当
性
を
証
明
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
史
書
を
作
る
に
は
、
前
代
ま
で
の
史
料
ま
た

古
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
ら
も
多
く
は
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現
代
へ
の
流
れ
の
中
で
正
当
性
を
与
え
ら
れ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
の

作
業
と
し
て
、
上
古
代
の
事
象
を
書
き
連
ね
て
い
く
上
で
、
そ
こ
に
具

体
的
に
日
時
を
付
け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
時
間
を
ど

の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
決
め
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
。現

在
の
古
代
史
研
究
が
行
き
詰
っ
た
の
は
、
こ
の
時
間
の
問
題
を
意

識
に
上
ら
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
歴
史
学
で
は
、
平
安
時

代
の
讖
緯
説

(

辛
酉
革
命
説)

が
生
き
続
け
て
、『

書
紀』

を
革
命
説

で
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
す
。

誤
解
の
始
ま
り

神
宮
の
遷
宮
に
関
し
て

『

書
紀』
は
殆
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。

内
宮
に
つ
い
て
は
、
遷
宮
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
７
世
紀
か
ら
２
０
０
年

以
上
も
遅
れ
る

『

延
喜
式』

(

９
２
７
年)
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
第
１
回
目
の
遷
宮
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
先
に

挙
げ
た
平
安
中
期
の

『

太
神
宮
諸
雑
事
記』

に
よ
っ
て
で
す
。
外
宮
の

方
は
ま
っ
た
く
謎
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
起
源
も
、
主
祭
神
に
つ
い
て

も
、
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。
外
宮
自
身
が
、
わ
が
身

を
探
し
続
け
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
ゲ
ク
ウ
と
い
う
そ
の
呼
び
方
か
ら
問
う
て
み
ま
し
ょ
う
。
わ

れ
わ
れ
一
般
人
が
持
っ
て
い
る
印
象
は
、
や
は
り
内
宮
、
外
宮
と
用
い

て
い
る
、
そ
の
内
と
外
と
い
う
対
称
語
の
影
響
が
大
き
い
で
し
ょ
う
、

内
宮
が
外
宮
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
い
ま
す
。

ま
た
実
際
に
、
内
宮
の
方
は
天
照
大
神
を
祭
り
、
外
宮
は
、
内
宮
の
天

照
大
神
の
食
事
に
奉
仕
す
る
豊
受
大
神
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
点
か
ら
も
、
上
下
の
関
係
の
印
象
を
強
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
般
的
に
、
大
神
宮
の
両
宮
を
ナ
イ
ク
ウ
、
ゲ
ク
ウ
と
呼
び

習
わ
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
呼
称
は
、
実
は
古
く
か
ら
の
も
の
で

は
な
い
よ
う
で
す
。
古
い
記
録
で
は
内
宮
と
い
う
用
語
は
見
当
た
り
ま

せ
ん
。
外
宮
と
い
う
用
語
は

『

古
事
記』

(

天
孫
降
臨
条)

に
一
か
所
、

登ト

由ユ

気ケ

の
神
、
こ
は
外
宮
の
度わ

た

相ら
ひ

に
坐い

ま

す
神
ぞ

と
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
ゲ
ク
ウ
と
読
む
の
で
は
な
く
、
ト
ツ
ミ
ヤ

と
読
む
べ
き
と
こ
ろ
ら
し
い
の
で
す
。
ト
ツ
ミ
ヤ
と
す
る
と
離
宮
を
指

す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
誰
の
離
宮
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

本
居
宣
長
は
、｢

天
照
大
神
の
外
つ
宮｣

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
斎
王

の
離
宮
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
離
宮
と
解
し
て

も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
内
宮
・
外
宮
と
併
記
し
た
例
が
初
め
て
見
え
る
の
は
、
こ

れ
も
両
宮
創
祀
よ
り
２
０
０
年
も
遅
い

｢

西
宮
記
裏
書｣

(

８
９
９
年)

で
す
の
で
、『

古
事
記』

の
外
宮
と
い
う
記
述
そ
の
も
の
に
も
疑
い
が

持
た
れ
、
解
説
書

(｢

新
潮
日
本
古
典
集
成｣)

は
、
こ
の
外
宮
と
い
う

の
は

｢

平
安
前
期
以
後
に
し
か
現
れ
な
い
の
で
、
後
世
の
竄
入
と
し
て

外
宮
の
文
字
を
除
い
た｣

と
注
記
し
て
い
て
、
外
宮
と
い
う
用
字
を
本

文
か
ら
取
り
除
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
内
宮
と
外
宮
と
対
称
的
に
呼

ん
で
い
る
の
は
、
本
来
の
も
の
で
は
な
く
、
後
に
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
解
説
書
を
書
い
た
の
は
、
神

宮
の
学
問
の
本
拠
地
、
伊
勢
の
皇
學
館
大
學
学
長
を
務
め
た
西
宮
一
民

氏
で
す
。

し
か
し
、
本
来
の
呼
称
で
は
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
一
般
的
に
用
い

ら
れ
て
き
た
こ
の
内
と
外
と
い
う
言
葉
に
は
、
価
値
判
断
へ
の
単
純
さ

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
単
純
さ
か
ら
印
象
づ
け
ら
れ
た
主

と
従
と
い
う
誤
解
は
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。

右
に
加
え
て
、
主
と
従
の
印
象
を
決
定
的
に
し
て
い
る
の
は
、
や
は

り
祭
神
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
昭
和
三
年
刊
の
神
宮
司
庁
の

｢

神
宮

要
綱｣

は
、
外
宮
を

｢

天
照
坐
皇
大
神
の
御み

饌け

都つ

神か
み

坐
す
豊
受
大
神
を

奉
齊
せ
る
大
宮｣
と
書
い
て
い
ま
す
。
内
宮
は
天
照
大
神
、
外
宮
は
豊
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受
大
神

(

食
事
に
奉
仕
す
る
ミ
ケ
ツ
神)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
主
神
と
奉
仕
神
と
い
う
の
で
は
や
は
り
格
が
違
い
ま
す
か

ら
、
当
然
に
上
下
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
誰
も
が
感
じ
取
る
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
一
番
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。

｢

神
宮
要
網｣

の
在
り
方
は
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
外

宮
の
主
祭
神
が
不
明
で
あ
る
こ
と
が
真
の
原
因
で
は
あ
り
ま
す
が
、
外

宮
を
ミ
ケ
ツ
神
と
決
め
て
し
ま
っ
た
の
は
、
か
つ
て
内
、
外
二
宮
で
争
っ

て
い
た
頃
の
内
宮
の
態
度
で
あ
り
、
内
宮
は
宗
廟
、
外
宮
は
社
稷

(

土

地
の
穀
物
の
神)

