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一
は
じ
め
に

日
本
の
古
代
国
家
の
書
物
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
が

あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
二
つ
の
文
献
を
同
列
に
扱
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
二
つ
の
書
物
に
内
容
上
小
さ
く
な
い
違
い
の
あ
る
こ
と

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
「
日
本
書
紀
」
の
存
在
な
く
し
て
『
古

事
記
」
の
成
立
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
実
際
の
成
立
は
も
ち
ろ
ん
「
古
事

記
』
の
八
年
後
に
な
る
が
、
『
日
本
書
紀
」
は
「
古
事
記
』
の
成
立
に
深

く
関
与
し
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
古

事
記
』
か
ら
『
日
本
書
紀
」
へ
と
い
う
日
本
文
学
史
の
通
説
と
は
異
な

り
、
言
語
表
現
の
歴
史
上
の
こ
と
と
し
て
、
早
く
か
ら
『
日
本
書
紀
』
か

（１１）

ら
「
古
事
記
」
へ
と
い
う
順
序
を
考
え
て
い
た
の
は
呉
哲
男
で
あ
る
。
呉

氏
は
、
日
本
文
学
史
に
お
い
て
、
文
字
表
現
に
よ
っ
て
逆
に
「
口
調
性
」

が
見
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
日
本
書
紀
』
（
文
字
）
に
よ
っ
て

見
出
さ
れ
た
の
が
、
『
古
事
記
』
（
口
調
性
）
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述

べ
て
き
た
。
「
口
調
性
」
に
価
値
を
置
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
「
古
事
記
』

の
存
在
は
、
漢
文
（
文
字
）
で
書
か
れ
た
『
日
本
書
紀
』
を
前
提
と
し
な

け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
も
っ
と
も
な
指
摘

拮
抗
す
る
日
本
の
歴
史
言
説

ｌ
「
氏
文
」
を
視
点
に
文
学
史
を
検
証
す
る
Ｉ

特
集
・
拮
抗
と
流
動
の
古
代
文
学
ｌ
平
安
朝
文
学
の
胚
胎
と
し
て
の
８
世
紀
Ｉ

で
あ
り
、
こ
れ
は
傾
聴
す
べ
き
意
見
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
承
け
て
、
私
は
、
『
古
事
記
』
を
『
日
本
書
紀
』

（２）

に
対
す
る
「
注
釈
」
的
な
行
為
と
し
て
考
え
て
み
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
氏
文
」
で
あ
る
「
古
語
拾
遺
』
に
、
「
古
事
記
』
と
非
常
に
よ
く
似

た
論
理
や
方
法
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
要
は
、
「
古
事
記
』
も
『
古
語

拾
遺
』
も
、
「
日
本
書
紀
』
（
文
字
）
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
言
説
の

産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
『
日
本
書
紀
』

の
存
在
な
く
し
て
両
者
の
成
立
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
国
家
の
書
物
と
氏

族
の
そ
れ
と
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
「
古
事
記
」
も
『
古
語
拾
遺
』
も
成
立

の
現
在
を
強
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
書
物
の
内
容
を
や
た
ら
に
古

い
も
の
と
し
て
、
口
調
時
代
の
遠
い
過
去
に
延
長
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は

正しくない・

前
稿
に
お
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
的
な
営
み
と
し
て
は
、
『
古
事

記
』
や
「
氏
文
」
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
日
本
紀
」
ま
で
射
程

に
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
の
後
、
少
し
く
考
え
を
進
め
る
な

か
で
、
『
古
事
記
』
や
『
古
語
拾
遺
』
な
ど
の
注
釈
的
な
あ
り
様
は
、
実

は
日
本
文
学
史
に
お
い
て
か
な
り
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
、
『
古
語
拾
遺
』
だ
け

飯

田

勇
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で
な
く
他
の
「
氏
文
」
の
問
題
、
「
日
本
紀
講
」
を
め
ぐ
る
問
題
、
「
中
世

日
本
紀
」
の
問
題
、
ま
た
「
国
学
」
に
関
す
る
問
題
、
さ
ら
に
は
、
わ
れ

わ
れ
研
究
者
の
文
字
以
前
の
オ
ー
ラ
ル
な
語
り
に
関
す
る
幻
想
に
至
る
ま

で
、
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
問
題
が
、
日
本
文
学
史
の
底
流
を
ず
っ
と

流
れ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
は
、
日
本
文
学
史
が
中
国
の
文
字
で
あ
る
漢
字

を
も
っ
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
い
わ
ば
漢
字

（
外
国
）
に
よ
る
日
本
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。
漢
字
で
文
章

表
記
を
は
じ
め
た
こ
と
は
、
日
本
文
学
史
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
事

件
で
あ
り
、
ま
た
現
在
で
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
現
代
の
研
究
者
さ
え
も
無
意
識
に
、
こ
の
問
題
を
引
き
ず
っ
て
生

き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
、
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
こ

と
は
、
改
め
て
「
日
本
書
紀
』
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
問
い
直
す
こ
と
に

も
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
「
氏
文
」
を
視
点
と
し
て
歴
史
言
説
の
有

り
様
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
史
に
お
け
る
、
こ
の
よ

う
な
普
遍
的
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
「
氏
文
」
の
記
述
世
界

従
来
、
「
氏
文
」
は
、
神
話
研
究
な
ど
に
お
い
て
、
国
家
の
神
話
で
あ

る
記
紀
と
は
異
な
っ
た
、
独
自
の
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
献
と
し
て

注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
記
紀
の
伝
承
と
比
較
さ

れ
、
そ
れ
ら
に
な
い
「
氏
文
」
の
伝
承
が
貴
重
な
存
在
と
し
て
取
り
出
さ

れ
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究

の
方
法
に
は
十
分
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
と
い
、
フ
の
も
、
い
わ
ゆ
る
「
氏
文
」
は
、
八
世
紀
か
ら
九

世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
氏
族
の
伝
承
を
記
紀
の
時
代
や
そ

れ
以
前
に
想
定
さ
れ
る
氏
族
制
度
の
時
代
に
無
前
提
に
遡
ら
せ
て
考
え
る

（３）

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
こ
と
を
伝
承
論
の
視
点
か

ら
述
べ
れ
ば
、
伝
承
の
共
時
的
な
体
系
を
無
視
し
て
個
々
の
神
話
を
取
り

出
し
、
そ
れ
を
通
時
的
な
視
点
で
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
学
問
的
な
手

