
平安京の神功皇后

神
功
皇
后
は
、
記
紀
に
お
い
て
三
韓
征
討
を
行
い
、
対
外
交
渉
の
基
礎

を
築
い
た
人
物
と
さ
れ
、
そ
の
事
跡
に
基
づ
い
て
、
皇
后
の
活
躍
は
史
書

に
く
り
か
え
し
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
仁
明
朝
の
承
和
年

間
に
は
、
神
功
皇
后
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
言
説
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。

過
去
の
事
跡
を
確
認
す
る
の
で
は
な
く
、
山
陵
と
い
う
場
を
介
し
て
崇
り

が
語
ら
れ
だ
す
の
で
あ
る
。
遷
都
か
ら
半
世
紀
を
経
た
仁
明
朝
は
、
平
安

の
文
化
形
成
の
上
で
一
つ
の
転
換
点
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
に
突

出
し
て
見
ら
れ
る
皇
后
の
崇
り
は
、
時
代
の
要
求
と
密
接
に
関
わ
っ
て
あ

ら
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
神
話
世
界
の
側
の
人
物

た
る
神
功
皇
后
を
、
平
安
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
語
り
な
お
し
て
い
く

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
こ
こ
で
は
み
て
い
く
こ
と
に
し
た

い。承
和
七
年
（
八
四
○
）
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
に
あ
る
神
霊
池
の
水
が
、
故

な
く
し
て
枯
渇
し
た
。
神
霊
池
の
枯
渇
は
以
前
、
「
旱
疫
」
の
予
兆
と
も

（１）

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
年
末
に
は
「
国
異
」
と
さ
れ
伊
勢
神
宮
へ
祈
祷

平
安
京
の
神
功
皇
后
モ

ノ

ー
崇
る
山
陵
の
物
怪
が
た
り
Ｉ

■■■■■■

（２）

が
行
わ
れ
て
い
る
。
神
霊
池
の
異
変
は
翌
年
も
続
い
た
。
承
和
八
年
三

月
、
こ
の
た
び
も
「
旱
疫
」
の
し
る
し
で
あ
る
こ
と
が
卜
占
に
よ
っ
て
示

（３）
さ
れ
、
六
月
に
は
再
度
伊
勢
へ
奉
幣
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
は
前

の
時
と
は
異
な
り
、
伊
勢
神
宮
よ
り
一
ヶ
月
も
前
の
五
月
に
、
神
功
皇
后

の
山
陵
に
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
陵
へ
の
奉
幣
が
、
伊
勢
神

宮
よ
り
も
先
に
行
わ
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
皇
后
こ
そ
が
「
旱
疫
」

を
起
こ
す
原
因
と
占
わ
れ
た
か
ら
だ
。
山
陵
へ
伝
え
ら
れ
た
宣
命
に
は
こ

、《ノ圭（》つ（》。重
ね
て
神
功
皇
后
の
御
陵
に
宣
命
を
奉
り
て
日
は
く
、
「
天
皇
が
詔

旨
ら
ま
と
掛
け
ま
く
も
畏
き
山
陵
に
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
、
頃
者
、

旬
に
渉
り
て
雨
ふ
ら
ざ
る
は
、
如
し
崇
有
り
て
か
と
卜
へ
求
む
れ

ば
、
山
陵
に
奉
遣
た
る
例
貢
の
物
閥
怠
れ
る
崇
見
ゆ
。
香
椎
廟
も
同

じ
く
崇
を
為
し
賜
へ
り
と
卜
へ
申
せ
り
。
驚
き
て
尋
ね
検
ふ
る
に
、

所
司
申
さ
く
、
「
去
年
よ
り
以
往
両
年
の
間
、
荷
前
を
便
諏
く
陵
戸

人
に
付
け
奉
遣
し
よ
り
、
必
ず
し
も
供
致
ら
ざ
る
も
在
け
む
か
と
疑

ふ
」
と
申
す
。
今
恐
れ
畏
み
て
将
来
は
然
ら
し
め
ず
し
て
貞
し
く
進

致
ら
し
め
む
。
香
椎
廟
に
も
当
に
専
使
を
遣
し
て
謝
り
申
さ
む
と
、

参
議
従
四
位
上
和
気
朝
臣
真
綱
を
差
し
て
、
謝
り
申
し
祈
み
申
す
状

谷
戸
美
穂
子
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を
、
平
ら
け
く
聞
こ
し
食
し
て
、
時
も
換
さ
ず
甘
雨
零
ら
し
め
賜
へ

と
、
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
へ
と
申
す
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
の
夜
の

暁、雨降る。
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
［
八
四
一
］
五
月
十
二
日
条
）

神
功
皇
后
は
、
「
旱
疫
」
と
い
う
崇
り
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
「
旱
」
の
具

体
的
な
事
態
Ｉ
「
旬
に
渉
り
て
雨
ふ
ら
ざ
る
」
ｌ
の
原
因
に
神
功
皇
后
が

関
わ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
「
是
の
夜
の
暁
、
雨
降
る
」
か
ら
考
え
る
と
、

神
功
皇
后
へ
の
遣
使
に
は
功
験
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
功
皇

后
は
、
陵
を
通
し
て
現
実
に
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。

こ
の
承
和
八
年
の
記
事
は
、
神
功
陵
が
崇
り
な
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
確
認
で
き
る
は
じ
め
て
の
例
で
あ
る
が
、
「
崇
」
の
語
が
明
示
さ

れ
な
い
な
が
ら
も
、
皇
后
の
崇
り
は
こ
の
二
年
ほ
ど
前
、
承
和
六
年
の
記

（４）

事
か
ら
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
崇

っ
て
お
り
、
承
和
以
降
に
出
現
す
る
神
功
皇
后
の
陵
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場

（５）

合
が
崇
り
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
時
期
、
陵
と
い
う
場

を
介
し
て
神
功
皇
后
が
崇
り
を
起
こ
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず
、
神
功
皇
后
の
陵
が
、
史
書
の
上
で
は
じ
め
て
話
題
に
の

ぼ
っ
て
く
る
記
事
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も

のであった。

遣
唐
使
の
為
に
、
山
階
・
田
原
・
柏
原
・
神
功
皇
后
等
の
陵
に
幣
帛

を
奉
り
て
日
は
く
、
「
天
皇
が
大
命
を
以
ち
て
、
掛
け
ま
く
も
畏
き

山
階
の
御
陵
に
恐
む
恐
み
も
申
し
給
へ
と
白
さ
く
、
参
議
正
四
位
下

藤
原
朝
臣
常
嗣
等
を
大
使
と
為
て
、
唐
国
へ
遣
す
使
人
ど
も
、
路
間

風
波
の
難
無
く
、
慈
び
賜
ひ
瀞
び
賜
ひ
て
、
平
け
く
か
た
ら
か
に
帰

し
賜
へ
と
し
て
、
参
議
従
四
位
上
文
室
朝
臣
秋
津
、
常
陸
権
介
正
五

位
下
永
野
王
、
内
舎
人
正
六
位
上
良
岑
朝
臣
清
風
等
を
差
し
使
し

て
、
恐
む
恐
み
も
申
し
賜
は
く
と
申
す
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
「
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
［
八
三
六
］
五
月
二
十
二
日
条
）

遣
唐
使
派
遣
に
際
し
、
天
智
（
山
階
）
・
光
仁
（
田
原
）
・
桓
武
（
柏
原
）

と
い
っ
た
陵
と
並
ん
で
、
神
功
陵
へ
も
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
先
の
三

つ
の
山
陵
は
、
平
安
京
の
天
皇
譜
に
直
接
連
な
る
天
皇
陵
で
あ
る
。
そ
こ

へ
神
功
皇
后
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
航
海
の
安
全
を
願
う
と
い
う
、
奉
幣

理
由
と
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
新
羅
に
渡
っ
た
皇
后
に
「
路
間
風
波
の

難
無
く
、
慈
ぴ
賜
ひ
瀞
ぴ
賜
ひ
て
、
平
け
く
か
だ
ら
か
に
帰
し
賜
」
う
よ

う
、
具
体
的
な
功
験
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
皇
后
の
登
場
の
仕
方
は
、
陵
と
い
う
場
を
介
し
て
い
る
と
い

う
点
で
特
異
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
に
想
起
さ
れ
て
い
た
神
功
皇
后

の
像
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
陵
祭
祀
以
前
の
神
功
皇
后
の
記
事
を
史
書
の