と
し
た
態
度
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し

学
問
的
に
は
、
や
は
り
こ
の
問
題
を
も
扱
わ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い

の
で
す
。

主
従
関
係
で
の
従
神
に
見
ら
れ
た
外
宮
は
、
鎌
倉
時
代
に
盛
ん
に
運

動
を
し
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
初
期
は
、
律
令
制
度
の
崩
壊
と
と
も
に
、

神
宮
の
国
家
の
神
道
と
し
て
の
立
場
も
揺
ら
ぎ
始
め
、
神
宮
も
自
己
主

張
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
な
る
の
で
す
が
、
外
宮
も
自
分
た
ち
の

立
場
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
外
宮
の
古
来
か
ら
の
神
官
で
あ
っ

た
度
会
家
が
説
い
た
神
道
説

(

神
道
五
部
書)

で
は
、
内
宮
に
対
し
て

は
、
外
宮
を
内
宮
と
同
格
の

｢

宗
廟
社
稷
神｣

と
し
て
、
同
じ
く
皇
室

の
御
先
祖
を
祭
祀
し
、
国
家
を
護
る
神
宮
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、｢

外
宮
の
方
が
内
宮
よ
り
も
上
に
位
置
す
る｣

と
ま
で
説
い
て
、
内
宮
へ
の
対
抗
意
識
を
見
せ
て
、
外
宮
の
宗
教
的
な

権
威
を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
の
で
す
。

外
宮
は
豊
受
皇
大
神
宮
と
名
乗
っ
た
の
で
す
が
、
内
宮
は
そ
の
名
乗

り
を
非
難
し
ま
し
た
。
内
宮
は
、
外
宮
の
祭
る
豊
受
神
は
ミ
ケ
ツ
神

(｢

丹
後
国
風
土
記｣

(

逸
文)

に
書
か
れ
た
豊
宇
賀
能
売)

で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
祭
る
外
宮
が
、
天
照
大
神
か
ら
の
天
皇
家
一
統
を
指
す

｢

皇｣

と
い
う
字
を
使
用
す
る
の
は
け
し
か
ら
ん
、
僭
越
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
態
度
で
、
内
宮
上
位
を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

外
宮
の
方
は
、
豊
受
大
神
は
、
天
照
大
神
と
同
格
の
神
で
あ
る
と
か
、

天
照
大
神
を
日
の
神
、
豊
受
大
神
を
月
の
神
と
説
い
た
り
、
火
の
神

(

内
宮)

に
対
し
て
水
の
神

(

外
宮)

と
し
た
り
、
ま
た
、
豊
受
大
神

を
、
天
照
大
神
よ
り
も
上
位
に
あ
る
始
原
神
で
あ
る
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ

シ
ノ
ミ
コ
ト

(

天
御
中
主
尊)

や
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト

(

国
常

立
尊)

と
同
神
と
説
い
た
り
し
ま
し
た
。

天
照
大
神
よ
り
も
上
位
と
言
い
ま
す
か
同
格
の
神
々
が
い
る
よ
う
に

書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
重
要
な
点
で
す
。
一
般
の
知
識
と
し
て
、
天

照
大
神
が
神
話
世
界
で
の
最
高
の
神
と
、
学
校
で
は
習
っ
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
本
当
は
そ
の
説
明
は
ひ
ど
く
略
式
の
も
の
な
の
で
す
。

神
々
の
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る
一
般
常
識
と
違
っ
て
い
る

よ
う
で
、『

古
事
記』

も

『

書
紀』

も
天
照
大
神
よ
り
も
偉
い
と
言
う

べ
き
か
、
天
照
大
神
と
同
格
に
近
い
皇
祖
神
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の

で
す
。
し
か
し
、
天
照
大
神
を
祭
神
と
す
る
内
宮
の
地
位
が
高
ま
っ
て

く
る
と
、
ま
さ
に
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
外
宮
が
い
く
ら
天
照
大
神
よ

り
上
位
の
神
を
祭
っ
て
い
る
と
説
い
て
も
、
そ
の
地
位
を
落
と
し
て
い
っ

た
の
で
す
。
伊
勢
神
道
は
、
外
宮
を
、
内
宮
と
対
等
以
上
の
立
場
で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
の
に
ま
さ
に
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
し
た
の
で
す
が
、

結
局
は
、
戦
国
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
矢
折
れ
、
力
付
き
て
い
っ
た
の

で
す
。

な
ぜ
に
、
外
宮
に
、
そ
の
よ
う
な
内
宮
へ
の
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
の

か
、
い
や
、
対
抗
意
識
が
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
対
等
意
識
以
上
の

上
位
の
権
威
を
主
張
す
る
歴
史
性
が
ど
こ
に
由
来
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
を
近
代
以
降
の
多
く
の
歴
史
家
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努

力
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
も
ま
だ
説
得
力
を
持
ち
得
て

い
ま
せ
ん
。
何
故
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
伊
勢
の
本
質
を
語
る
の
に

必
要
な
史
料
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

今
迄
の
歴
史
研
究
の
方
法
に
も
問
題
が
あ
る
の
だ
と
言
え
ま
す
。
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と
に
角
、
外
宮
の
祭
神
は
豊
受
大
神
と
言
う
の
で
す
が
、
そ
の
豊
受

大
神
の
本
姿
が
全
く
捕
捉
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。
い
や
、
今
ま
で
は
、

豊
受
大
神
の
神
性
の
み
を
追
っ
か
け
て
来
た
の
で
す
が
、
本
当
に
豊
受

大
神
が
外
宮
の
主
祭
神
な
の
か
も
疑
わ
し
く
、
豊
受
大
神
は
、
外
宮
の

本
来
の
主
祭
神
の
ミ
ケ
ツ
神
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。

神
道
学
の
専
門
家
の
間
で
も
、
外
宮
を
単
純
に
内
宮
の
従
属
神
と
し

て
の
見
方
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
た
だ
、
外
宮
の
祭
神
に
つ
い
て

は
相
違
が
あ
っ
て
、
先
の
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ま
た
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ

を
主
祭
神
と
す
る
説
は
強
か
っ
た
の
で
す
。

本
居
宣
長
は
、
外
宮
を
内
宮
よ
り
貶
し
説
く
説
を
強
く
非
難
し
、
外

宮
は
、
天
上
に
お
い
て
天
照
大
神
が
祭
っ
た
ミ
ケ
ツ
神
で
あ
り
、
決
し

て
膳
部
神
な
ど
と
い
う
臣
列
に
置
く
べ
き
で
な
い
事
を
力
説
し
て
い
ま

す(

４)