続
き
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
を

挙
げ
て
こ
の
問
題
を
考
え
、
本
論
展
開
の
緒
と
し
よ
う
。

大
林
太
良
は
、
記
紀
と
異
な
る
『
古
語
拾
遺
」
独
自
の
神
話
と
し
て
、

松
村
武
雄
の
指
摘
す
る
十
二
項
目
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
に
加
え

（４）

て
さ
ら
に
次
の
二
項
目
を
追
加
し
て
挙
げ
て
い
る
。

一
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
と
造
化
三
神
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
原

初
神
群
を
な
し
、
こ
の
二
群
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
。

二
天
孫
降
臨
段
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
一
三
ギ
の
並
行
降
臨
伝
承
の

痕
跡
が
強
い
こ
と
。

大
林
氏
は
、
項
目
の
一
に
関
し
て
、
「
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
古
語

拾
遺
」
に
あ
ら
わ
れ
た
忌
部
氏
の
神
話
体
系
の
極
め
て
顕
著
な
特
徴
は
、

ム
ス
ビ
神
族
と
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
族
の
並
存
と
い
う
基
本
的
な
パ

ン
テ
オ
ン
の
構
造
と
、
両
神
族
間
の
関
係
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
「
古
語

拾
遺
』
の
冒
頭
部
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
二
種
類
の
神
族
を
比
較
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
ま
ず
、
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
族
と
ム
ス
ビ
神
族
と
が
、
『
古
事
記
」
に
お
け

る
よ
う
な
継
起
関
係
に
お
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
造
化
三
神

が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
祖
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
前
の
段
階
に
出
現
し
た
神
で

あ
る
と
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
両
者
に
そ
の
起
源
に
お
い
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て
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
、
単
に
並
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

のである。

大
林
氏
の
こ
の
よ
畳
フ
な
指
摘
や
認
識
に
、
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
、
フ

か
。
確
か
に
大
林
氏
の
言
う
と
お
り
、
『
古
語
拾
遺
」
で
は
『
古
事
記
』

の
よ
う
に
造
化
三
神
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
祖
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
な
い
し
、
ま
た
、
造
化
三
神
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
よ
り
以
前

に
出
現
し
た
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
ど
う
し

て
、
「
つ
ま
り
、
両
者
に
そ
の
起
源
に
お
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
よ
、
７
に
、

単
に
並
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
つ
な
が

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
林
氏
は
、
「
単
に
並
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」

と
言
い
な
が
ら
も
、
「
並
記
」
に
「
古
語
拾
遺
」
の
積
極
的
な
姿
勢
を
見

て
取
り
、
そ
れ
が
、
「
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
族
」
と
「
ム
ス
ビ
神
族
」

と
い
、
フ
認
識
と
な
り
、
ま
た
、
項
目
の
一
に
掲
げ
る
『
古
語
拾
遺
」
の
独

自
性
の
主
張
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
語
拾
遺
』
は
、
大
林
氏

の
述
べ
る
よ
う
に
、
本
当
に
二
種
の
原
初
神
群
を
並
記
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
改
め
て
、
そ
の
神
話
記
述
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
（５）

い
が
、
「
古
語
拾
遺
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

あ
る

あ
め
っ
ち
ひ
ら
は
じ
め
い
ざ
な
き
い
ざ
な
み

一
い
は
聞
け
り
。
夫
、
開
關
く
る
初
に
、
伊
芙
諾
・
伊
笑
骨
の

み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
し

お
ほ
や
し
ま
の
く
に
ま
た

二
は
し
ら
の
神
、
共
為
夫
婦
た
ま
ひ
て
、
大
八
洲
国
、
及
山
川
草
木

い
や
は
て

を
生
み
ま
す
。
次
に
、
日
の
神
・
月
の
神
を
生
み
ま
す
。
最
後
に
、

す
さ
の
を
の
か
み

な
き
い
さ
つ

素
美
鳴
神
を
生
み
ま
す
。
而
し
て
、
素
美
鳴
神
、
常
に
突
泣
る
こ

し
わ
ざ
す

ひ
と
く
さ

あ
か
ら
さ
ま
に
し
な

と
を
以
て
行
と
為
。
故
、
人
民
を
し
て
天
折
し
め
、
青
山
を

か
ら
や
ま
に

か

ぞ

い

ろ

は

み

こ

と

の

り

変
枯
す
。
斯
に
因
り
て
、
父
母
の
二
は
し
ら
の
神
、
勅
日
し
た
ま

い

ま

し

あ

づ

き

な

ね

の

く

に

か

む

さ

は
く
、
「
汝
、
甚
だ
無
道
し
。
早
に
根
国
に
退
去
り
ま
す
べ
し
」
と

の
り
た
ま
ふ
。

『
古
語
拾
遺
」
の
文
章
の
多
く
が
『
日
本
書
紀
』
に
負
っ
て
い
る
こ
と

は
、
研
究
史
上
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用

し
た
記
述
に
直
接
的
に
続
く
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
暇
乞
い
す
る
た
め
に
ス

あ
め
つ
ち
わ
か
れ

サ
ノ
ヲ
が
昇
天
す
る
条
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
の
前
に
、
「
又
、
天
地
割

ひ
ら判

く
る
初
に
、
天
の
中
に
生
れ
ま
す
神
、
名
は
天
御
中
主
神
と
日
す
。
次

に
、
高
皇
産
霊
神
。
…
…
」
と
い
う
天
地
開
悶
神
話
の
異
伝
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
私
た
ち
は
記
紀
の
記
述
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
つ
い
造
化
三
神

と
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
と
の
関
係
を
考
え
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
『
古

語
拾
遺
」
は
二
つ
の
開
聞
神
話
の
関
係
を
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し

て
、
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
林
氏
の
言
う
よ
、
ブ
に
二
つ

の
天
地
開
關
神
話
を
「
並
記
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
も
し
「
並
記
」
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
何
も
語
っ
て

い
な
い
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
天
地
開
關
神
話
を
対
等
な
関
係
と
し
て
語

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
『
古
語
拾
遺
』
が
こ
こ
で
異
伝

を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
出
自
な
ど
、
斎
部
（
忌
部
）
氏
に
関
係
す