上
に
確
認
す
る
と
、
神
功
紀
の
あ
と
で
は
、

ａ
夫
れ
住
吉
大
神
、
初
め
て
海
表
の
金
銀
の
国
、
高
麗
・
百
済
・
新

羅
・
任
那
等
を
以
て
、
胎
中
誉
田
天
皇
に
授
記
け
ま
つ
れ
り
。
故
、

大
后
息
長
足
姫
尊
、
大
臣
武
内
宿
禰
と
、
国
毎
に
初
め
て
官
家
を
置

き
て
、
海
表
の
蕃
屏
と
し
…
。

（
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
六
年
十
二
月
条
）

ｂ
我
が
気
長
足
姫
尊
、
霊
聖
に
聡
く
明
に
し
て
、
天
下
を
周
行
り
ま

す
。
…
新
羅
の
窮
り
て
帰
れ
る
を
哀
び
て
、
新
羅
の
王
の
数
た
れ
む

と
せ
し
首
を
全
く
し
、
新
羅
に
要
害
の
地
を
授
け
た
ま
ひ
、
新
羅
を

非
次
る
栄
に
崇
て
た
ま
ひ
き
。

二
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
二
十
三
年
六
月
条
）

ｃ
新
羅
国
、
来
り
て
朝
廷
に
奉
る
こ
と
は
、
気
長
足
媛
皇
太
后
の
彼
の
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国
を
平
定
げ
た
ま
ひ
し
に
よ
り
始
り
て
、
今
に
至
る
ま
で
、
我
が
蕃

屏と為る。
（
「
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
四
年
［
七
五
二
］
六
月
十
七
日
条
）

ｄ
小
公
ら
が
先
祖
伊
賀
都
臣
は
、
…
神
功
皇
后
の
御
世
に
、
百
済
に
使

し
て
、
便
ち
彼
の
士
の
女
を
要
り
て
、
二
男
を
生
め
り
。

（
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
［
七
八
一
］
七
月
十
六
日
条
）

ｅ
真
道
ら
が
本
系
は
百
済
国
の
貴
須
王
よ
り
出
で
た
り
。
…
降
り
て
近

肖
古
王
に
及
び
て
、
遥
に
聖
化
を
慕
ひ
て
、
始
め
て
帰
国
に
聰
ひ

き
。
是
れ
則
ち
神
功
皇
后
摂
政
の
年
な
り
。

含
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
［
七
九
○
］
七
月
十
七
日
条
）

ｆ
清
麻
呂
の
先
は
、
垂
仁
天
皇
皇
子
鐸
石
別
命
よ
り
出
づ
。
三
世
孫
弟

彦
王
、
神
功
皇
后
に
従
ひ
、
新
羅
に
征
き
て
凱
旋
す
。

（
「
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
［
七
九
九
］
二
月
二
十
一
日
条
）

の
六
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
ａ
～
Ｃ
は
、
対
外
関
係
上
の
問
題
が
起

こ
っ
た
と
き
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
新
羅
や

百
済
な
ど
へ
の
日
本
の
優
位
を
主
張
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ｄ
～
ｆ

も
、
同
じ
く
神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ
が
各
氏
族
の
系
譜
伝
承
の
中
に
お
い
て
出
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
の
事
跡
を
踏
ま
え
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
今
の
状
況
に
ひ
き
つ
け
て
皇
后
の
功
績
を
語
る
の
が
ａ

～
Ｃ
で
あ
り
、
ｄ
～
ｆ
は
そ
れ
を
自
ら
の
氏
族
の
祖
の
活
躍
と
結
び
つ
け

て
語
っ
て
い
る
。
ｄ
以
降
の
氏
族
に
関
す
る
記
述
は
、
実
際
の
記
紀
に
は

み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
主
に
渡
来
系
周
辺
の
氏
族
達
に
と

っ
て
、
祖
先
が
海
を
渡
っ
て
日
本
に
来
た
時
代
と
し
て
皇
后
の
代
が
想
起

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ひ
と
た
び
陵
と
し
て
発
見
さ
れ
た
神
功
皇
后
は
、
渡
海
の

守
護
と
い
、
フ
文
脈
を
越
え
、
次
々
に
崇
り
の
言
説
を
生
み
だ
し
て
い
く
。

皇
后
が
陵
と
し
て
現
れ
る
契
機
は
、
海
を
渡
り
外
の
世
界
を
圧
倒
し
た
皇

后
の
特
性
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
陵
と
い
う
発
現
の
場
を
得
る
こ
と
で
、
さ

ら
に
新
た
な
語
り
を
そ
の
場
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。

神
功
陵
が
、
渡
海
に
際
し
て
の
守
護
奉
幣
か
ら
、
崇
り
の
文
脈
を
引
き

出
し
て
し
ま
う
原
因
を
探
る
に
は
、
当
時
の
山
陵
祭
祀
に
つ
い
て
み
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
仁
明
朝
に
は
、
神
功
陵
と
同
じ
く
崇
り
を
起
こ
し
は
じ

め
て
い
る
山
陵
が
あ
る
。
柏
原
山
陵
ｌ
桓
武
天
皇
の
陵
で
あ
る
。
『
続
日

本
後
紀
』
か
ら
整
理
す
る
と
、

（
八
四
Ｏ
）

・
承
和
七
年
六
月
五
日
条

…
内
裏
の
物
怪
は
桓
武
陵
の
崇
り
に
よ
る
と
し
祈
祷

（
八
四
一
）

・
承
和
八
年
十
月
二
十
九
日
条

…
仁
明
の
病
は
、
桓
武
陵
の
木
伐
の
崇
り
と
し
読
経

（
八
五
Ｏ
）

・
嘉
祥
三
年
三
月
十
四
日
条

こ
う
し
た
神
功
皇
后
の
語
ら
れ
方
を
変
え
る
転
機
と
な
る
の
が
、
先
掲

の
承
和
三
年
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
皇
后
は
、
遣
唐
使
派
遣
に
際

し
、
陵
と
い
う
現
実
の
場
を
介
し
て
、
現
実
世
界
に
影
響
を
与
え
る
存
在

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
事
跡
を
語
り
な
お
す
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
自
ら
の
祖
の
血
脈
の
な
か
に
ひ
き
い
れ
る
と
い
う
流
れ
を
受
け
つ

つ
も
、
皇
后
の
さ
ら
な
る
活
躍
の
場
と
し
て
、
そ
の
陵
が
登
場
し
て
く
る

のである。二
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…
物
怪
は
桓
武
陵
の
崇
り
と
し
陵
を
巡
察

（
八
五
Ｏ
）

・
嘉
祥
三
年
三
月
十
六
日
条

…
桓
武
陵
木
伐
の
崇
り
に
よ
り
陵
司
等
を
処
罰

（６）

となる。
仁
明
天
皇
の
祖
父
桓
武
天
皇
や
神
功
皇
后
の
陵
の
崇
り
が
認
識
さ
れ
出

す
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
も
の
に
、
淳
和
院
の
遺
詔
が
あ
る
。
承
和
七

年
五
月
八
日
に
崩
じ
た
淳
和
院
は
死
の
直
前
、
自
ら
の
葬
送
に
関
し
て
、

薄
葬
を
旨
と
す
る
こ
と
、
国
忌
・
荷
前
の
例
に
入
れ
な
い
こ
と
を
言
い
お

い
た
後
、
陵
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

重
ね
て
命
じ
て
日
は
く
、
「
予
聞
か
く
、
「
人
残
し
て
精
魂
天
に
帰

す
。
而
し
て
空
し
く
家
墓
存
ら
ば
、
鬼
物
懇
き
、
終
に
乃
ち
崇
を
為

し
て
、
長
く
後
累
を
胎
す
」
と
き
く
。
今
宜
し
く
骨
を
砕
き
粉
と
為

て
、
之
を
山
中
に
散
ず
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
［
八
四
○
］
五
月
六
日
条
）

こ
こ
に
は
、
人
が
死
ん
だ
あ
と
霊
魂
は
天
に
昇
る
が
、
遺
骸
を
敵
め
た
墳

墓
に
鬼
物
が
葱
き
、
崇
り
を
な
す
と
あ
る
。
淳
和
院
は
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
、
自
分
の
山
陵
を
造
営
す
る
な
と
言
う
の
で
あ
る
．
天
皇
の
陵
で
あ
っ

て
も
墓
が
存
在
す
る
限
り
、
崇
り
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
あ
り

方
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。

山
陵
が
崇
る
と
い
う
の
は
、
平
安
に
入
っ
て
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
初
期

に
お
い
て
崇
り
の
主
体
は
、
崇
道
天
皇
や
井
上
内
親
王
な
ど
遺
恨
を
残
し

て
死
ん
だ
者
に
集
中
し
て
い
た
。
桓
武
政
権
が
確
立
す
る
過
程
で
排
除
さ

れ
て
い
っ
た
人
物
た
ち
の
怨
念
を
、
山
陵
は
引
き
受
け
て
い
た
の
で

（７）
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
帝
位
に
つ
き
遺
恨
を
残
す
は
ず
の
な
い
淳
和
院
が
、

自
身
の
山
陵
の
崇
り
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
遺
恨

の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
死
後
、
山
陵
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
、

巣
り
発
生
の
可
能
性
が
生
じ
て
し
ま
う
事
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
決
し

て
不
遇
だ
と
は
い
い
得
な
い
、
皇
統
の
中
枢
に
位
置
す
る
者
た
ち
の
山
陵

（８）

の
崇
り
、
そ
れ
が
起
こ
っ
て
く
る
の
が
仁
明
朝
な
の
で
あ
る
。

桓
武
陵
は
、
仁
明
朝
に
お
い
て
、
崇
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
仁
明