。
ま
た
最
近
で
は
、
宗
教
学
の
松
前
健
が
、
外
宮
の
社
殿
の
千

木
や
堅
魚
木
の
形
状
が
、
内
宮
が
女
神
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

男
神
を
示
し
て
い
る
点
な
ど
も
挙
げ
て
、
祭
神
は
天
照
大
神
の
御
子
の

オ
シ
ホ
ミ
ミ
で
は
な
か
っ
た
か
と
書
い
て
い
ま
す(
５)

。
岡
田
精
司
は
、

外
宮
の
�
宜
職
を
つ
と
め
た
度
会
氏
の
祖
先
で
あ
る
ア
メ
ヒ
ワ
ケ
ノ
ミ

コ
ト
と
し
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
祭
神
に
つ
い
て
は
右
に
挙
げ
て

き
た
神
々
と
は
違
う
見
解
を
持
つ
の
で
す
が
、
こ
の
外
宮
の
建
築
様
式

か
ら
外
宮
は
男
神
で
は
な
い
か
と
い
う
示
唆
に
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ

て
い
ま
す
。

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

先
に
、
遷
宮
が
９
月
16
日
を
式
月
式
日
と
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、

そ
の
日
が
崇
神
天
皇
の
初
代
天
皇
の
名
乗
り
の
日
と
重
な
る
こ
と
を
書

き
ま
し
た
。
そ
の
点
を
も
う
少
し
書
き
加
え
て
、
確
認
し
ま
す
。

式
月
式
日
と
重
な
っ
て
い
る
９
月
16
日
、
崇
神
の
天
皇
宣
言
は
、

｢

崇
神
紀｣

(

十
二
年
条)

の

｢

秋
九
月
の
甲
辰
の
朔
己
丑｣

に
、
次
の

よ
う
な
内
容
を
書
い
て
い
ま
す
。

人
口
調
査
を
行
い
、
税
な
ど
の
課
役
を
定
め
た
。
天
・
地
・
人
が
相

和
し
、
春
夏
秋
冬
の
四
時
は
順
行
し
て
百
穀
は
実
り
、
家
々
満
ち
足
り
、

人
々
は
満
足
し
て
、
天
下
は
平
和
に
満
ち
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
崇
神
は
、
御
肇
国
天
皇
、
つ
ま
り
初
め
て
こ
の
国
を
治
め
た
天
皇

と
い
う
意
味
の

｢

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と｣

と
名
乗
り
を
し

た
の
で
あ
っ
た
。

と
。
崇
神
天
皇
の
名
乗
り
の
日
を

『

書
紀』

は
、
右
の
よ
う
に

｢

秋
九

月
甲
辰
朔
己
丑｣

と
干
支
で
書
い
て
い
ま
す
。
古
い
史
料
に
拠
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
系
本

『

日
本
書
紀』

は
、
こ
の
日
付
に
つ
い
て

の
頭
注
に
、｢

甲
辰
朔
は
誤
り
。
長
暦
に
よ
れ
ば
こ
の
月
は
甲
戌
朔
、

己
丑
は
16
日｣

と
書
い
て
い
ま
す
。
崇
神
の
天
皇
宣
言
の
日
は
９
月
16

日
で
し
た
。

『

書
紀』

の
暦
日
に
関
す
る
記
述
に
は
幾
か
所
か
に
誤
り
が
あ
り
、
書

き
洩
ら
し
も
あ
り
ま
す
。
右
の
文
で
、
甲
辰
を
甲
戌
と
１
字
を
誤
っ
た

の
は
、
後
世
の
誤
写
の
可
能
性
な
し
と
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
疑
心

暗
鬼
に
な
る
の
で
す
が
、『

書
紀』

は
、
時
に
意
図
的
に
、
事
実
を
ま

た
日
付
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
の
で
す
。
後
に
も
触
れ
ま

す
が
、
外
宮
関
係
の
記
事
は
、
内
宮
を
重
視
す
る

『

書
紀』

の
立
場
か

ら
明
示
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
次
の

｢

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と｣

の
称
号
の
問
題

で
す
。
こ
の
崇
神
天
皇
の
名
乗
り
は
、
な
ん
と
神
武
天
皇
と
同
じ
な
の

で
す
。
漢
字
で
書
け
ば
、

崇
神
天
皇
は

｢

御
肇
国
天
皇｣

神
武
天
皇
は

｢

始
馭
天
下
之
天
皇｣

と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
右
の
二
つ
を
全
く
同
じ
に

｢

は
つ
く
に
し
ら

す
す
め
ら
み
こ
と｣

と
読
む
事
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

例
え
ば
、
神
武
は

｢
は
じ
め
て
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
す｣

と
称
え
た
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と
す
べ
き
で
あ
る
と
読
み
も
出
て
い
ま
す
。
初
代
天
皇
が
二
人
い
る
の

で
は
困
る
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
右
の

二
つ
の
字
面
が
示
す
の
は
、
疑
い
な
く
初
代
天
皇
の
意
味
で
す
。
日
本

の
歴
史
上
に
初
代
天
皇
が
二
人
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
こ
も
先
学
た
ち
が
悩
ん
で
き
た
問
題
で
、
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が

出
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
神
武
の
場
合
は
、
古
い
原
始
的
な
国
を
意

味
し
て
の
初
代
で
あ
り
、
崇
神
の
場
合
は
、
国
家
形
成
の
規
模
を
思
わ

せ
、
国
家
統
一
と
い
う
意
味
で
の
初
代
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
解
釈
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
王
朝
論
と
の
関
係
で
も
説
明
し
た
視
点
も
あ
り
ま
し
た
。
王

朝
交
代
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
の
初
代
天
皇
で
あ
ろ
う
と
。
歴

史
上
、
確
か
に
王
権
交
代
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
日
本
開
闢
以
来
の

天
上
か
ら
一
系
を
説
く

『

書
紀』

が
、
小
王
朝
の
交
替
ら
し
い
も
の
は

認
め
て
も

(

６)

、
あ
か
ら
さ
ま
に
天
皇
王
朝
そ
の
も
の
の
交
代
を
伺
わ

せ
る
よ
う
な
痕
跡
を
残
す
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、『

古
事
記』

を
見
て
み
る
と
、
崇
神
天
皇
に
の
み

｢

所

知
初
国
之
御
真
木
天
皇｣

と
あ
り
、
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
シ
メ
シ
シ
ミ
マ
キ

ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
読
ん
で
い
ま
す
。
ま
た

『

常
陸
国
風
土
記』

(

香

島
郡)