る
伝
承
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
地
開
聞
神
話
自
体

に
興
味
や
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
『
古
語
拾
遺
』
は
二
つ
の

天
地
開
關
神
話
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
『
古
語
拾
遺
』
が
「
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
同
じ

よ
う
に
、
独
自
の
神
話
体
系
を
志
向
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
間
違
い
な

の
だ
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
歴
代
の
天
皇
に
関
し
て
、
神
武
天
皇
の
次
は
第

十
代
の
崇
神
天
皇
に
記
述
が
飛
ん
で
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
よ
う

に
、
『
古
語
拾
遺
』
は
、
記
紀
の
よ
う
に
網
羅
的
・
体
系
的
に
神
話
や
歴

史
を
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
斎
部
（
忌
部
）
氏
に
関

（６）

係
す
る
伝
承
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
古
語
拾
遺
』
と
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記
紀
の
天
地
開
聞
神
話
を
比
較
す
る
こ
と
自
体
本
当
は
無
意
味
な
の
で
あ

り
、
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
古
語
拾
遺
』
の
天
地
開
關
神
話
を
記
紀

と
は
異
な
っ
た
独
自
の
伝
承
と
考
え
る
の
は
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
認
識
で

ある。先
に
引
用
し
た
冒
頭
の
天
地
開
闘
神
話
に
し
て
も
、
「
伊
芙
諾
・
伊
芙

再
の
二
は
し
ら
の
神
、
共
為
夫
婦
た
ま
ひ
て
、
大
八
洲
国
、
及
山
川
草
木

を
生
み
ま
す
」
な
ど
と
、
い
か
に
も
素
っ
気
な
い
書
き
方
で
は
な
い
か
。

記
紀
の
記
述
を
知
っ
て
い
る
私
た
ち
は
、
こ
れ
を
国
生
み
神
話
と
考
え
た

く
な
る
が
、
こ
れ
で
本
当
に
国
生
み
神
話
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
も
よ
い
。
天
地
開
聞
の
す
ぐ

あ
と
最
初
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
現
し
た
よ
う
に
記
述
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
『
古
語
拾
遺
』
が
天
地
開
關
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
出

現
ま
で
の
出
来
事
を
省
略
し
て
い
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
で

き
る
の
か
、
と
。
歴
代
の
天
皇
に
関
し
て
な
ど
、
あ
れ
ほ
ど
省
略
し
た
書

き
方
を
し
て
い
る
一
方
で
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
省
略
が
な
い
と
断
言
で
き

る
の
か
。
『
古
語
拾
遺
』
は
、
記
紀
の
よ
う
な
創
世
神
話
を
書
こ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
記
紀
の
よ
う
な
神
話
や
歴
史
の

体
系
を
志
向
し
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
『
古
語
拾
遺
」
と

記
紀
の
創
世
神
話
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
な

のであった。

実
は
、
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
と
い
う
「
氏
文
」
に
関
し
て
も
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
お
い
て
、

そ
の
中
心
と
な
る
神
話
叙
述
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
書
き
始
め
ら
れ
て

（７）
いつつ。

お
ほ
あ
き
つ
か
み
う
つ
し

い
に
し
へ

右
、
大
明
神
の
顕
く
現
れ
ま
せ
る
ゆ
ゑ
は
、
古
昔
、
天
地
未
だ
割

め

を

ま

る

が

れ

と

り

の

こ

く

く

も

れ
ず
、
陰
陽
分
れ
ざ
る
と
き
、
混
沌
た
る
こ
と
鶏
子
の
如
く
、
漠
津

き

ざ

し

す

あ

色

ら

た

な

び

り
て
牙
を
含
め
り
。
其
の
清
み
陽
か
な
る
者
は
、
薄
廃
き
て
天
と
な

つ

づ

く

は

り
、
重
く
濁
れ
る
者
は
、
滝
滞
き
て
地
と
な
る
に
及
び
て
、
精
し
く

あ
ふ

》」

か
た
ま

妙
な
る
が
合
へ
る
は
樽
ぎ
易
く
、
重
く
濁
れ
る
が
凝
れ
る
は
喝
り
難

-，-）。●●●●●●

住
吉
大
神
の
顕
現
の
次
第
が
、
記
述
の
多
く
を
『
日
本
書
紀
」
の
文
章

に
拠
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
》
フ
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
地
開

聞
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
誕
生
と
結
婚
、
国
生
み
、
黄
泉
国
訪

問
、
イ
ザ
ナ
キ
の
「
祓
除
」
に
よ
る
住
吉
三
神
の
出
現
と
、
「
日
本
書
紀
」

の
文
章
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
な
が
ら
、
住
吉
大
神
の
神
話
が
書
き
進
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
記
紀
の
神
話
を
知
っ
て
い
る
私
た
ち
は
つ
い
両
者
を

比
較
し
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
目
的
は
記
紀
の

よ
う
な
神
話
や
歴
史
を
書
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
両

（８）

者
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
的
外
れ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本

文
が
「
右
、
大
明
神
の
顕
く
現
れ
ま
せ
る
ゆ
ゑ
は
、
…
…
」
と
語
り
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
は
、

あ
く
ま
で
も
住
吉
大
神
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
神
の
活
躍
を
叙
述
し
よ
う

（９）

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
紀
の
よ
う
な
神
話
や
歴
史
を
書
く
こ
と
が
目

的
で
は
な
い
の
で
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
記
述
は
、
こ
の
あ
と
仲
哀

紀
や
神
功
紀
に
飛
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
三
韓
征
討
」
の
段
に
よ
っ
て
住
吉

大
神
の
活
躍
が
書
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
記
紀
の
記
述
に
見
ら
れ
る
、
そ

の
間
の
神
話
や
歴
史
に
関
し
て
は
、
本
書
の
興
味
の
対
象
で
は
な
い
か

ら
、
す
べ
て
省
略
さ
れ
、
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
『
古
語
拾
遺
」
や
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
記
述
の
枠

組
み
は
、
記
紀
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
氏
文
」
は
、
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ま
ず
、
こ
こ
で
『
古
語
拾
遺
』
の
序
文
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
本
書
の