天
皇
は
、
即
位
に
際
し
桓
武
陵
へ
奉
幣
使
を
遣
わ
し
て
い
る
。
そ
の
時
の

告
文
の
な
か
に
は
、
桓
武
天
皇
（
Ⅱ
柏
原
御
門
）
へ
向
け
て
、

掛
け
ま
く
も
畏
き
柏
原
御
門
の
天
朝
が
瀞
ぴ
賜
は
む
厚
き
慈
ぴ
を
蒙

り
載
て
し
、
天
の
日
嗣
の
政
は
平
ら
け
く
安
ら
け
く
天
地
日
月
と
共

に
守
り
仕
へ
奉
る
べ
し
と
思
念
ほ
す
事
を
、
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
は

くと奏す。
含
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
［
八
三
三
］
三
月
五
日
条
）

と
あ
る
。
仁
明
天
皇
は
そ
の
始
発
に
お
い
て
、
守
護
さ
れ
る
べ
き
存
在
と

し
て
、
桓
武
天
皇
を
み
て
い
る
。
平
安
京
の
世
界
を
形
づ
く
り
、
今
を
支

え
る
存
在
と
し
て
桓
武
が
意
識
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
と
重
な
る
よ
う
に
桓

武
陵
が
崇
り
を
起
こ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
六
国
史
に
お
い
て
桓
武
陵
が

票
り
を
起
こ
す
の
は
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
即
位
予
告
の

奉
幣
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
守
護
が
願
わ
れ
る
な
か
、
桓
武
は
、
崇
り

（９）

を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

天
皇
陵
祭
祀
が
制
度
と
し
て
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
の
は
、
平
安
期
に

（旧）

は
い
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
。
神
武
な
ど
の
始
祖
帝
で
な
く
、
現
在
の
天
皇

か
ら
血
筋
の
つ
な
が
っ
た
身
近
な
祖
先
へ
の
祭
祀
が
、
桓
武
以
降
顕
著
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
正
統
性
を
天
智
・
光
仁
の
血

（Ⅱ）

に
も
と
め
よ
、
フ
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
ま
っ
た
。
父
・
祖
父
と
い
っ
た
血

縁
に
よ
る
天
皇
陵
祭
祀
は
、
そ
の
後
、
嵯
峨
・
淳
和
を
通
し
て
継
承
さ

-１０５-
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れ
、
貞
観
の
清
和
天
皇
の
と
き
、
十
陵
四
墓
制
と
し
て
お
よ
そ
完
成
す

る
。
仁
明
朝
は
そ
の
展
開
の
過
程
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
で
、
制
度
の

始
発
に
あ
る
桓
武
自
身
の
祭
祀
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
平
城
・

嵯
峨
・
淳
和
は
桓
武
の
息
子
で
あ
る
が
、
仁
明
は
孫
の
代
と
な
る
。
父
と

し
て
の
像
を
持
た
な
い
分
、
平
安
京
の
基
礎
を
築
い
た
、
む
し
ろ
天
皇
と

し
て
の
像
を
桓
武
に
よ
り
強
く
期
待
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仁
明

天
皇
の
御
代
に
は
、
桓
武
の
施
政
を
含
む
『
日
本
後
紀
』
も
編
纂
さ
れ
て

い
る
。
史
書
の
編
纂
を
通
し
て
、
桓
武
が
ど
の
よ
う
な
天
皇
で
あ
っ
た
の

か
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

仁
明
天
皇
の
時
代
に
起
こ
っ
て
く
る
桓
武
陵
の
崇
り
は
、
陵
祭
祀
の
変

遷
と
無
関
係
で
は
な
い
。
天
皇
の
血
筋
に
つ
な
が
る
祖
先
の
存
在
が
意
識

さ
れ
る
な
か
、
桓
武
を
ど
う
祖
先
と
し
て
捉
え
て
い
く
か
の
態
度
決
定
が

な
さ
れ
る
時
代
に
、
崇
り
は
あ
ら
わ
れ
る
。
天
皇
陵
の
崇
り
と
は
、
祖
先

と
し
て
天
皇
を
確
定
し
て
い
く
中
で
の
、
ゆ
れ
の
状
況
に
お
い
て
生
じ
た

（旧）

のだといえよ、フ。

陵
が
崇
る
原
因
は
時
代
に
あ
っ
た
。
祖
先
を
意
識
し
、
自
ら
の
系
譜
を

確
認
す
る
過
程
で
、
陵
は
崇
る
存
在
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ

の
時
期
、
天
皇
陵
は
、
死
の
世
界
か
ら
現
実
に
威
力
を
発
揮
す
る
場
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

神
功
陵
も
ま
た
、
こ
う
し
た
陵
と
崇
り
の
文
脈
と
無
関
係
で
は
あ
り
え

な
い
。
陵
と
い
う
活
躍
の
場
を
得
た
神
功
皇
后
も
、
崇
り
を
起
こ
す
存
在

と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
皇
后
は
、
天
皇
の
祖
先
で
は
あ

る
も
の
の
、
桓
武
の
よ
う
に
在
位
の
天
皇
に
直
結
す
る
系
譜
上
の
人
物
で

は
な
い
。
当
然
、
十
陵
四
墓
に
は
入
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
崇
り
を
生
み

だ
す
ま
で
に
も
過
程
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
神
功
皇
后
陵
が
、
具
体
的

先
に
引
い
た
承
和
八
年
の
記
事
は
、
五
月
三
日
と
十
二
日
の
二
度
の
詔

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
崇
」
の
語
が
明
示
さ
れ
る
の
は
そ
の
二

度
目
の
記
事
で
あ
る
が
、
ま
ず
三
日
の
記
事
か
ら
み
て
い
く
。

詔
し
て
日
は
く
、
「
天
皇
が
詔
旨
に
坐
せ
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
神
功

皇
后
の
御
陵
に
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
、
頃
者
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
に
在

る
神
霊
池
、
故
無
く
し
て
掴
減
す
る
こ
と
冊
丈
。
又
、
伊
豆
国
に
地

震
の
変
有
り
。
驚
き
乍
ら
問
ひ
求
む
れ
ば
、
旱
疫
の
災
及
び
兵
事
有

る
べ
し
と
卜
へ
申
せ
り
。
此
よ
り
の
外
に
も
物
怪
亦
多
し
。
此
に
依

り
て
左
右
に
念
し
行
す
に
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
神
功
皇
后
の
護
り
賜

ひ
助
け
賜
は
む
に
依
り
て
、
事
無
く
有
る
べ
し
と
思
し
食
し
て
、
参

議
大
和
守
従
四
位
下
正
躬
王
を
差
し
使
し
奉
出
す
状
を
聞
し
食
し

て
、
天
皇
が
朝
廷
を
動
く
こ
と
無
く
大
坐
し
め
、
国
家
を
平
ら
け
く

護
り
賜
ひ
助
け
賜
へ
と
、
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
は
く
と
申
す
」
と
の

た
ま
ふ
。
含
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
［
八
四
一
］
五
月
三
日
条
）

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
神
霊
池
の
枯
渇
が
遣
使
の
理
由

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
問
題
に
は
、
神
霊
池
の
枯
渇
の
ほ
か
、
伊

豆
国
の
地
震
の
変
も
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
六
月
に
伊
勢

神
宮
へ
奉
幣
が
行
わ
れ
、
ま
た
同
年
七
月
に
は
租
調
を
免
じ
、
賑
給
や
家

屋
修
理
の
こ
と
な
ど
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
重
な
る
「
物
怪
」
が
数
多
く
生
じ
た
と
い

う
。
承
和
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
は
、
複
数
の
怪
が
仁
明
を
と
り
ま
い

に
崇
り
を
起
こ
す
陵
と
な
る
ま
で
の
様
子
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

Ｕ■■■■■

■■■■■
■■■■■■■ﾛ■
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（旧）

て
い
た
の
だ
「
物
怪
亦
多
し
」
に
あ
た
る
も
の
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
国
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
み
る
と
、
こ
の
記
事

周
辺
の
怪
と
し
て
、
承
和
七
年
十
月
二
十
六
日
条
の
「
天
中
西
方
に
声
あ

り
て
皷
の
如
し
。
一
声
に
し
て
止
む
」
や
、
八
年
四
月
三
日
条
の
「
日
色

赤
く
し
て
血
の
如
し
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
い
っ
た

か
た
ち
で
は
書
か
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
怪
が
現
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

先
に
、
淳
和
や
嵯
峨
の
遣
詔
か
ら
、
仁
明
朝
が
、
陵
の
崇
り
に
際
し
大

き
な
転
換
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
は
怪
を
め
ぐ
る

問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

仁
明
天
皇
の
承
和
十
一
年
、
朝
廷
は
「
物
怪
」
の
ト
占
を
め
ぐ
っ
て
、

現
れ
く
る
崇
り
と
先
帝
嵯
峨
の
遺
誠
と
の
は
ざ
ま
に
た
た
さ
れ
る
。

先
帝
の
遣
誠
に
日
は
く
、
「
世
間
の
事
、
物
怪
有
る
毎
に
、
崇
、
先

霊
に
寄
す
。
是
れ
甚
だ
謂
は
れ
無
き
も
の
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