も
、｢

初
国
所
知
美
麻
貴
天
皇｣

と
、
や
は
り
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ

シ
シ
ミ
マ
キ
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
で
す
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
察
し
て
、

崇
神
が
初
代
天
皇
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
言
え
ま
す
。

そ
し
て
、
天
皇
系
譜
が
形
成
さ
れ
る
最
終
段
階
で
、
崇
神
へ
の
称
辞
で

あ
っ
た

｢

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と｣

が
神
武
に
移
さ
れ
た
も

の
と
す
る
の
が
専
門
家
の
間
で
の
常
識
な
の
で
す
。

こ
の
二
人
の
初
代
天
皇
の
存
在
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
は

『

書
紀』

の
成
長
史
と
関
係
が
あ
る
と
推
断
し
て
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

崇
神
が
初
代
天
皇
と
宣
言
し
た
の
は
、
天
武
に
意
図
さ
れ
た

｢

天
武

書
紀｣

の
段
階
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、『

書
紀』

は
崇
神
を
10
代
と
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
神
名
で
あ
る

｢

御
肇
国
天
皇｣

は
記
録
に
残

し
て
い
る
の
で
す
。
祖
神
の
尊
名
は
さ
す
が
に
改
変
出
来
な
か
っ
た
と

い
う
事
で
す
。

『

古
事
記』

か
ら
見
た
疑
問
点

『

古
事
記』

(

７
１
２
年
成
立)

を
参
考
に
し
ま
す
。
神
代
か
ら
神
武

へ
、
続
い
て
欠
史
八
代
を
置
き
、
崇
神
へ
と
つ
な
ぎ
、
崇
神
を
現

『

書

紀』

と
同
じ
く
10
代
天
皇
と
し
て
位
置
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
全

天
皇
に
つ
い
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
数
代
の
各
代
の
天
皇
の
宝
算
と

言
わ
れ
る
享
年
と
そ
の
崩
御
時
を
干
支
で
書
き
込
ん
で
あ
り
ま
す
。

崇
神
の
場
合
は
、

｢

壱
百
陸
拾
捌
歳｣

(

戊
寅
年
十
二
月
崩)

(

天
皇
の
御
歳
壱
百も

も

ち
あ
ま
り
陸
拾

む

そ

ち
あ
ま
り
捌
歳

や

つ

ぞ

(

戊
寅
の
年

の
十
二
月
に
崩
り
ま
し
き)

と
あ
り
、
崇
神
天
皇
は
戊
寅
の
年
に
１
６
８
歳
に
て
没
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
が
、『

古
事
記』

が
、
天
皇
の
崩
御

干
支
を
書
き
込
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
崇
神
天
皇
か
ら

『

古
事
記』

記

載
の
最
後
の
天
皇
で
あ
る
33
代
推
古
天
皇
ま
で
で
す
。
初
代
神
武
と
欠

史
八
代
の
９
代
の
天
皇
に
は
宝
算
は
書
き
込
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

崩
御
干
支
が
書
き
込
ん
で
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
重
要
な
初
代
の
神
武
天

皇
に
も
書
き
込
ん
で
あ
り
ま
せ
ん
。

崩
御
時
の
干
支
の
書
き
込
み
が
あ
る
の
は
、
何
故
に
10
代
の
崇
神
か

ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
史
料
が
あ
っ
た
か
ら
と
推
測
し
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
神
武
天
皇
か
ら
開
化
天
皇
ま
で
の
上
古
代

９
代
の
天
皇
に
関
し
て
は
書
け
な
か
っ
た
の
は
資
料
が
な
か
っ
た
か
ら

で
し
ょ
う
。
こ
の
時
期
、
歴
史
造
り
の
進
行
中
で
、
上
古
代
の
年
数
取

り
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
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そ
れ
に
も
う
１
点
。
注
目
す
べ
き
は
、
各
代
天
皇
の
宝
算
の
部
分
が

大だ
い

字じ

で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
右
の

｢

壱
百
陸
拾
捌
歳｣

の
部
分

で
す
。
大
字
と
は
、
壱
、
貮
、
参
、
肆
と
い
う
漢
数
字
の
こ
と
で
す
。

太
安
万
侶
は
、
天
皇
崩
御
に
関
す
る
数
字
を
、
一
、
二
、
三
、
四
で
は

な
く
て
大
字
で
書
い
た
の
で
す
。
一
、
二
、
三
な
ど
で
は
書
き
直
し
が

容
易
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
の
大
字
は
書
き
直
し
が
利
き
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
安
万
侶
は
書
き
直
し
の
利
か
な
い
大
字
で
書
い
て
い
る
の
で
す
。

わ
た
く
し
は
、
こ
の
大
字
に
、
安
万
侶
の
怒
り
に
近
い
反
骨
精
神
を
感

じ
取
り
ま
す
。
書
き
直
し
さ
れ
る
こ
と
を
安
万
侶
は
心
配
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
、
書
き
直
さ
れ
る
状
況
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

実
際
に
、
崇
神
の
場
合
は
、
彼
が
記
し
た
崇
神
１
６
８
歳
没
が
、
８
年

後
の

『

書
紀』

で
は

｢

時
に
年
百
二
十
歳｣

、
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。三

つ
の

｢

書
紀｣

太
安
万
侶
は
、
古
代
天
皇
の
宝
算
や
崩
御
年
を
記
す
時
に
、
そ
の
年

数
を
個
人
的
に
勝
手
に
書
き
込
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

彼
は
拠
る
べ
き
史
料
を
手
元
に
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
安
万
侶
が
見
た

資
料
は
、
基
本
的
に
２
種
類
の
史
料
と
推
測
で
き
ま
す
。

１
、
崇
神
天
皇
を
初
代
と
し
た
も
の
。

２
、
崇
神
天
皇
を
10
代
に
お
い
た
も
の

(

神
武
よ
り
９
代
の
天
皇
方
の

崩
御
干
支
を
欠
い
た
も
の)

。

の
２
種
類
で
す
。
１
は

｢

天
武
書
紀｣

、
２
は

｢

元
明
書
紀｣

に
近
い

資
料
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１
に
つ
い
て

安
万
侶
は
、
天
武
が
史
書
編
纂
を
命
じ
た
天
武
十
年
に
は
、
25
、
26

歳
で
し
た
。
彼
は
、
壬
申
の
乱
時
に
ま
だ
大
海
人
皇
子
で
あ
っ
た
天
武

の
姿
を
見
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
安
万
侶
の
周
辺
に
は
、｢

天

武
書
紀｣

の
資
料
提
供
者
が
多
く
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
は
、
大
海

人
皇
子
の
乳
母
を
出
し
、
皇
子
の
養
育
に
当
た
っ
た
と
さ
れ
る
太
氏
一

族
の
出
で
す
。
天
武
は
、
壬
申
の
乱
の
時
に
、
吉
野
を
出
て
直
線
的
に

太
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
東
海
地
方
を
頼
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
に
本
陣
を