撰
上
者
で
あ
る
斎
部
広
成
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

け
だ蓋

し
聞
け
ら
く
、
「
上
古
の
世
に
、
未
だ
文
字
有
ら
ざ
る
と
き
に
、

き
せ
ん
ら
う
せ
う

あ
ひ
つ
た
ぜ
ん
げ
ん
わ
う
か
う

貴
賎
老
少
、
口
口
に
相
伝
へ
、
前
言
性
行
、
存
し
て
忘
れ
ず
」
と
き

し
よ
け
い
こ
の
か
た
い
に
し
へ
か
た

ふ
く
わ

け
り
。
書
契
よ
り
以
来
、
古
を
談
る
こ
と
を
好
ま
ず
。
浮
華
競
ひ

お
こ

ま
た

わ
ら

へ

興
り
て
、
還
旧
老
を
畷
ふ
。
遂
に
人
を
し
て
世
を
歴
て
弥
新
に
、
事

へ
ん
か
い

こ
じ
つ

を
し
て
代
を
逐
ひ
て
変
改
せ
し
む
。
顧
み
て
故
実
を
問
ふ
に
、
根
源

な

こ

く

し

か

て

ふ

の

を
識
る
こ
と
廃
し
。
国
史
・
家
牒
、
其
の
由
を
載
す
と
錐
も
、
一
二

も

の
委
曲
、
猶
遣
り
た
る
有
り
。
愚
臣
言
さ
ず
は
、
恐
る
ら
く
は
絶
え

せ
う
も
ん
か
が
ふ
ち
く
ふ
ん
の

て
伝
ふ
る
こ
と
無
か
ら
む
。
幸
に
召
問
を
蒙
り
て
、
蓄
憤
を
櫨
く
ま

ほ
り

く
せ
つ
し
る

ま
を
す
こ
と

く
欲
す
。
故
、
旧
説
を
録
し
て
、
敢
へ
て
上
聞
す
、
と
云
爾
り
。

こ
の
文
章
の
後
半
の
と
こ
ろ
で
、
広
成
は
、
《
朝
廷
の
史
書
や
そ
れ
ぞ

れ
の
氏
族
の
記
録
は
あ
る
が
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
な
お
大
事
な
伝
承
が

そ
う
し
た
記
録
か
ら
漏
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
事
な
言
い
伝
え
は
、

私
が
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
絶
え
て
永
遠
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
》
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
古
語
拾
遺
」
の
記
述

す
る
伝
承
は
、
国
家
の
史
書
や
氏
族
の
記
録
か
ら
漏
れ
て
い
る
も
の
だ
と

自
分
自
身
で
記
紀
の
よ
う
な
神
話
や
歴
史
の
体
系
を
造
り
だ
し
て
は
い
な

い
。
繰
り
返
せ
ば
、
記
紀
と
は
記
述
の
枠
組
み
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
厳
密
な
意
味
で
、
両
者
の
伝
承
を
比
較
す
る
こ
と
は
意
味
を
な

さ
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
氏
文
」
は
、
い
わ
ば
何
か
の
体
系
に
依
拠
し
、
そ

れ
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、

「
氏
文
」
の
依
拠
し
て
い
る
体
系
と
は
、
い
っ
た
い
何
か
。

三
『
日
本
書
紀
』
を
越
え
る
伝
承
（
歴
史
）

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
記
述
し
て
い
る

伝
承
が
由
緒
あ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
『
古
語
拾

遺
』
は
、
「
古
語
」
を
記
す
こ
と
で
、
文
字
以
前
の
「
口
調
性
」
を
装
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
古
語
拾
遺
』
の
言
説
は
、
漢
文
（
文
字
）

に
拮
抗
す
る
か
た
ち
で
「
口
調
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
文

（
文
字
）
に
よ
っ
て
「
口
調
性
」
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
「
口
調
性
」
に
裏

打
ち
さ
れ
た
伝
承
を
記
録
す
る
こ
と
で
、
「
古
語
拾
遺
』
は
自
ら
の
存
在

価
値
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
『
古
語
拾
遺
』

の
志
向
し
て
い
る
の
は
、
国
家
の
史
書
で
あ
る
記
紀
や
氏
族
の
記
録
を
越

え
、
「
口
調
」
の
世
界
ま
で
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
完
全
な
伝
承

（
歴
史
）
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
古
語
拾
遺
』

は
、
そ
う
し
た
完
全
な
伝
承
（
歴
史
）
を
枠
組
み
と
し
て
書
か
れ
て
い
る

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
古
語
拾
遺
」
が
『
日
本
書
紀
」
の
文
章
に
拠
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
か

ら
の
引
用
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
な
い
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
序
文
の

主
張
を
考
え
る
と
、
『
古
語
拾
遺
』
の
伝
承
は
、
記
紀
や
氏
族
伝
承
と
平

行
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
本
書
は
伝
承
の
「
口
謂

性
」
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
古
語
拾
遺
』
の
伝
承
の
方
が
古
い

こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
で
、
典
拠
と
し
て
『
日
本
書

紀
』
の
書
名
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
文
字
記
録
の
外
側
に
立
つ
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
で
は
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
。
『
古
語
拾
遺
』
の
主
張
は
、
記
録

か
ら
漏
れ
て
い
た
だ
け
で
、
文
字
記
録
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
承
を
記
述
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

つ（》◎引
用
の
文
献
を
明
記
し
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
『
古
語
拾
遺
』
の
枠
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組
み
が
、
記
紀
な
ど
を
越
え
て
口
調
の
世
界
ま
で
を
含
め
た
、
完
全
な
伝

承
（
歴
史
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
『
古
語
拾
遺
」

に
と
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
（
文
字
）
は
権
威
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
理

屈
と
し
て
は
、
「
家
牒
」
と
も
ど
も
自
ら
の
伝
承
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
べ

き
不
完
全
な
記
録
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
（
文

字
）
は
、
「
古
語
拾
遺
」
の
記
述
に
よ
っ
て
越
え
ら
れ
る
べ
き
世
界
な
の

で
あ
っ
た
。
『
古
語
拾
遺
』
は
、
「
日
本
書
紀
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と

を
明
記
せ
ず
、
な
お
か
つ
そ
れ
と
似
て
い
る
文
章
を
提
供
す
る
こ
と
を
、

伝
承
の
権
威
を
演
出
す
る
方
法
と
し
て
選
択
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