今
、
物
怪
有
る
随
に
、
所
司
を
し
て
卜
笠
せ
し
む
る
に
、
先
霊
の

崇
、
卦
兆
に
明
ら
か
な
り
。
臣
等
、
信
に
擬
へ
ば
則
ち
遣
詰
の
旨
に

杵
き
、
用
ひ
ざ
れ
ば
則
ち
当
代
の
筈
を
忍
ぶ
。
…
ト
笠
の
告
ぐ
る

所
、
信
じ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
朝
議
之
に
従
ふ
。

含
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
一
年
［
八
四
四
］
八
月
五
日
条
）

嵯
峨
は
遺
誠
に
お
い
て
、
物
怪
を
ト
占
に
よ
り
「
先
霊
の
崇
」
に
求
め
る

こ
と
の
非
を
説
い
て
い
た
。
し
か
し
嵯
峨
亡
き
後
の
承
和
年
間
に
は
、
多

く
の
怪
と
そ
の
理
由
と
し
て
の
崇
り
が
語
ら
れ
、
朝
廷
は
現
実
と
遣
誠
と

の
間
で
大
き
く
揺
れ
て
い
る
。

嵯
峨
は
生
前
、
在
位
当
時
に
も
、
怪
異
に
関
し
次
の
よ
電
フ
な
勅
を
だ
し

ていた。勅
し
た
ま
は
く
、
「
怪
異
の
事
、
聖
人
語
ら
ず
。
妖
言
の
罪
、
法
制

に
軽
か
ら
ず
。
而
し
て
諸
国
、
民
の
狂
言
を
信
じ
、
言
上
す
る
こ
と

墓
に
繁
し
。
或
る
は
言
国
家
に
及
び
、
或
る
は
妄
に
禍
福
を
陳
ぶ
。

法
を
敗
り
、
紀
を
乱
す
こ
と
、
斯
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。
今
よ
り

以
後
、
百
姓
轍
ち
託
宣
と
称
す
者
有
ら
ば
、
男
女
を
論
ら
は
ず
、
事

の
随
に
科
決
せ
よ
。
但
し
神
宣
灼
然
に
し
て
、
其
の
験
尤
も
著
し
き

も
の
有
ら
ば
、
国
司
検
察
し
実
を
定
め
て
言
上
せ
よ
」
と
の
た
ま

ふ
。
（
「
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
［
八
一
三
］
九
月
二
十
六
日
条
）

こ
の
よ
、
フ
に
、
嵯
峨
は
怪
異
や
妖
言
を
禁
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿

勢
は
遣
詔
に
お
い
て
も
「
卜
笠
、
信
ず
る
こ
と
な
か
れ
」
（
『
続
日
本
後

紀
」
承
和
九
年
七
月
十
五
日
条
）
と
み
ら
れ
、
一
貫
し
て
い
る
。
怪
異
や

妖
言
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
の
生
ま
れ
い
ず
る
時
代
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
嵯
峨
は
し
き
り
に
禁
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
仁
明
朝
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
こ
と
で
は
お
さ
め
ら
れ
ず
、

そ
の
対
応
の
仕
方
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
嵯
峨
の
時
に
は
、
諸
国

の
「
民
」
や
「
百
姓
」
が
怪
異
の
主
な
語
り
手
で
あ
っ
た
の
が
、
仁
明
の

代
に
は
「
所
司
」
「
臣
」
を
そ
の
担
い
手
と
し
、
宮
廷
内
部
で
の
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仁
明
朝
に
お
け
る
「
物
怪
」
の
う
ち
、
場
所
の

特
定
で
き
る
も
の
を
み
て
い
く
と
、
す
べ
て
内
裏
で
起
こ
っ
て
い
る
も
の

（Ⅲ）

と
な
る
。
天
皇
の
ご
く
身
近
な
空
間
に
ま
で
怪
は
侵
入
し
て
い
た
。
す
で

に
無
視
し
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

承
和
十
一
年
、
現
実
と
遺
誠
と
の
間
で
揺
れ
た
朝
廷
は
、
そ
の
決
着
と

し
て
「
卜
笠
の
告
ぐ
る
所
、
信
じ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
意
見
に
「
朝
議

之
に
従
ふ
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
卜
占
の
存
在
は
正
当
化
さ
れ
る
に
至

ブ（》◎ト
占
の
可
否
が
問
わ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
占
い
だ
す
内
容
、
た

-１０７-



平安京の神功皇后

と
え
ば
「
先
霊
の
崇
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
何
ら
か
の
「
崇
」
を
怪
の
原

因
と
し
て
み
い
だ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
災
異
思
想
は
、
律
令
制
の
導
入
と
と
も
に
天
武
朝
に
取

（旧）

り
入
れ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
天
命
思
想
を
も
と
に
、

災
異
の
主
体
を
天
と
し
、
天
皇
が
自
ら
の
不
徳
を
の
べ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
光
仁
以
降
、
特
に
仁
明
天
皇
の
代
に
な
っ
て
急
激
に
増

え
て
く
る
の
が
、
主
体
を
天
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
特
定
の
神

（脂）

霊
の
崇
り
と
み
る
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。
承
和
十
一
年
の
決
定
は
、
ま
さ

に
、
こ
の
怪
の
裏
に
あ
る
神
霊
の
崇
り
の
存
在
を
、
公
に
認
め
た
も
の
と

（、）

い
え
よ
う
。
そ
れ
ま
で
守
護
を
願
う
奉
幣
先
で
あ
っ
た
神
社
や
天
皇
陵

（旧）

が
、
自
ら
崇
り
を
生
み
だ
す
存
在
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
怪
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
き
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
怪
自
体
の

呼
び
名
も
育
つ
。
「
物
怪
」
の
語
は
、
こ
の
時
期
か
ら
急
激
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
具
体
的
な
内
容
を
示
さ
ず
と
も
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
、

（旧）

怪
異
現
象
一
般
を
指
す
語
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
怪
に
対

す
る
概
念
が
、
確
実
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
証
で
あ
ろ
う
。
前
代
の
怪
と

異
な
り
、
占
、
つ
ま
り
意
味
解
き
（
Ⅱ
語
り
）
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ

る
の
が
、
こ
の
時
期
の
「
物
怪
」
で
あ
る
。

神
功
皇
后
陵
へ
奉
幣
の
行
わ
れ
た
承
和
八
年
は
、
こ
の
「
物
怪
」
と
卜

占
を
め
ぐ
る
変
化
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
承
和
八
年
の
時
点

は
、
卜
占
が
正
式
に
容
認
さ
れ
る
承
和
十
一
年
の
前
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

五
月
三
日
の
詔
で
は
守
護
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
神
功
皇
后
で
あ
っ
た

が
、
冒
頭
で
あ
げ
た
九
日
後
の
詔
で
は
そ
こ
に
留
ま
り
き
ら
ず
、
つ
い
に

崇
り
な
す
存
在
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
雨
が
降
ら
な
い
の
で
卜
占

を
し
た
と
こ
ろ
、
神
功
皇
后
陵
の
崇
り
が
判
明
し
た
と
い
う
。
実
際
こ
こ

で
は
ト
占
に
よ
り
予
測
さ
れ
た
「
旱
疫
の
災
」
が
現
実
に
発
生
し
て
い

た。「
旱
疫
の
災
」
を
発
生
さ
せ
た
も
の
は
、
五
月
十
二
日
の
詔
に
あ
る

「
例
貢
の
物
闘
怠
れ
る
崇
り
」
で
あ
る
。
後
に
「
荷
前
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
例
貢
の
物
關
怠
れ
る
」
と
は
年
末
の
恒
例
祭
祀
で
あ
る
荷
前
使
の
貢
物

が
山
陵
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。
陵
祭
祀
の
僻
怠
、
そ
れ
が

崇
り
を
生
み
だ
し
た
。

実
際
に
は
、
荷
前
の
僻
怠
は
必
ず
し
も
神
功
皇
后
陵
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
現
に
荷
前
使
の
僻
怠
は
当
時
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

近
い
と
こ
ろ
で
は
承
和
二
年
の
宣
旨
で
、
荷
前
使
の
闘
怠
が
後
を
絶
た
な

い
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
へ
の
処
罰
と
し
て
、
職
を
解
任
し
あ
る

い
は
位
禄
を
奪
う
こ
と
に
加
え
、
位
階
に
か
か
わ
ら
ず
正
月
七
日
の
節
会

（即）

に
参
加
さ
せ
な
い
旨
が
通
達
さ
れ
て
い
る
。
荷
前
使
僻
怠
に
関
す
る
宣
旨

は
そ
の
後
も
出
さ
れ
て
お
り
、
承
和
八
年
に
お
い
て
も
、
こ
の
状
況
が
改

善
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

神
功
皇
后
の
崇
り
と
は
、
事
実
と
し
て
そ
の
陵
祭
祀
が
疎
か
に
さ
れ
て

い
た
か
ど
う
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
巣
り
の
理
由
が
探
り
求
め

ら
れ
る
な
か
で
、
当
時
一
般
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
荷
前
使
の
慨
怠
が