構
え
て
い
ま
す
。
伊
勢
地
方
か
ら
関
東
の
方
に
か
け
て
は
磯
部
氏
、
伊

勢
氏
、
太
氏
、
尾
張
氏
さ
ら
に
安
曇
族
な
ど
海
部
族
が
大
勢
力
を
張
っ

て
い
た
地
方
で
し
た
。
天
武
と
太
氏
と
は
そ
の
よ
う
な
関
係
で
す
か
ら
、

安
万
侶
は

｢

天
武
書
紀｣

を
完
成
さ
せ
る
べ
き
資
料
に
触
れ
る
機
会
は

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
尚
、
参
考
で
す
が
、『

仙
覚
抄』

と
い
う
本
に
引

用
さ
れ
た

｢

土
左
国
風
土
記｣

(

逸
文)

の
中
に

｢

多
氏
古
事
記｣

と

い
う
書
名
が
見
え
ま
す
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
本
を
指
す

の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
太
氏
と

『

古
事
記』

と
の
関
係
の
深
さ
を
思

わ
せ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
る
の
で
、
元
明
天
皇
か
ら

『

古
事

記』

執
筆
の
勅
命
が
安
万
侶
に
下
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

２
の

｢

元
明
書
紀｣

の
周
辺
に
つ
い
て

元
明
天
皇
は
、｢

日
本
紀｣

(

わ
た
く
し
の
云
う

｢

元
明
書
紀｣)

を

一
旦
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
史
書

『

扶
桑
略
記』

の

｢

飯
豊

い
い
と
よ

天
皇
記｣

の
条
に

｢

此
天
皇
。
不

レ
載

二
諸
皇
之
系
図

一
。
但
和
銅
五

年
上
奏
日
本
紀
載

レ
之｣

と
あ
る
の
で
す
。
和
銅
五
年

(

７
１
２
年)

に

｢

日
本
紀｣

が
上
奏
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。『

書
紀』

に
は
飯
豊
天
皇

を
皇
統
譜
に
載
せ
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
中
に
飯
豊
と
い
う

天
皇
は
、
全
く
そ
の
存
在
、
い
や
名
前
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
方
で
す

が
、｢

日
本
紀｣

に
は
そ
の
方
を
天
皇
と
し
て
載
せ
て
い
た
と
い
う
の

で
す
。
伴
信
友
は
、｢

長
等
の
山
風｣

で
、
こ
の

｢

日
本
紀｣

を

｢

和

銅
日
本
紀｣

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
大
友
皇
子
を
天

皇
と
し
て
記
録
さ
れ
た

｢

大
友
天
皇
紀｣

(

壬
申
年
＝
６
７
１)

が
あ
っ

た
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
元
明
天
皇
は
、｢

天
武
書
紀｣

を
引
き
継

い
だ
形
で

｢

日
本
紀｣

を
奏
上
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
い
て
同
じ
年
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に

『

古
事
記』

を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。『

古
事
記』

は
飯
豊
を
抹
殺

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
を
認
め
て
い
た
ら
し
い
跡
は
見
せ

て
い
ま
す
。『

古
事
記』

は
、｢

仁
徳
天
皇
記｣

の
脚
注
に
、
仁
徳
以
降

の
天
皇
の
数
を
19
代
の
天
皇
と
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
、

18
代
の
天
皇
記
し
か
記
し
て
い
ま
せ
ん
。
飯
豊
天
皇
を
削
除
し
た
か
ら

と
思
わ
れ
ま
す
。

飯
豊
女
帝
を
完
全
に
抹
殺
し
た
の
は
、｢

元
明
書
紀｣

の
次
の

｢

元

正
書
紀｣

(

現

『
書
紀』)

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

｢

元
明
書
紀｣

は
正
史
上
か
ら
消
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
断
片
ら

し
い
も
の
は
、『

万
葉
集』

(
巻
一
の
数
首
歌
の
左
注
に
引
用
さ
れ
て
い

る
記
述)

な
ど
に
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
が
、
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た

｢

元
明
書
紀｣

が
書
き
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。『

続
日
本
紀』

を
見
る
と
、
元
明
天
皇
へ
の
奏
上
の
翌
々
年
の
和
銅
七
年

(

７
１
４)

に
は

｢

令
レ

撰
二

国
史

一 ｣

と
あ
り
ま
す
。
国
史
編
纂
の
命
が
出
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
な
ぜ
に
、
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
史
書
の
書
き
換
え
が

命
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
不
備
が
あ
っ
た
と
い
う
事
で

し
ょ
う
が
、
史
書
作
業
場
の
監
督
で
あ
っ
た
藤
原
不
比
等
の
思
惑
も
働

い
て
い
た
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
不
比
等
は
、
自
分
の
血

を
も
受
け
て
誕
生
し
た
首
皇
太
子

(

聖
武
天
皇)

を
、
日
本
の
最
初
の

正
史
に
記
録
し
た
く
な
り
、
天
皇
に
、
史
書
改
撰
を
進
言
し
た
の
だ
と

推
測
し
て
い
ま
す
。

元
明
時
代
か
ら
元
正
時
代
は
、
史
書
編
纂
事
業
の
揺
れ
動
い
た
時
代

で
す
。
神
武
か
ら
開
化
ま
で
の
新
し
い
天
皇
を
誕
生
さ
せ
た
時
代
で
し

た
。
こ
の
時
に
天
皇
間
を
結
ぶ
聖
数
に
よ
る

｢

威
霊
再
生
の
関
係｣

は

組
み
直
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

『

書
紀』

は
持
統
天
皇
ま
で
の
記
録
で
す
が
、
文
武
天
皇
か
ら
聖
武
天

皇
ま
で
の

『

書
紀』

完
成
期
の
天
皇
方
が
、
い
か
に
皇
祖
の
神
々
の
威

霊
を
受
け
継
い
で
即
位
し
て
い
る
か
を
、『

書
紀』

の
紀
年
構
成
の
中

に
組
み
込
ん
で
い
る
か
は
、
前
章
で
一
九
年
関
係
だ
け
の
部
分
を
詳
し

く
見
ま
し
た
。

『

書
紀』

上
の
遷
宮
祭
の
記
録

さ
て
、
遷
宮
の
式
月
式
日
は
、
崇
神
の
天
皇
宣
言
の
９
月
16
日
と
重

な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
事
を
通
し
て
、
遷
宮
の
本
来
の
姿
と
し
て
、