氏
族
伝
承
に
と
っ
て
、
国
家
の
史
書
と
類
似
し
た
伝
承
に
拠
っ
て
記
述
す

る
こ
と
は
、
そ
の
伝
承
の
ほ
ん
と
ら
し
さ
や
権
威
を
演
出
す
る
の
に
役
立

つ
方
法
な
の
で
あ
っ
た
。

『
日
本
書
紀
」
に
文
章
の
多
く
を
依
拠
し
な
が
ら
、
『
古
語
拾
遺
」
と
同

様
、
全
く
そ
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に

関
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
」

は
、
『
日
本
書
紀
』
に
拠
り
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
住
吉
大
神
を
中
心
と

す
る
記
述
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
典
拠
と
し
て
「
日
本
書
紀
」
の
存

在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
」
に
そ
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど

を
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
て
し
ま
い
、
伝
承
の
古
さ
や
独
自
性
を

装
う
に
は
不
都
合
な
の
で
あ
り
、
結
局
、
そ
れ
で
は
住
吉
大
神
を
中
心
と

し
た
書
物
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
「
氏
文
」
の
言
説
が
文
字
（
漢
文
）
と
拮
抗
す
る
か

た
ち
で
「
口
調
性
」
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
高
橋
氏
文
』
と
い
う
「
氏
文
」
に
あ
っ
て
も
、
高
橋
氏
の
伝
承
を

（旧）

「
口
調
性
」
に
よ
っ
て
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
氏
文
」
は
、
そ
の
多

く
が
、
文
字
（
漢
文
）
を
越
え
た
「
口
謂
性
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
伝
承

の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
「
口
調
性
」
は
、
文
字
（
漢
文
）
と
対
時
し
て
は
じ
め
て
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
文
字
（
漢
文
）
以
前
に
「
口
調
性
」
が
重
要
な
も

の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
素
朴
に
過
ぎ
る
。
「
氏
文
」

は
、
い
わ
ば
文
字
と
対
時
し
た
と
き
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の

点
で
、
『
日
本
書
紀
」
を
粉
本
と
し
て
作
ら
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
潜
在
的
・
本
質
的
な
意
味
で
、
「
氏
文
」
と
は
、
『
日
本
書

紀
」
（
文
字
）
の
注
釈
的
な
行
為
な
の
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
、
「
氏
文
」

の
言
説
が
志
向
し
て
い
る
の
は
、
「
日
本
書
紀
』
（
文
字
）
の
記
述
を
越

え
、
口
調
の
世
界
ま
で
を
含
め
た
、
完
全
な
伝
承
（
歴
史
）
だ
と
い
う
こ

とになる。

さ
て
、
こ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
紀
講
」
の
こ
と

だ
。
「
日
本
紀
講
」
に
お
い
て
は
、
「
古
語
」
「
倭
歌
」
「
神
代
」
に
特
権
的

な
地
位
が
与
え
ら
れ
、
注
釈
的
に
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
期
待

（Ⅱ）

さ
れ
て
い
た
と
い
《
フ
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
日
本
紀
講
」
の
言
説
が
、
文

字
（
「
日
本
書
紀
』
）
を
越
え
て
、
「
口
調
性
」
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
日
本
紀
講
」
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
的
な

営
み
で
は
あ
る
が
、
そ
の
注
釈
の
目
的
は
、
「
日
本
書
紀
』
と
い
う
文
字

テ
ク
ス
ト
を
越
え
て
、
口
諦
の
世
界
ま
で
を
含
め
た
、
い
わ
ば
完
全
な
伝

承
（
歴
史
）
の
復
元
な
の
で
あ
っ
た
。
「
日
本
紀
講
」
に
お
い
て
「
日
本

書
紀
』
の
漢
文
を
徹
底
し
て
「
和
語
」
と
し
て
訓
も
う
と
し
て
い
る
の

も
、
文
字
テ
ク
ス
ト
を
越
え
て
、
口
調
を
含
め
た
世
界
を
希
求
し
て
い
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
日
本
紀
講
」
の
言
説
が
、
文
字
（
『
日
本
書
紀
』
）

に
拮
抗
す
る
「
口
調
性
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
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言
説
の
目
的
が
、
い
わ
ば
完
全
な
伝
承
（
歴
史
）
の
解
明
に
向
か
っ
て
い

る
こ
と
は
、
「
氏
文
」
の
言
説
と
同
じ
な
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
、
こ
こ
で

い
う
完
全
な
伝
承
（
歴
史
）
を
〈
日
本
紀
〉
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
〈
日
本

紀
〉
は
、
『
日
本
書
紀
』
と
同
じ
で
は
な
く
、
そ
の
文
字
テ
ク
ス
ト
を
越

え
て
求
め
ら
れ
る
、
完
全
な
伝
承
（
歴
史
）
な
の
で
あ
る
。
「
氏
文
」
や

「
日
本
紀
講
」
の
言
説
は
、
そ
の
〈
日
本
紀
〉
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
私
は
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
中
世
日
本
紀
」
の
こ
と
な
の
だ
。
中
世
に
お
い
て
、
「
日
本

紀
云
」
と
か
「
日
本
紀
に
見
え
た
り
」
と
し
て
示
さ
れ
る
内
容
は
、
「
日

本
書
紀
」
の
原
典
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
」
本
文
と
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
正
面
か
ら
問
題
に
し
た
の
は
、
伊

（旧）

藤
正
義
で
あ
っ
た
。
私
は
伊
藤
氏
の
論
文
を
読
ん
で
以
来
こ
う
し
た
「
中

世
日
本
紀
」
の
世
界
を
ず
っ
と
不
思
議
な
こ
と
に
思
っ
て
き
た
け
れ
ど

も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
氏
文
」
や
「
日
本
紀
講
」
の
言
説

が
す
で
に
「
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
越
え
た
く
日
本
紀
〉
の
次
元
で
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
当
た
ら
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
歴
史
上
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
文
字
を
越
え
口
調
世
界

を
含
め
た
く
日
本
紀
〉
こ
そ
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
文
字
の
向
こ
う
側
に

想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
不
思
議
な
こ
と
に
思
う
の
は
、
近

代
の
学
問
に
よ
っ
て
も
の
を
考
え
、
文
字
テ
ク
ス
ト
を
聖
な
る
も
の
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
、
私
た
ち
の
心
性
が
原
因
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
（
た
だ
し
、
「
中
世
日
本
紀
」
の
言
説
は
、
『
古
語
拾
遺
』