引
き
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
前
使
の
解
怠
が
、
こ
こ

で
は
陵
に
関
わ
る
罪
と
し
て
想
起
さ
れ
た
の
だ
。

こ
う
し
て
、
神
功
皇
后
は
、
陵
に
お
い
て
崇
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

神
功
皇
后
の
存
在
は
、
陵
祭
祀
の
な
か
で
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
く
。

四

-１０８-



平安京の神功皇后

遣
唐
使
と
い
う
対
外
関
係
へ
の
祈
願
奉
幣
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
崇
り
と

い
う
得
体
の
知
れ
な
い
威
力
を
神
功
皇
后
が
発
揮
す
る
の
は
、
物
怪
の
背

後
に
、
何
ら
か
の
理
由
を
語
り
だ
す
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
神
功
皇
后
を
め
ぐ
っ
て
は
、
怪
の
原
因
と
い
う
だ
け
に
は
留
ま

ら
す
、
つ
い
に
は
神
功
陵
自
体
が
怪
を
起
こ
す
よ
う
に
な
る
。

楯
列
陵
守
等
言
さ
く
、
「
去
ぬ
る
月
の
十
八
日
食
時
、
山
陵
鳴
る
こ

み
な
み

と
二
度
。
其
の
声
雷
の
如
し
。
即
ち
赤
気
瓢
風
の
如
く
離
を
指
し
て

に
し

飛
び
去
る
。
申
時
亦
鳴
る
。
其
の
気
初
め
の
如
し
。
党
を
指
し
て
飛

び
亘
る
」
と
ま
う
す
。
参
議
正
躬
王
を
遣
し
て
検
校
を
加
へ
し
む
る

に
、
陵
木
を
伐
る
こ
と
七
十
七
株
。
陵
木
等
に
至
り
て
は
勝
に
計
ふ

く
か
ら
ず
。
便
即
ち
陵
守
長
百
済
春
継
を
勘
当
す
る
こ
と
上
奏
す
。

（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
［
八
四
三
］
四
月
朔
日
条
）
（剛）

楯
列
陵
（
Ⅱ
神
功
陵
）
に
お
い
て
二
度
の
鳴
動
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
怪
異
の
原
因
を
知
る
た
め
、
す
ぐ
さ
ま
参
議
正
躬
王
を
送
り
、
陵
の
様

子
を
検
査
す
る
と
、
陵
木
の
伐
採
が
見
つ
か
っ
た
。
木
伐
は
陵
の
清
浄
を

乱
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
崇
り
の
原
因
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
も
木
伐
が
鳴
動
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
、
陵
守
の
職
を
解
く
こ
と

で
、
ひ
と
ま
ず
事
態
の
収
拾
を
は
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
陵
の
鳴
動

を
め
ぐ
る
出
来
事
は
こ
れ
で
は
終
わ
ら
ず
に
、
さ
ら
な
る
重
大
事
へ
と
発

展していく。

参
議
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
助
、
掃
部
頭
従
五
位
下
坂
上
大
宿
禰
正
野

等
を
使
し
て
、
楯
列
北
南
二
山
陵
に
謝
し
奉
ら
し
む
。
去
ぬ
る
三
月

十
八
日
、
奇
異
有
る
に
依
り
て
、
図
録
を
捜
検
す
る
に
二
楯
列
山
陵

有
り
。
北
は
則
ち
、
神
功
皇
后
の
陵
［
倭
名
大
足
姫
命
皇
后
］
な

り
。
南
は
則
ち
、
成
務
天
皇
の
陵
［
倭
名
稚
足
彦
天
皇
］
な
り
。
世

人
相
伝
ふ
る
に
、
南
陵
を
以
て
神
功
皇
后
の
陵
と
為
す
。
偏
へ
に
是

の
口
伝
に
依
り
て
、
神
功
皇
后
の
崇
有
る
毎
に
、
空
し
く
成
務
天
皇

の
陵
に
謝
す
。
先
年
、
神
功
皇
后
の
崇
に
縁
り
て
作
れ
る
弓
剣
の

類
、
誤
り
て
成
務
天
皇
の
陵
に
進
む
。
今
日
改
め
て
神
功
皇
后
の
陵

に奉る。（
「
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
［
八
四
三
］
四
月
二
十
一
日
条
）

神
功
皇
后
陵
と
さ
れ
る
楯
列
山
陵
に
は
、
南
北
二
つ
あ
る
。
「
口
伝
」
に

よ
れ
ば
南
が
神
功
皇
后
陵
で
、
北
が
成
務
天
皇
陵
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

「
図
録
」
を
見
た
と
こ
ろ
、
南
は
成
務
天
皇
陵
で
あ
り
、
神
功
皇
后
陵
は

北
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
神
功
皇
后
陵
と
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
た

と
こ
ろ
は
、
実
は
成
務
天
皇
陵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
図
録
」
に
よ
り

示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
は
「
神
功
皇
后
の
崇
有
る
毎
に
」
と
あ
り
、
神
功
陵
が
し
ば
し

ば
崇
り
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
具
体
的
に
は
前
年
の
崇
り
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
鳴
動
は
、
崇
り
へ
の
対
応
と
し
て
行
っ
た
神

宝
の
奉
献
が
、
正
し
く
皇
后
に
届
い
て
い
な
い
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
功
陵
に
神
宝
が
奉
ら
れ
た
こ
と
は
、
国
史
に
確
か

に
記
載
が
み
ら
れ
る
。

楯
列
山
陵
に
神
宝
を
献
り
て
日
は
く
、
「
天
皇
が
詔
旨
ら
ま
と
、
掛

け
ま
く
も
畏
き
神
功
皇
后
の
御
陵
に
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
、
御
心
に

念
し
行
す
事
有
る
に
依
り
て
、
御
宝
弓
剣
等
を
設
け
備
へ
て
、
吉
日

良
辰
を
択
び
て
、
参
議
従
四
位
上
式
部
大
輔
兼
讃
岐
守
滋
野
朝
臣
貞

主
を
差
し
使
し
て
奉
出
す
。
此
の
状
を
聞
こ
し
食
し
て
、
御
心
に
念

し
行
す
が
如
く
に
国
家
を
平
ら
け
く
護
り
賜
ひ
瀞
び
賜
へ
と
、
恐
み

恐
み
も
申
し
賜
は
く
と
申
す
」
と
の
た
ま
ふ
。
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含
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
［
八
四
二
］
十
二
月
二
十
日
条
）

こ
こ
で
は
、
神
宝
の
奉
献
が
「
崇
」
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
語
ら
れ
て

い
な
い
。
語
ら
れ
ず
に
い
た
崇
り
の
存
在
が
、
承
和
十
年
の
記
事
に
よ

り
、
遡
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。

承
和
九
年
の
こ
の
記
事
は
、
「
楯
列
山
陵
」
の
名
が
あ
ら
わ
れ
た
初
見

例
で
あ
る
。
「
楯
列
山
陵
」
が
神
功
陵
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
告
文
の

な
か
で
「
神
功
皇
后
の
御
陵
」
と
言
い
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
陵
の
名
で
は
呼
ば
れ
ず
、
「
神
功
皇
后
陵
」
（
承
和

三
年
）
、
「
神
功
皇
后
山
陵
」
（
承
和
六
年
）
、
「
神
功
皇
后
乃
御
陵
」
（
承
和

八
年
）
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
呼
び
方
は
、
山
陵
を
い
う
場
合
に
は
異
例

で
あ
り
、
通
常
は
山
階
山
陵
（
天
智
）
、
田
原
山
陵
（
光
仁
）
、
柏
原
山
陵

（
桓
武
）
と
い
う
よ
う
に
、
山
陵
地
の
名
で
呼
ぶ
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。

神
功
皇
后
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
血
縁
上
の
直
系
に
あ

た
る
天
皇
群
と
異
な
り
、
系
譜
的
に
か
な
り
遡
る
た
め
、
単
純
に
地
名
と

直
結
さ
せ
て
は
呼
べ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
承
和
九
年
、
つ
ま

り
承
和
八
年
の
一
連
の
事
態
を
経
て
、
よ
う
や
く
他
の
天
皇
陵
と
同
等
の

陵
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
記
事
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
功
陵
は
「
楯

列
山
陵
」
と
し
て
落
ち
つ
く
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
陵
と
し
て
の
名
称
故
に
、

新
た
な
問
題
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
近
親
の
祖
先
で
な
い
神
功
陵
を
め

ぐ
る
問
い
は
、
山
陵
地
の
正
否
と
い
う
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
ま
で
行
き

つ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

皇
后
の
葬
送
地
は
、
紀
に
「
狭
城
盾
列
陵
」
（
記
「
狭
城
楯
列
陵
」
）
と

あ
り
、
北
か
南
か
の
区
別
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
皇
后
陵
と
混
同
さ
れ