理
解
に
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
の
祭
神
は
崇
神
天
皇
だ

と
書
く
と
、
直
ぐ
に
反
撥
を
食
う
で
し
ょ
う
、｢

伊
勢
の
祭
神
は
天
照

大
神
だ｣

と
。
確
か
に
、
神
宮
は
天
照
大
神
を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
天
照
大
神
が
祭
神
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
天
の
神
と
し
て

語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
宮
は
歴
代
天
皇
た
ち
の
威
霊
の
屯
集
す
る

聖
域
で
も
あ
る
の
で
す
。
伊
勢
は
宗
廟
で
あ
っ
て
神
武
を
初
め
と
す
る

各
代
天
皇
の
み
霊
も
伊
勢
に
還
っ
て
い
る
の
で
す
。

『

万
葉
集』

に
持
統
御
製
の
天
武
挽
歌

(

巻
二
、
１
６
０
番
歌
〜
１
６

２
番
歌)

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
挽
歌
に
は
、
天
武
が
持
統
や
皇
子
た

ち
と
別
れ
て
伊
勢
に
赴
い
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

ど
の
民
族
も
ど
の
氏
族
も
、
始
祖
顕
彰
こ
そ
は
祖
先
崇
拝
の
原
点
で

す
。
天
皇
家
の
場
合
、
天
上
の
神
を
始
祖
と
し
て
い
ま
す
が
、
初
め
か

ら
天
上
の
神
を
始
祖
と
し
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
地
上
の
征

服
王
が
始
祖
の
筈
で
す
。
そ
れ
が
更
な
る
権
力
を
持
っ
て
き
て
、
天
上

の
神
を
始
祖
に
頂
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
天
神
を
獲
得
し
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
地
上
に
、
天
上
に
つ
な
が
る
聖
域
を
創
り
出
す
の
で
す
。

天
照
大
神
は
、
86
年
間
の
流
離
の
後
に

｢

こ
こ
に
居
ら
む｣

と
、
伊
勢

に
定
着
し
た
の
で
す
。
伊
勢
は
地
上
に
あ
っ
て
の
天
上
に
通
じ
る
聖
域

な
の
で
す
。

神
宮
に
は
、
天
照
大
神
だ
け
で
は
な
く
天
神
に
つ
な
が
る
地
上
の
皇

祖
神
を
始
め
と
し
て
、
代
々
の
祖
神
た
ち
の
み
霊
が
屯
集
し
て
い
る
の
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で
す
。

さ
て
、
外
宮
と
崇
神
天
皇
と
の
関
係
を
示
唆
し
た
の
で
す
が
、
わ
た

く
し
は
、
初
代
天
皇
を
宣
言
し
た
崇
神
を
祭
神
と
し
た
外
宮
の
創
建
の

方
が
、
欠
史
八
代
と
共
に
出
現
し
た
神
武
を
祭
神
と
し
た
内
宮
の
創
建

よ
り
早
い
と
見
て
い
ま
す
。

外
宮
の
祭
儀
は
、
第
１
回
目
の
遷
宮
は
６
９
２
年
で
す
が
、
こ
の
年

を
神
霊
更
新
の
時
間
と
し
て
紹
介
し
た
一
九
年
ご
と
の

｢

威
霊
再
生
の

関
係｣

で
一
九
年
前
に
遡
る
と
、
天
武
王
朝
出
発
の
年
、
天
武
即
位
年

と
な
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
に
そ
の
年
を
一
九
年
ご
と

に

｢

威
霊
再
生
の
関
係｣
で
遡
っ
て
い
く
と
、
崇
神
崩
御
年
に
た
ど
り

着
き
ま
す
。

次
の
よ
う
な
関
係
に
な
り
ま
す
。

崇
神
崩
御
年

(

前
30)

⇔

７
０
３
年

(

一
九
年
×
37)

天
武
即
位
年

(

６
７
３)

⇔

19
年

(

一
九
年)

外
宮
、
第
１
回
遷
宮

(

６
９
２)

崇
神
と
天
武
と
は

｢

死
と
再
生｣

の
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、｢

天
武
書
紀｣

で
は
、
次
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

崇
神
天
皇
宣
言
年

(

＝
即
位
年
＝
前
86)

↓
一
九
年
関
係
↓
天
武

即
位
年

即
位
年
と
即
位
年
の
関
係
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
神
宮
の
祭
儀
は
、
国

の
始
ま
り
を
記
念
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
の
初
代
天
皇
の
即

位
年
を
最
高
の
祭
り
の
始
発
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、

｢

天
武
書
紀｣

後
の
史
書
の
改
変
の
せ
い
で
し
ょ
う
。

崇
神
の
天
皇
宣
言
、
つ
ま
り
日
本
建
国
の
年
が
前
86
年
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
と
し
て
い
る
神
武
の
建
国
の
年

(

前
６
６

０)

と
比
べ
て
６
０
０
年
近
く
も
短
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ

で
は
日
本
の
古
代
史
は
貧
弱
に
な
っ
て
し
ま
う
と
心
配
す
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
建
国
の
歴
史
は
短
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
先
行
し
た
朝
鮮
半
島
三
国
の
史
書

『

三
国
史
記』

を
参
照

し
て
み
ま
す
と
、
三
国
の
建
国
の
年
は
、
新
羅

(

前
57
年)

、
高
句
麗

(

前
37
年)

、
百
済

(

前
18
年)

と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
建
国
の
年

を
前
86
年
と
し
て
も
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
中
で
は
、
十
分
座
り
心
地

の
良
く
配
慮
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

次
に
、
内
宮
と
外
宮
の
実
際
の
遷
宮
祭
儀
の
実
施
に
つ
い
て
、
検
討

を
加
え
ま
す
。

外
宮
の
場
合

第
１
回
目
の
遷
宮
年

(

持
統
六
年
＝
６
９
２)

に
は
、『

書
紀』

に
、

は
っ
き
り
と
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際

に
、
三
輪
山
の
太
陽
神
を
祭
っ
て
い
た
大
三
輪
氏
の
反
対
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
ま
す
。
こ
の
記
述
は
、『

万
葉
集』

に
も
引
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
壬
申
の
乱
で
忠
臣
で
あ
っ
た
大
三
輪
一
族
の
長
、
中
納
言
の
三