の
よ
う
に
専
ら
「
口
調
性
」
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
異
な
っ

た
方
向
に
も
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。
）
口
調
が
文
字
に
対
し
て
特
別
な
も
の
で
な
い
の
と
同
様
に
、
文
字

テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
が
特
権
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
口
謂
」

の
特
権
化
と
「
文
字
」
の
特
権
化
と
は
、
結
局
ど
ち
ら
も
同
じ
で
、
一
つ

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
「
テ
ク
ス
ト
の
生

成
」
と
見
え
る
も
の
で
も
、
当
時
の
言
説
は
、
文
字
テ
ク
ス
ト
を
越
え
た

世
界
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「
テ
ク

ス
ト
の
生
成
」
な
ど
と
い
う
認
識
が
、
文
字
テ
ク
ス
ト
を
聖
な
る
も
の
と

見
な
す
心
性
と
無
関
係
で
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
戒
の
意
味
を
込
め
て

記
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
次
に
は
「
国
学
」
の
こ
と
が
あ
る
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い

が
、
契
沖
、
春
満
、
真
淵
、
宣
長
な
ど
の
「
国
学
」
の
運
動
は
、
『
日
本

書
紀
』
の
「
か
ら
ご
こ
る
」
を
批
判
し
漢
文
（
文
字
）
の
向
こ
う
に
「
古

言
」
（
文
字
以
前
の
日
本
語
）
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「
古

言
」
は
文
字
（
漢
文
）
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
、
特
権
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
書
紀
」
を
め
ぐ
る
「
国
学
」

の
言
説
は
、
「
古
事
記
』
以
来
の
、
「
日
本
紀
講
」
、
「
氏
文
」
、
「
中
世
日
本

紀
」
の
言
説
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
本

文
学
史
上
、
『
日
本
書
紀
」
に
関
す
る
、
文
字
と
口
調
の
拮
抗
す
る
注
釈

的
な
言
説
は
、
時
代
を
越
え
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
「
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て

こ
う
し
た
言
説
を
絶
え
ず
引
き
起
こ
し
て
き
た
「
日
本
書
紀
」
と
は
、

一
体
い
か
な
る
書
物
で
あ
っ
た
の
か
。
か
か
る
言
説
が
繰
り
返
し
行
わ
れ

て
き
た
理
由
に
関
し
て
は
、
書
物
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
内
在
化
さ
せ

て
い
る
性
格
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
料
に
よ
れ
ば
天
武
朝
が
記
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紀
の
編
纂
に
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
近
の
歴
史
学

の
成
果
に
よ
れ
ば
、
「
天
皇
」
の
称
号
や
「
日
本
」
と
い
う
国
号
も
天

（旧）

武
・
持
統
朝
の
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
。
「
日
本
」
と
い
、
フ
国
号

（Ⅲ）

は
中
国
を
強
く
意
識
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
天
武
・

持
統
朝
は
、
中
国
に
直
接
対
時
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
日
本
」
を
見
出

し
た
時
期
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
に
よ
っ
て
「
和
語
」
が
見

出
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
国
大
陸
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
日
本
」

が
強
く
自
覚
さ
れ
、
そ
こ
に
「
日
本
」
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
日
本
」
の
自
覚
化
の
一
つ
と
し
て
、
「
歴
史
書
」
を
通
し
て
中
国
大
陸

と
向
き
合
お
う
と
し
た
の
が
、
『
日
本
書
紀
」
編
纂
の
企
図
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
『
日
本
書
紀
』
は
漢
文
（
中
国
語
）
で
書
か
れ
た
の

で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
』
は
、
日
本
の
神
話
や
歴
史
を
漢
文
（
中
国
語
）

に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
日
本
書
紀
』
に
数
は
少
な
い
な
が

ら
、
「
古
語
」
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。
「
古
語
」
と
は
、
藤
井
貞
和
に

よ
れ
ば
、
「
何
ら
か
の
固
定
的
な
傾
向
を
持
つ
、
権
威
あ
る
、
そ
し
て
古

（旧）

く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
詞
章
」
な
の
だ
と
い
う
が
、
こ
う
し

た
認
識
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
藤
井
氏
は
文
献
を

網
羅
的
に
調
査
し
て
こ
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

手
続
き
に
疑
問
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
日
本
書
紀
』
に

「
古
語
」
の
用
例
が
数
少
な
い
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
も
し
、
藤

井
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
古
語
」
が
「
権
威
あ
る
」
詞
章
だ
と
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
「
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
「
古
語
」
を
権
威
あ
る
詞
章
と
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
数
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
。
「
古
語
」
の
用
例
を
様
々
な
文
献
に
わ
た
っ
て
網
羅
的
に

求
め
、
そ
こ
か
ら
結
論
を
得
よ
う
と
す
る
「
用
例
主
義
」
は
、
時
に
は
か

え
っ
て
そ
の
本
質
を
見
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
。
「
古
語
」
の
価
値

づ
け
は
、
文
献
に
よ
っ
て
同
じ
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
、
『
日
本
書
紀
』
の
側
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
大
和
言
葉
に

拠
ら
ず
、
日
本
の
歴
史
を
で
き
る
だ
け
完
全
な
形
で
漢
文
に
翻
訳
す
る
の

が
本
書
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
少
な
い
な
が
ら
も
、
翻
訳
で
き
な

い
大
和
言
葉
や
特
別
な
詞
章
を
「
古
語
」
と
し
て
記
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
」
の
「
古
語
」
に
関
し

て
は
、
「
権
威
あ
る
詞
章
」
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
日
本
書
紀
』
に
と

っ
て
、
当
時
の
世
界
の
共
通
言
語
で
あ
っ
た
漢
文
で
書
く
こ
と
が
最
大
の

目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
数
の
少
な
さ
か
ら
考
え
て
も
、

「
古
語
」
が
『
日
本
書
紀
』
の
権
威
づ
け
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
と

は考えがたい。

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
」
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と

は
「
日
本
」
を
強
く
意
識
し
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
同
時
に

一
方
で
、
「
古
語
」
と
い
う
「
口
調
性
」
を
全
面
に
押
し
出
し
て
神
話
や

歴
史
を
記
述
し
よ
う
と
い
う
衝
動
を
誘
発
し
た
。
そ
れ
が
『
古
事
記
』
と

い
う
書
物
の
企
画
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
文
献
が
「
古
語
」
の
記
録
で