る
成
務
陵
に
つ
い
て
も
同
じ
く
「
狭
城
盾
列
陵
」
（
記
「
沙
紀
之
多
他
那

美
」
）
で
あ
り
、
両
者
は
明
確
に
は
区
別
さ
れ
な
い
。
国
史
に
よ
っ
て
は

確
認
で
き
な
い
二
陵
の
位
置
関
係
は
、
ま
さ
に
「
口
伝
」
に
よ
っ
て
し
か

判
断
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

「
図
録
」
は
そ
こ
に
発
見
さ
れ
る
。
「
口
伝
」
と
い
、
プ
ロ
承
の
知
識
は
、

「
図
録
」
と
い
う
書
承
の
知
識
の
前
に
、
あ
え
な
く
偽
物
の
烙
印
を
押
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
「
口
伝
」
は
誤
り
と
い
え
る

の
か
。
こ
こ
で
の
真
の
問
題
は
、
伝
の
正
否
を
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

山
陵
へ
の
祭
祀
は
、
恒
例
の
も
の
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
天
皇
陵
に
対
し

て
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
位
置
は
一
見
最
も
明
ら
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
有
史
以
来
の
す
べ
て
の
陵
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
本
当

に
か
つ
て
の
天
皇
が
葬
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
見
た
者
は
誰
も
い
な

い
。
事
実
か
ど
う
か
の
保
証
は
、
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
記

紀
の
記
録
、
そ
れ
す
ら
同
時
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
陵
の
位
置
は
、
伝
承

の
蓄
積
の
中
で
確
定
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
神
功
陵
も
ま
た
、
無
前
提
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

陵
の
崇
り
は
、
当
然
と
思
わ
れ
て
い
た
山
陵
の
位
置
へ
疑
問
を
つ
き
つ
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
位
置
が
固
定
さ
れ
て
い
た
段
階
で
は
、
こ
れ
が

「
口
伝
」
に
よ
る
知
識
か
ど
う
か
は
問
題
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

神
功
陵
か
成
務
陵
か
と
い
、
７
区
別
す
ら
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
神
功
陵
と
し
て
の
「
楯
列
陵
」
が
そ
こ
に
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
も
う

ひ
と
つ
の
「
楯
列
陵
」
の
存
在
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
神
功
皇
后
へ
の
関
心
、
こ
れ
こ
そ
が
崇
り
を
語
り
だ
し
、
ま
た
陵
の

異
伝
を
も
呼
び
寄
せ
た
。

皇
后
は
す
で
に
死
後
の
世
界
に
い
る
。
し
か
し
そ
の
皇
后
の
存
在
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
特
別
な
場
所
と
し
て
陵
は
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
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皇
后
が
陵
と
し
て
語
り
だ
さ
れ
た
時
代
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
物
」

の
動
き
だ
す
時
で
も
あ
っ
た
。
嵯
峨
か
ら
仁
明
の
代
に
か
け
て
は
、
物
怪

や
ト
占
あ
る
い
は
陵
の
認
識
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
改
変
の
時
期
を
迎

え
て
い
る
。
桓
武
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
平
安
京
、
文
化
も
ま
た
つ
く
り

な
お
さ
れ
る
。
遷
都
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
、
仁
明
治
世
の
承
和
年
間
は
、

新
京
に
対
し
て
期
待
さ
れ
た
も
の
と
実
際
の
活
動
に
お
い
て
生
ま
れ
て
き

た
も
の
と
が
交
差
す
る
ひ
と
つ
の
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
怪
や
崇

り
の
流
行
は
、
新
都
を
生
み
だ
す
力
と
、
そ
こ
に
生
み
だ
さ
れ
て
し
ま
う

力
と
の
合
間
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
》
７
。
仁
明
朝
は
、
こ
れ
ら

得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
対
し
て
、
「
物
」
の
怪
（
Ⅱ
物
怪
）
と
い
う
概

念
を
形
成
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
物
怪
は
、
多
く
内
裏

た
。
承
和
十
年
の
事
件
は
、
度
重
な
る
皇
后
の
巣
り
に
よ
り
、
皇
后
を
み

い
だ
し
、
ま
た
陵
と
し
て
の
皇
后
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
の
過
程
の
中

で
、
究
極
の
問
題
へ
と
行
き
つ
い
た
結
果
だ
と
い
え
る
。
神
功
皇
后
へ
の

思
考
の
は
て
に
、
陵
の
位
置
は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

比
噛
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
平
安
京
の
神
功
皇
后
は
、
こ
こ
で
新
た

に
楯
列
山
陵
へ
葬
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。
皇
后
の
葬
送
は
、
実
際
に
は

触
れ
得
な
い
伝
承
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
陵
の
正
否
を
め
ぐ
る
問
題

を
介
し
、
改
め
て
そ
の
位
置
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件

に
よ
っ
て
、
血
縁
の
あ
る
記
憶
の
確
か
な
天
皇
を
陵
へ
葬
る
よ
う
に
、

「
楯
列
山
陵
」
と
神
功
皇
后
と
の
結
び
つ
き
は
確
定
さ
れ
た
。
皇
后
の
崇

（鯉）

り
と
い
う
、
自
身
の
意
志
を
通
し
て
。

五

で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
身
近
な
怪
で
あ
る
。
身
近
な
「
物
」
に
対
す

る
興
味
が
怪
を
う
み
だ
す
と
い
っ
て
も
い
い
。
何
気
な
い
「
物
」
に
接
し

た
時
、
そ
れ
に
も
意
味
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
物
」
へ
の
興
味
は
、
解
釈
の
方
法
を
も
求
め
る
こ
と

に
な
る
。
神
功
皇
后
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
契
機
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
怪
の

理
解
し
が
た
さ
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
外
の
世
界
と
も
対
抗
し
う
る

皇
后
が
、
山
陵
の
崇
り
と
い
う
か
た
ち
で
選
ば
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
神
功
皇
后
は
、
現
実
の
状
況
に
影
響
を
与
え
、
力
を
持
つ
も
の
と

し
て
活
躍
の
場
を
得
る
に
至
る
。

神
功
皇
后
へ
の
欲
求
は
、
こ
の
時
期
、
朝
廷
の
外
た
る
神
社
祭
祀
の
場

に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
。
中
央
と
は
対
極
に
あ
る
九
州
の
地
、
宇
佐

八
幡
宮
で
は
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
年
間
、
神
功
皇
后
の
託
宣
に
よ
り
、
皇

（羽）

后
が
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
八
幡
宮
は
、
応
神
天
皇
と
そ

の
后
神
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
母
た
る
神
功
皇
后
が
、
神
と
し
て

祭
祀
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
九
州
は
、
太
宰
府
を
抱
え
た
対
外
上
の
要

地
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
霊
廟
た
る
香
椎
廟
も
あ
る
。
宇
佐
八
幡
で
の
皇

后
の
祭
祀
は
、
九
州
の
地
に
お
け
る
、
神
功
皇
后
へ
の
興
味
の
高
ま
り
を

意
味
し
て
い
よ
う
。
皇
后
は
、
陵
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
以
前
、
す
で
に
神

と
い
、
フ
か
た
ち
で
現
実
の
世
に
甦
っ
て
い
る
。

こ
の
九
州
で
の
動
き
は
、
都
の
状
況
と
も
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
。
承
和

八
年
、
神
功
陵
が
荷
前
使
の
慨
怠
に
よ
り
崇
り
を
起
こ
し
た
と
き
、
同
じ

崇
り
は
九
州
に
あ
る
皇
后
の
霊
廟
た
る
香
椎
廟
で
も
起
き
て
い
た
。
そ
し

て
報
謝
の
使
い
は
、
香
椎
廟
と
さ
ら
に
は
宇
佐
八
幡
宮
に
ま
で
送
ら
れ
て

（割）

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
宇
佐
及
び
香
椎
廟
へ
の
奉
幣
使
は
、
か
つ
て

道
鏡
の
八
幡
神
託
事
件
に
際
し
宇
佐
へ
遣
わ
さ
れ
た
和
気
清
麻
呂
の
子
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の
、
和
気
仲
世
で
あ
る
。
一
方
、
神
功
陵
へ
の
報
謝
使
は
、
仲
世
の
兄
、

和
気
真
綱
で
あ
っ
た
。
八
幡
と
関
わ
り
の
深
い
こ
の
二
人
は
、
父
清
麻
呂

の
八
幡
遣
使
を
自
氏
の
特
性
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
編
述
に
関
わ
っ
た
と
さ

れ
る
清
麻
呂
莞
伝
に
お
い
て
、
祖
先
の
活
躍
が
神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
に

（閉）

あ
っ
た
と
い
う
伝
承
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
莞
伝
が
書
か
れ
た
の
も
承
和

の
頃
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
功
皇
后
を
め
ぐ
っ
て
は
、
皇
后
を
氏
族

伝
承
に
抱
え
る
和
気
氏
が
使
者
と
し
て
、
社
・
陵
二
所
を
つ
な
い
で
お

り
、
宇
佐
八
幡
が
神
功
皇
后
を
祀
る
社
で
あ
る
こ
と
は
、
都
に
お
い
て
も

明
ら
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
仁
明
天
皇
の
代
は
、
即
位
に
際
し
、
は
じ
め
て
単
独
で
の

宇
佐
奉
幣
が
行
わ
れ
た
時
で
も
あ
っ
た
。
即
位
時
の
宇
佐
奉
幣
は
こ
の
あ

と
、
中
世
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
史
書
に
確
認
で
き
る
は
じ
め