輪
高
市
麻
呂
が
冠
を
解
い
て
、
つ
ま
り
官
職
を
賭
け
て
、
天
皇
の
伊
勢

行
幸
に
反
対
し
た
の
で
す
が
、
持
統
は
高
市
麻
呂
の
諫
言
を
容
れ
ず
に

行
幸
を
強
行
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
見
せ
た
持
統
天
皇
の
意
思
は
極
め

て
強
固
な
も
の
で
し
た
。
彼
女
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
伊
勢
に
行
か
な

け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
す(

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
五
章
に
詳
述)

。

第
２
回
目
の
遷
宮
年

(

７
１
１)

に
も
、
そ
の
３
月
に
、
次
の
よ
う

な
記
事
が

『

続
日
本
紀』

に
出
て
い
ま
す
。

三
月
辛
亥
、
伊
勢
国
の
人
磯
部
祖
父

い
そ
べ
の
お
ほ
ぢ

・
高
志
の
二
人
に
、
姓
を

渡
相

わ
た
ら
ひ

神
主

か
む
ぬ
し

と
賜
ふ
。

神
主
を
決
め
た
の
で
す
。
神
主
を
中
央
か
ら
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
、

伊
勢
土
着
の
磯
部
氏
の
中
か
ら
神
主
を
決
め
て
、
度
相

(

度
会)

神
主

と
姓
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
年
の
９
月
の
遷
宮
祭
に
備
え

て
の
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
第
２
回
目
の
遷
宮
祭
で
は
、
専
属
の
神
主
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も
決
め
ら
れ
、
し
っ
か
り
と
し
た
祭
儀
が
行
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
よ
う

で
す
。
外
宮
の
実
質
の
遷
宮
は
、
こ
の
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
し
て

よ
い
の
で
す
。

内
宮
の
場
合

内
宮
の
第
１
回
目
の
遷
宮
は
、
暦
の
上
の
計
算
で
、
持
統
即
位
年
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
年
に
、
皇
大
神
宮

(

内
宮)

の

遷
宮
祭
が
本
当
に
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

第
１
回
目
の
遷
宮
年
に
当
た
る
６
９
０
年
の
記
録
を
見
ま
す
と
、
そ

の
９
月
に
、
持
統
天
皇
は
紀
伊
国
に
行
幸
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
内
宮

が
存
在
し
て
、
９
月
が
伊
勢
の
遷
宮
の
祭
儀
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
天
皇

は
方
角
違
い
の
紀
伊
国
へ
湯
浴
み
に
行
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
尚
、

内
宮
の
第
１
回
目
の
遷
宮
が
６
９
０
年
で
あ
っ
た
と
記
す

『

太
神
宮
諸

雑
事
記』

は
平
安
中
期

(

１
０
６
９
年
ご
ろ)

に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

も
の
で
す
。

内
宮
の
第
２
回
目
は
、
そ
の
一
九
年
後
の
７
０
９
年
、
元
明
天
皇
の

時
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
年
も

『

書
紀』

完
成
年
よ
り
前
で
す
。
７
０
９
年
と
い
う
年
が
神
武
即
位
年
か
ら
一
九

年
ご
と
の
威
霊
再
生
年

(

遷
宮
年)

に
当
た
る
年
で
あ
る
、
な
ど
と
は

ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
時
で
す
。『

続
日
本
紀』

に
記
録
を
求
め
て

も
伊
勢
関
係
の
記
事
を
ま
っ
た
く
見
出
し
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
第
一

章
で
見
た
よ
う
に
、
内
宮
の
第
３
回
目
の
遷
宮
が
満
一
九
年
目
で
行
う

べ
き
と
こ
ろ
を
、
基
皇
子
の
不
幸
事
で
、
１
年
延
期
さ
れ
、
次
の
第
４

回
目
で
、
満
18
年
目
で
行
っ
て
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
７

０
９
年
に
内
宮
は
あ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
の
こ
ろ

か
ら
は
、
藤
原
氏
が
指
導
し
た
律
令
時
代
に
入
っ
て
お
り
、
祭
政
を
次

第
に
分
離
し
て
い
く
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
の
で
、『

続
日
本
紀』

も
、

祭
儀
の
記
事
を
載
せ
て
い
な
い
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

内
宮
の
創
祀
は
７
０
９
年
、
そ
し
て
実
質
的
な
遷
宮
祭
は
第
３
回
目

の
７
２
９
年
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
、
内
宮
は
外
宮
よ
り
も
前
の
６
９
０
年
に
第
１

回
遷
宮
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
崇
神
と

天
武
と
を
結
ぶ
聖
な
る
ラ
イ
ン
よ
り
も
、
新
し
く
出
来
上
が
っ
た
正
史

『

書
紀』

に
、
つ
ま
り
神
武
の
建
国
記
念
日

(

紀
元)

と
持
統
即
位
年

を
結
ぶ
聖
な
る
ラ
イ
ン
に
拠
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

神
宮
の
遷
宮
創
祀
年
を
、
記
録
上
で
は
外
宮
よ
り
も
早
い
と
こ
ろ
へ

持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

内
宮
の
遷
宮
年
を
設
定
す
る
時
に
、
皇
祖
神
の
祭
儀
が
二
つ
あ
る
の

は
矛
盾
だ
と
し
て
、
外
宮
の
祭
儀
を
止
め
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
外
宮
の

祭
儀
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
絶
対
的
な
権
威
、
天

武
が
始
め
た
外
宮
の
祭
儀
は
、
既
に

｢

宗
廟
社
稷
神｣

と
し
て
の
祭
祀

実
態
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
霊
威
を
さ
す
が
に

打
ち
消
す
、
打
ち
壊
す
な
ど
と
い
う
事
は
と
て
も
と
て
も
で
き
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
も
う
１
つ
。
建
築
面
か
ら
見
て
、
内
宮
の
様
式
が
女
神
を
、

外
宮
の
そ
れ
が
男
神
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
男
神
、
女
神
と
い
う

陰
陽
の
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
万
事
の
摂
理
が
平
衡
を
保
ち
得
る
と
い
う

哲
学
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

外
宮
先
祭

内
宮
と
外
宮
の
関
係
が
、
主
と
従
の
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
、
式
月

式
日
の
問
題
を
発
端
と
し
て
、『

書
紀』

の
成
長
史
を
通
し
て
説
い
て

き
ま
し
た
。
も
う
１
点
、
外
宮
先
祭
の
点
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