あ
る
こ
と
を
装
う
た
め
に
工
夫
さ
れ
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
「
和
化
漢
文
」

（
日
本
語
の
記
述
）
と
い
う
文
体
な
の
で
あ
っ
た
。
『
古
事
記
』
は
、
『
日

本
書
紀
』
の
注
釈
的
な
言
説
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
文
字
に

対
し
て
「
口
調
性
」
に
価
値
を
見
出
し
、
中
国
に
対
し
て
「
日
本
」
の
優

位
を
主
張
す
る
、
い
わ
ば
内
向
き
の
書
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
立

に
つ
い
て
も
、
口
調
時
代
が
文
字
以
前
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
古
代
国

家
と
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
前
に
「
古
事
記
」
を
成
立
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
国
に
対
し
て
日
本
の
優
位
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を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

『
日
本
書
紀
』
の
文
章
は
、
「
古
語
」
と
い
う
、
主
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

「
日
本
」
へ
向
か
う
言
説
の
根
拠
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
と
は
言
え
、
『
日

本
書
紀
』
は
、
基
本
的
に
は
、
あ
く
ま
で
中
国
大
陸
に
向
か
っ
て
書
か
れ

た
書
物
で
あ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
て
、

．
書
」
と
し
て
多
く
の
別
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
書
」
に
よ
っ
て
別

伝
を
で
き
る
だ
け
記
そ
う
と
す
る
の
が
、
「
日
本
書
紀
』
の
編
集
態
度
な

の
で
あ
っ
た
。
．
書
」
の
問
題
は
視
点
の
置
き
方
に
よ
っ
て
も
そ
の
解

答
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
『
日
本
書
紀
」
が
「
一
書
」
と
し
て
で
き
る

だ
け
多
く
の
別
伝
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
方
で
、
「
日

本
書
紀
」
が
そ
れ
自
体
未
完
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。
「
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
し
か
た
は
、
集
め
ら
れ
る
だ

け
集
め
て
こ
れ
だ
け
多
く
の
「
一
書
」
（
異
伝
）
を
書
い
た
が
、
ま
だ
他

に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
態
度
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
古

事
記
』
の
よ
う
に
書
物
と
し
て
閉
じ
て
お
ら
ず
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
外
に
開
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

．
書
」
の
問
題
は
、
「
漢
文
」
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
「
日
本
書

紀
』
の
潜
在
的
な
意
味
と
繋
が
っ
て
い
る
。
「
漢
文
」
は
当
時
の
世
界
言

語
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
「
漢
文
」
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
、
書
か
れ
た
も
の
は
世
界
的
な
場
に
連
れ
出
さ
れ
、
世
界
の
そ
れ
と
関

係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
歴
史
を
「
漢

文
」
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
と
世
界
の
歴
史
と
を
必
然
的

に
結
び
つ
け
関
連
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
り
、
『
日
本
書
紀
」
は
、
書
物
の

内
部
に
、
こ
う
し
た
新
た
な
言
説
の
方
向
性
を
内
在
化
さ
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
」
が
潜
在
的
に
未
完
の
書
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
日
本
書
紀
』
は
、

成
立
し
た
そ
の
時
か
ら
、
完
全
な
る
〈
日
本
紀
〉
を
志
向
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
日
本
書
紀
」
の
内
部
に
、
二
つ
の
異
な
っ
た
注
釈
的
な
言
説
が
準
備

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
一
つ
は
、
「
古
語
」
を
根
拠
と
し
て
文

字
以
前
の
口
調
世
界
へ
向
か
う
言
説
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
の
神

話
や
歴
史
を
世
界
の
そ
れ
と
関
係
づ
け
る
方
向
へ
向
か
う
言
説
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
」
は
『
古
事
記
』
が
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
仏

教
伝
来
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
点
で
、
両
者
は
際
だ
っ
た
違
い
を
見
せ
て

（略）

い
る
の
で
あ
る
。
内
向
き
に
「
日
本
」
に
向
か
う
『
古
事
記
」
は
国
家
神

道
の
立
場
か
ら
「
仏
教
」
を
全
く
無
視
し
、
一
方
、
世
界
的
な
水
準
を
志

向
し
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
は
「
仏
教
」
を
取
り
上
げ
、
「
日
本
」
と
繋

が
り
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
日
本
書
紀
」

と
『
古
事
記
』
に
は
、
書
物
の
性
格
上
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
違
い
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
日
本
書
紀
」
に
関
す
る
注
釈
的
な
言
説
は
、
基
本
的
に
、
か
か
る
二

つ
の
言
説
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
古
語
拾

遺
』
に
関
す
る
言
説
は
「
口
調
性
」
に
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
『
古

語
拾
遺
」
の
成
立
（
大
同
二
年
）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
同
四
年
に
発
せ
ら

れ
た
勅
に
よ
れ
ば
、
当
時
倭
漢
惣
歴
帝
譜
図
な
る
も
の
が
書
か
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
は
、
魯
王
・
呉
王
・
高
麗
王
・
漢
高
祖
等
ま
で
が
、
こ
と
ご

（、）

と
く
天
御
中
主
尊
を
も
っ
て
始
祖
と
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、

文
字
以
前
の
口
調
に
向
か
う
言
説
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
「
日
本
」
を
越

え
る
も
う
一
方
の
言
説
が
同
時
に
行
わ
れ
て
お
り
、
か
か
る
二
つ
の
言
説

は
、
注
釈
的
な
歴
史
言
説
と
し
て
相
拮
抗
し
な
が
ら
、
日
本
文
学
史
を
紡
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い
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
呉
哲
男
『
古
代
言
語
探
求
』
『
古
代
日
本
文
学
の
制
度
論
的
研
究
』

な
ど
。
な
お
、
成
立
と
は
逆
の
、
「
日
本
書
紀
』
か
ら
「
古
事
記
』

へ
と
い
う
考
え
方
に
関
し
て
は
、
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
梅
沢
伊
勢

三
『
記
紀
批
判
』
『
続
記
紀
批
判
」
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。
海
沢
氏

の
論
は
、
『
日
本
書
紀
」
の
史
料
を
『
古
事
記
』
が
い
ろ
い
ろ
書
き

改
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
『
日
本
書
紀
』
の
方
が
『
古
事
記
」