が
仁
明
天
皇
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
仁
明
は
八
幡

（妬）

神
を
重
ん
じ
た
天
皇
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
流
れ
が
孫
で
あ
る
清
和
天
皇
の

代
に
至
り
、
都
近
く
の
石
清
水
へ
、
神
功
皇
后
を
含
む
八
幡
三
神
を
勧
請

（訂）

す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
神
功
皇
后
は
神
祭
祀
の
場
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

皇
后
は
ま
た
、
当
然
天
皇
譜
に
入
る
人
物
で
あ
る
。
折
し
も
天
皇
の
祖
先

祭
祀
が
陵
と
い
う
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
て
い
く
時
期
。
神
功
皇
后
は
、
天

智
や
桓
武
と
い
っ
た
、
平
安
京
の
天
皇
を
血
縁
上
直
接
保
証
す
る
祖
先
か

ら
は
、
は
る
か
に
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
の
、
神
と
し
て
で
は
な
く
、
陵

祭
祀
と
い
う
、
天
皇
の
血
に
つ
な
が
る
も
の
の
範
嶬
の
な
か
で
把
握
さ
れ

る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
神
功
陵
の
崇
り
は
、
神
祭
祀
の
場

で
注
目
さ
れ
て
き
た
皇
后
を
、
祖
先
祭
祀
の
体
系
に
お
い
て
、
陵
と
い
っ

た
か
た
ち
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
要
求
の
な
か
に
起
こ
っ
て
き
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

神
功
皇
后
は
三
韓
征
討
と
い
う
、
対
外
関
係
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
そ
の
事
跡
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
折
り
に
つ
け
語
り
な
お

さ
れ
て
き
た
。
紀
の
記
す
正
史
の
み
な
ら
ず
、
と
き
ど
き
に
膨
ら
み
を
持

つ
語
り
の
層
を
身
に
引
き
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
は
、
荒
ぶ

る
力
と
対
時
し
、
海
の
外
の
世
界
を
も
服
従
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
う

い
、
フ
荒
ぶ
る
力
と
対
抗
し
た
記
憶
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
怪
や
「
物
」
の
あ
ふ

れ
る
時
代
に
最
も
み
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
改
め
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
と

（胡）

なった。
く
り
か
え
し
崇
り
を
う
み
だ
し
成
長
す
る
神
功
陵
、
そ
れ
は
こ
の
平
安

と
い
う
時
の
中
で
語
り
だ
さ
れ
た
神
功
皇
后
の
、
新
た
な
姿
で
あ
る
と
い

、うことができよ、フ。

注
（
１
）
『
日
本
後
紀
」
延
暦
十
五
年
七
月
二
十
二
日
条
。

（
２
）
『
続
日
本
後
紀
」
承
和
七
年
十
二
月
七
日
条
。

（
３
）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
三
月
二
十
八
日
条
．

（
４
）
承
和
六
年
四
月
二
十
五
日
条
（
『
続
日
本
後
紀
』
）
の
詔
で
は
、
神

功
皇
后
陵
の
木
伐
を
謝
し
、
陵
守
を
罰
す
る
と
と
も
に
「
此
の
過
ち

に
よ
り
て
や
、
此
日
の
間
、
旱
災
あ
ら
む
」
と
し
、
山
陵
の
木
伐
と

旱
災
と
の
間
に
相
関
関
係
を
認
め
て
い
る
。

（
５
）
六
国
史
の
う
ち
、
神
功
陵
を
め
ぐ
る
記
事
は
、
内
容
か
ら
崇
り
の

存
在
が
知
ら
れ
る
承
和
六
年
四
月
二
十
五
日
条
（
注
４
参
照
）
の
ほ

か
、
直
接
「
崇
」
の
語
の
み
え
る
も
の
が
八
例
あ
る
（
承
和
八
年
五

月
三
日
・
十
二
日
条
、
承
和
九
年
十
二
月
二
十
日
条
、
承
和
十
年
四
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月
朔
日
条
、
承
和
十
年
四
月
二
十
一
日
条
［
以
上
『
続
日
本
後

紀
」
］
、
貞
観
八
年
六
月
二
十
九
日
条
、
貞
観
十
七
年
七
月
三
日
条
、

元
慶
元
年
七
月
三
日
条
、
元
慶
元
年
七
月
十
日
条
［
以
上
『
三
代
実

録
」
］
）
。
そ
れ
以
外
で
の
神
功
陵
の
例
は
、
後
述
す
る
陵
祭
祀
初
例

の
承
和
三
年
五
月
二
十
二
日
条
（
遣
唐
使
守
護
の
奉
幣
）
、
承
和
十

年
五
月
十
五
日
（
陵
守
の
補
任
に
つ
い
て
）
、
貞
観
十
二
年
二
月
十

五
日
条
（
新
羅
海
賊
襲
来
時
の
奉
幣
）
の
三
例
で
、
圧
倒
的
に
崇
り

に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多
い
。

（
６
）
仁
明
朝
以
前
の
桓
武
陵
記
事
に
は
、
兆
域
を
定
め
た
り
虫
害
に
よ

る
木
枯
の
報
告
な
ど
陵
域
内
の
管
理
に
関
す
る
も
の
（
『
類
聚
国
史
」

大
同
二
年
八
月
十
四
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
五
年
五
月
朔
日
条
、

『
日
本
紀
略
』
天
長
四
年
十
一
月
二
十
五
日
条
）
、
即
位
・
廃
太
子
等

を
告
げ
る
も
の
含
日
本
紀
略
」
大
同
二
年
十
一
月
十
一
日
条
、
『
日

本
後
紀
」
弘
仁
元
年
九
月
十
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
四
年
四

月
二
十
五
日
条
）
、
祈
雨
奉
幣
亀
日
本
紀
略
』
弘
仁
九
年
四
月
二
十

六
日
条
）
な
ど
が
あ
り
、
淳
和
の
御
代
に
は
、
天
変
地
異
・
怪
異
・

物
怪
等
に
際
し
て
の
奉
幣
が
め
だ
っ
て
増
え
て
く
る
（
『
日
本
紀
略
』

天
長
二
年
閏
七
月
四
日
条
、
天
長
四
年
十
一
月
六
日
条
、
天
長
五
年

八
月
十
八
日
条
、
天
長
八
年
六
月
二
十
日
条
、
天
長
八
年
六
月
二
十

六
日
条
）
。
後
述
の
神
功
陵
の
場
合
と
同
様
、
桓
武
陵
の
崇
り
も
、

物
怪
を
契
機
と
す
る
と
み
て
よ
い
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
陵
自
体

が
崇
り
の
主
体
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
守
護
を
願

う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
「
皇
太
子
久
病
。
ト
之
。
崇
道
天
皇
為
し
崇
。
遣
二
諸
陵
頭
調
使
王

等
紗
淡
路
国
→
奉
レ
謝
二
其
霊
ご
（
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
六
月

〔
井
上
内
規
王
〕

十
日
条
）
、
「
遣
至
使
紗
吉
野
山
陵
一
掃
二
除
陵
内
一
井
読
経
狸
以
下

充
旱
累
レ
旬
山
陵
為
占
崇
也
。
」
亀
日
本
紀
略
』
大
同
四
年
七
月
三

日
条
）
な
ど
と
あ
る
。

（
８
）
同
じ
く
仁
明
朝
に
崩
じ
た
嵯
峨
天
皇
の
遺
詔
に
も
、
薄
葬
を
旨
と

す
る
と
と
も
に
「
是
裁
二
屍
地
下
→
死
而
重
し
傷
。
魂
而
有
し
霊
。
則

墓
二
悲
冥
途
一
・
長
為
二
怨
鬼
こ
舎
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月

十
五
日
条
）
と
あ
る
。
嵯
峨
や
淳
和
の
遺
詔
に
み
ら
れ
る
霊
魂
観
と

崇
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
嶋
菜
温
子
「
王
の
死
と
身
体
１
ヶ
ガ

レ
の
制
度
史
」
亀
か
ぐ
や
姫
幻
想
」
森
話
社
一
九
九
五
）
。
仁
明

朝
の
承
和
年
間
は
、
死
者
の
「
骨
」
が
強
く
意
識
さ
れ
た
時
代
の
よ

う
で
、
嵯
峨
遺
詔
の
三
ヶ
月
後
に
は
、
鴨
川
の
「
鯛
艘
」
を
焼
き
、

葬
ら
せ
た
と
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
亀
続
日
本
後
紀
」
承
和
九
年

十
月
十
四
・
二
十
三
日
条
）
。
死
体
で
は
な
く
「
韻
饅
」
と
明
記
さ

れ
て
お
り
、
骨
の
存
在
が
崇
り
と
関
連
す
る
と
い
う
思
想
状
況
を
よ

く
表
し
て
い
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
長
屋
王
の
骨
の
巣
り
も
、
こ
の

早
い
例
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
９
）
守
護
と
崇
り
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
村
生
雄
『
日
本
の
神
と
王