外
宮
の
遷
宮
は
、
７
世
紀
末
か
ら
長
い
間
、
内
宮
の
遷
宮
の
２
年
後

に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
本
当
に
、
外
宮

が
内
宮
の
奉
仕
神
で
あ
る
の
な
ら
、
外
宮
の
遷
宮
も
、
内
宮
の
遷
宮
と

時
を
同
じ
く
す
る
の
が
分
か
り
や
す
い
し
、
そ
れ
が
当
然
で
し
ょ
う
。
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い
や
、
奉
仕
す
る
神
の
遷
宮
を
、
そ
れ
も
２
年
の
期
間
を
隔
て
て
行
っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
は
ま
こ
と
に
不
可
解
で
す
。
こ
の
二
つ
の
神
宮
の

遷
宮
は
、
主
神
と
奉
仕
神
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
っ

た
く
別
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
儀
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
す
。
ま

た
、
両
宮
は
、
ま
っ
た
く
対
等
と
い
う
か
、
遷
宮
の
際
の
建
物
な
ど
を

み
て
も
、
主
従
的
な
関
係
を
ま
っ
た
く
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
、
神
宮
の
神
事
の
中
心
で
あ
る
三
節
祭

(

神
嘗
祭
と
６
月
、

12
月
の
月
次
祭)
の
由
貴
大
御
饌

(

ゆ
き
の
お
お
み
け)

と
呼
ば
れ
る

神
饌
供
進
に
し
て
も
、『
延
喜
式』

も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、｢

外
宮
先

祭｣

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
幾
つ
も
の
重
要
な
祭
儀
が
、
豊
受
大
神
宮
の

方
が
先
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。
現
在
で
も
そ
の
外
宮
先
祭
は
続
い

て
い
ま
す
。

外
宮
の
創
祀
の
方
が
古
い
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
と
、
こ
の
日
取
り

も
素
直
に
理
解
さ
れ
ま
す
。｢

外
宮
先
祭｣
も
、
歴
史
的
に
外
宮
の
９

月
16
日
と
い
う
祭
日
も
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
故
に
、
そ
れ
も
変
更
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
後
続
の
内
宮
の
祭
日
が
外
宮
に
合
わ
さ
れ
た
、
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

以
上
、
９
月
16
日
に
神
宮
の
遷
宮
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
合

わ
せ
て
、
こ
の
外
宮
先
祭
の
あ
り
方
も
、
外
宮
の
歴
史
的
な
意
義
を
伝

え
る
も
の
な
の
で
す
。

以
上
、
長
い
間
守
ら
れ
て
い
た
遷
宮
の
式
月
式
日
が
、
崇
神
天
皇
の

建
国
の
年
を
記
念
し
て
い
た
こ
と
、
崇
神
が
、
天
皇
家
の
、
地
上
で
の

祖
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
が

｢

天
武
書
紀｣

の
段
階

に
お
け
る
神
宮

(

外
宮)

の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
外
宮
先
祭
と

い
う
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
創
祀
に
お
い
て
、
内
宮
よ
り
も
外
宮

の
方
が
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、『

書
紀』

の
紀
年
構
成

及
び
そ
の
成
立
事
情
と
照
合
し
な
が
ら
論
じ
ま
し
た
。

(

続
く)

注

(

１)

松
平
乗
昌

『

伊
勢
神
宮』

河
出
書
房
新
社

２
０
０
８
年

(

２)

桜
井
勝
之
進

『

伊
勢
神
宮』

学
生
社

１
９
９
８
年

(

３)

矢
野
憲
一

『

伊
勢
神
宮』

角
川
書
店

２
０
０
６
年

(

４)

本
居
宣
長

｢

伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
辨｣

『

本
居
宣
長
全
集
第
八
巻』

筑
摩
書
房

昭
和
四
十
七
年

(

５)
『

松
前
健
著
作
集
第
三
巻』

お
う
ふ
う

平
成
十
年

(

６)

拙
稿

｢

天
皇
空
位
年
の
研
究｣

『｢

日
本
書
紀｣

紀
年
の
研
究』

お
う

ふ
う

平
成
十
六
年
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[

抄

録]
神
宮

(
伊
勢
神
宮)

の
創
祀
は
古
い
。
そ
れ
故
に
、
多
く
の
事
が
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
特
に
現
在
ま
で
も
続
い
て
い
て
、
国
民
的
な
行
事
と
な
っ
て
い
る
遷
宮
に
つ

い
て
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

神
宮
の
遷
宮
は
20
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
遷
宮
が
20
年
ご

と
な
の
か
に
つ
い
て
は
そ
の
解
答
は
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

記
録
の
上
で
は
、
神
宮
創
祀
か
ら
鎌
倉
末
期
ま
で
の
６
０
０
年
間
、
遷
宮
は
満
19

年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
遷
宮
問
題
を
扱
っ
て
、
今
迄
、
ど
う
し
て
19
年
と

い
う
点
を
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
論
で
は
、
19
年
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
年
数
で
あ
っ
た
か
を
、
ま
ず
論
じ

ま
す
。
19
と
い
う
数
は
、
太
陰
・
太
陽
暦
で
は
、｢

十
九
年
七
閏
法｣

が
示
す
、
太

陽
の
再
生
と
関
わ
る
年
数
で
し
た
。
天
皇
家
は
こ
の
19
と
い
う
数
を
聖
数
と
し
た
の

で
す
。
こ
の
19
と
言
う
聖
数
が

『

書
紀』

の
上
で
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る

か
も
明
ら
か
に
し
ま
す
。

そ
の
上
で
、
式
月
式
日
で
あ
る
９
月
16
日
に
つ
い
て
論
じ
ま
す
。
ま
ず
、
そ
の
日

が

｢

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と｣

を
名
乗
っ
た
崇
神
の
天
皇
宣
言
日
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。

加
え
て
、
そ
の
式
月
式
日
と
さ
れ
た
９
月
16
日
が
外
宮
の
祭
儀
が
行
わ
れ
る
日

(

内
宮
は
そ
の
17
日)

で
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
ど
う
し
て
外
宮
の
方
が
、
崇
神
の

天
皇
宣
言
の
日
と
重
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
神
宮
の
祭
儀
の
中
で
、
最
も
重
要
と
さ

れ
て
い
る
の
か
、
を
論
じ
ま
す
。

論
中
に
、
崇
神
を
初
代
天
皇
と
す
る
歴
史
書

｢

天
武
書
紀｣

の
存
在
を
論
じ
、

『

日
本
書
紀』

の
成
長
史
と
、
伊
勢
の
内
宮
と
外
宮
と
の
関
係
、
特
に
時
間
関
係
を

追
い
、
外
宮
が
内
宮
よ
り
早
い
創
祀
で
あ
り
、
天
武
天
皇
が
祭
っ
た
初
代
崇
神
天
皇

を
地
上
の
皇
祖
神
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
論
及
し
て
い
ま
す
。