よ
り
も
史
料
的
に
古
体
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
書
か
れ
て
い

る
論
の
一
つ
ひ
と
つ
は
納
得
で
き
る
点
も
多
い
が
、
新
古
と
い
う
論

じ
方
に
、
先
駆
者
で
あ
る
ゆ
え
の
限
界
も
感
じ
る
。
例
え
ば
、
『
古

事
記
」
に
使
わ
れ
て
い
な
い
「
日
本
」
を
表
記
す
る
な
ど
、
『
日
本

書
紀
』
の
方
が
自
ら
の
視
点
で
史
料
を
書
き
替
え
て
い
る
点
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
（
吉
田
孝
『
日
本
の
誕
生
乞
。
し
か
し
、
梅
沢
氏

が
、
漢
文
表
記
を
『
古
事
記
』
の
文
章
の
以
前
に
考
え
て
い
る
こ
と

な
ど
は
全
く
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
り
、
研
究
史
的
な
状
況
を
考
え

れ
ば
、
そ
の
慧
眼
に
は
ま
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

（
２
）
飯
田
勇
ヨ
古
語
拾
遺
』
の
論
理
と
方
法
ｌ
「
古
語
」
と
は
何
で

あ
っ
た
か
ｌ
」
会
古
代
文
学
』
訂
、
一
九
九
八
年
三
月
）
。
こ
の
論

文
に
お
け
る
「
注
釈
」
と
い
う
視
点
は
、
津
田
博
幸
「
注
釈
、
創

造
、
そ
し
て
覚
醒
ｌ
日
本
紀
講
研
究
の
現
在
ｌ
」
（
古
代
文
学
会

『
セ
ミ
ナ
ー
通
信
Ⅱ
』
ｎ
号
、
一
九
九
七
年
五
月
）
に
示
唆
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
「
前
稿
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
論

文
の
こ
と
を
指
す
。

（
３
）
阿
部
武
彦
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
』
や
板
垣
俊
一
「
高
橋
氏

文
」
（
古
代
文
学
講
座
Ⅱ
『
霊
異
記
氏
文
縁
起
』
所
収
、
一
九

九
五
年
六
月
）
に
も
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

（
４
）
大
林
太
良
「
古
語
拾
遺
に
お
け
る
神
話
と
儀
礼
」
（
新
撰
日
本
古

典
文
庫
４
『
古
語
拾
遺
・
高
橋
氏
文
」
所
収
、
一
九
七
六
年
七
月
）
。

本
稿
に
お
け
る
大
林
論
に
関
す
る
引
用
や
言
及
は
、
す
べ
て
こ
の
論

文による。

（
５
）
『
古
語
拾
遺
』
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
本
の
読
み
下
し
文
に
拠
る
。

（
６
）
津
田
博
幸
「
広
成
の
読
む
言
本
書
紀
」
ｌ
言
語
拾
遺
』
を
め

ぐ
っ
て
」
亀
国
文
学
」
一
九
九
九
年
九
月
号
）
は
、
ヨ
古
語
拾
遺
」

が
語
ろ
う
と
す
る
の
は
あ
る
べ
き
律
令
祭
祀
の
起
源
だ
け
で
あ
る
」

と
か
、
「
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
は
骨
組
み
を
示
す
だ
け
で
あ
る
」
と

述べている。

（
７
）
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
引
用
は
、
田
中
卓
「
訓
解
・
住
吉
大
社

神
代
記
」
亀
住
吉
大
社
神
代
記
の
研
究
」
所
収
）
に
拠
る
。

（
８
）
坂
本
太
郎
「
住
吉
大
社
神
代
記
に
つ
い
て
」
（
『
国
史
学
』
八
九
、

一
九
七
二
年
十
二
月
）
は
、
本
書
の
態
度
を
「
書
紀
の
文
の
街
学
的

な
無
計
画
な
転
載
」
と
述
べ
て
い
る
。
記
紀
と
比
較
し
て
の
こ
の
よ

う
な
指
摘
は
、
そ
れ
自
体
意
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
９
）
三
浦
佑
之
「
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
成
立
と
内
容
」
（
「
古
代
文

学
』
皿
、
一
九
八
二
年
三
月
）
や
谷
戸
美
穂
子
ヨ
住
吉
大
社
神
代

記
」
の
神
話
世
界
ｌ
平
安
前
期
の
神
社
と
国
家
ｌ
」
倉
古
代
文
学
』

師
、
一
九
九
八
年
三
月
）
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
皿
）
多
田
一
臣
「
高
橋
氏
文
ｌ
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
ｌ
」
亀
古

代
文
学
』
皿
、
一
九
八
二
年
三
月
）
や
板
垣
俊
一
、
注
（
３
）
の
論

文を参照。

（
Ⅱ
）
津
田
博
幸
「
日
本
紀
講
の
知
」
含
古
代
文
学
』
師
、
一
九
九
八
年

三
月
）
を
参
照
。

（
皿
）
伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
ｌ
太
平
記
に
お
け
る
ト
部
兼
員
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巻
３
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
。

（
Ⅳ
）
阿
部
武
彦
、
注
（
３
）
の
薯

（
略
）
阿
部
泰
郎
「
〃
日
本
紀
″
と
い
う
運
動
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
」
第
削

説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
文
学
」
仙
巻
皿
号
、
一
九
七
二
年
十
月
）
。

（
過
）
網
野
善
彦
。
日
本
」
と
は
何
か
」
な
ど
を
参
照
。

（
Ｍ
）
吉
田
孝
、
注
（
１
）
の
著
書
や
網
野
善
彦
、
注
（
過
）
の
著
書
な

（
妬
）
藤
井
貞
和
『
物
語
文
学
成
立
史
」
。
藤
井
氏
は
、
「
古
語
」
を
「
フ

ル
コ
ト
」
と
訓
む
く
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
」
に
関

し
て
言
え
ば
、
「
古
語
」
と
い
う
表
記
で
意
味
が
伝
わ
れ
ば
よ
い
わ

け
で
、
こ
れ
を
大
和
言
葉
で
ど
う
訓
む
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
し
、

だ
か
ら
考
え
て
も
い
な
い
と
思
う
。

吉田孝、

どを参照。

の
著
書
に
拠
る
。
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