権
』
（
法
蔵
館
一
九
九
四
）
。

（
蛆
）
服
藤
早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
」
ａ
家
成
立
史

の
研
究
』
校
倉
書
房
一
九
九
一
）
。

（
Ⅱ
）
桓
武
の
延
暦
十
年
に
は
、
国
忌
の
制
度
に
つ
い
て
も
、
父
母
・
祖

父
母
と
い
っ
た
桓
武
に
直
接
つ
な
が
る
人
物
の
み
が
残
さ
れ
、
他
は

整
理
さ
れ
て
い
る
。
中
村
一
郎
「
国
忌
の
廃
置
に
つ
い
て
」
念
書
陵

部
紀
要
』
二
一
九
五
二
）
。

（
岨
）
そ
の
後
、
文
徳
朝
に
は
先
帝
仁
明
陵
が
崇
り
、
清
和
朝
に
は
先
帝

文
徳
陵
が
巣
っ
て
い
る
。

（
咽
）
竹
居
明
男
は
、
仁
明
が
物
怪
に
対
し
て
特
に
敏
感
な
天
皇
で
あ
っ

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
ヨ
続
日
本
紀
』
の
「
物
佐
」
記
事
ｌ
仁
明

朝
の
宮
廷
と
僧
道
昌
ｌ
」
『
文
化
史
学
」
四
五
一
九
八
九
・
一
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一）ｏ

（
Ｍ
）
『
続
日
本
後
紀
』
を
み
て
い
く
と
、
「
内
裏
有
二
物
怪
こ
（
承
和
三

年
十
月
十
日
条
・
承
和
四
年
七
月
三
日
条
）
、
「
禁
中
有
二
物
怪
こ

（
承
和
六
年
七
月
五
日
条
）
、
「
物
怪
見
二
子
内
裏
こ
（
承
和
七
年
六

月
五
日
条
）
、
「
内
裏
物
怪
」
（
承
和
十
年
五
月
八
日
）
な
ど
、
内
裏

の
物
怪
に
よ
っ
て
読
経
や
祈
祷
を
し
た
と
い
う
例
の
ほ
か
、
「
亦

欲
レ
御
二
同
殿
至
殿
上
所
し
設
御
座
縁
辺
。
忽
有
二
物
怪
→
因
停
二
降

臨
こ
（
承
和
四
年
正
月
十
八
日
条
）
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
天
皇

が
ま
さ
に
出
御
し
よ
う
と
し
た
場
所
に
ま
で
物
怪
の
及
ん
で
い
る
こ

とがわかる。

（
囮
）
東
野
治
之
「
飛
鳥
・
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
」
（
『
日
本
歴
史
」

二
五
九
、
一
九
六
九
・
一
二
）
・

（
焔
）
小
坂
眞
二
「
九
世
紀
段
階
の
怪
異
変
質
に
み
る
陰
陽
道
成
立
の
一

側
面
」
（
竹
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
」
校
倉
書
房

一
九
八
○
）
、
松
本
卓
哉
「
律
令
国
家
に
お
け
る
災
異
思
想
」
（
『
古

代
王
権
と
祭
儀
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
○
）
、
山
下
克
明
「
暦
・

天
文
を
め
ぐ
る
諸
相
」
亀
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
岩
田

書
院
一
九
九
六
）
。

（
Ⅳ
）
山
下
克
明
「
陰
陽
師
再
考
」
（
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽

道
』
岩
田
書
院
一
九
九
六
）
。

（
咽
）
平
安
の
は
じ
め
は
、
占
い
を
め
ぐ
っ
て
神
祇
官
と
陰
陽
寮
が
し
き

り
に
技
を
競
い
あ
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
（
小
坂
眞
二
「
古
代
・

中
世
の
占
い
」
『
陰
陽
道
叢
書
』
第
四
巻
特
論
名
著
出
版
一
九

九
三
）
。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
特
に
承
和
九
年
の
嵯
峨
の
死
と
、
そ

の
直
後
に
起
こ
っ
た
承
和
の
変
を
境
と
し
て
、
陰
陽
師
が
活
躍
の
場

を
広
げ
、
藤
原
氏
な
ど
の
貴
族
た
ち
と
個
人
的
に
結
び
つ
い
て
い
く

よ
う
に
な
る
。
村
山
修
一
「
律
令
的
陰
陽
道
の
変
質
」
含
日
本
陰
陽

道
史
総
説
』
塙
書
房
一
九
八
二
、
岡
田
荘
司
「
陰
陽
道
祭
祀
の

成
立
と
展
開
」
（
『
陰
陽
道
叢
書
」
第
一
巻
古
代
名
著
出
版
一
九

九一）・

（
岨
）
「
物
怪
」
の
語
の
初
見
は
、
淳
和
朝
の
天
長
七
年
（
八
二
○
）
閨

十
二
月
二
十
四
日
条
亀
日
本
紀
略
乞
で
、
天
長
年
間
に
他
二
例

会
日
本
紀
略
』
天
長
八
年
六
月
二
十
日
条
、
同
二
十
六
日
条
）
見
ら

れ
る
が
、
仁
明
朝
に
は
二
十
例
と
一
気
に
増
え
、
ま
た
内
容
と
し
て

も
、
寺
社
へ
祈
蒋
あ
る
い
は
読
経
し
守
謹
を
願
う
も
の
か
ら
、
卜
占

に
よ
り
崇
り
を
占
い
出
す
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
る
。

（
別
）
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
四
「
荷
前
」
。
西
牟
田
崇
生
「
山
陵
奉
幣
に
関

す
る
一
考
察
」
亀
神
道
史
論
叢
』
国
書
刊
行
会
一
九
八
四
）
。

（
皿
）
鳴
動
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
以
降
さ
ま
ざ
ま
に
例

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
兵
庫
や

関
、
駅
鈴
な
ど
の
鳴
る
と
い
う
例
が
、
光
仁
以
降
多
出
す
る
。
初
例

は
『
続
日
本
紀
」
元
正
天
皇
の
養
老
五
年
二
月
十
五
日
条
「
大
蔵
省

の
蔵
、
自
ら
鳴
り
て
声
有
り
」
で
あ
る
が
、
そ
の
後
光
仁
天
皇
宝
亀

十
一
年
六
月
二
十
八
日
条
ま
で
間
が
あ
き
、
例
え
ば
「
苫
田
郡
の
兵

庫
鳴
り
動
き
き
…
そ
の
響
き
、
雷
違
の
漸
く
動
く
が
如
し
」
（
『
続
日

本
紀
』
天
応
元
年
三
月
二
十
六
日
条
）
、
の
よ
う
に
例
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
天
に
「
声
有
り
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
仁
明
朝
以
降
に
多

く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
崇
り
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、

称
徳
朝
に
西
大
寺
東
塔
の
心
礎
と
し
て
切
り
出
さ
れ
た
石
の
崇
る
例

が
あ
る
二
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
二
月
二
十
三
日
条
）
。
こ
の
石
は

数
千
人
を
も
っ
て
引
い
て
も
動
か
ず
、
「
時
に
復
或
は
鳴
る
」
と
い

う
、
鳴
る
石
で
あ
る
。
そ
の
「
石
の
崇
」
は
、
「
巫
観
の
徒
」
と
書

か
れ
る
民
間
の
巫
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
（
「
時
に
巫
蜆
の
徒
、

動
す
れ
ば
石
の
崇
を
以
て
言
を
為
す
」
）
。
民
間
レ
ベ
ル
で
怪
異
が
語
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ら
れ
広
ま
っ
て
い
く
様
子
は
、
先
に
嵯
峨
の
禁
じ
た
怪
異
の
対
象
が

「
民
の
狂
言
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
重
な
っ
て
い
よ
う
。
山
陵
に
お
け

る
怪
異
（
鳴
動
）
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
明
ら
か
に
祭
祀
の
怠
惰
を

示
す
、
宮
廷
内
部
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
平
安
中
期
以
降
に
な
る

と
、
多
武
峰
の
御
破
裂
山
や
伊
勢
神
宮
の
心
御
柱
、
吉
備
津
神
社
の

釡
の
鳴
動
な
ど
が
み
ら
れ
、
鳴
動
は
一
種
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
合

い
を
持
つ
よ
う
に
も
な
る
。

（
〃
）
こ
の
の
ち
『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
に
は
、
神
功
皇
后
陵
は
「
狭
城
盾

列
池
上
陵
」
と
記
載
さ
れ
、
成
務
陵
の
「
狭
城
盾
列
池
後
陵
」
と
は

明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
羽
）
「
嵯
峨
天
皇
弘
仁
十
一
年
、
神
功
皇
后
霊
降
託
日
、
我
是
大
帯
姫

也
、
與
八
幡
大
神
、
可
利
蒼
生
」
（
『
宇
佐
宮
社
記
」
）
、
「
勘
注
云
、

三
殿
神
功
皇
后
御
霊
大
帯
姫
、
依
弘
仁
十
一
年
御
託
宣
、
同
十
四
年

奉
造
社
美
［
天
平
五
年
以
後
九
十
年
］
」
（
『
宇
佐
宮
式
年
造
営
記
』
）
、

「
同
十
四
年
四
月
十
四
日
符
偶
、
所
新
造
八
幡
大
菩
薩
宮
大
帯
姫
細

殿
一
宇
、
件
細
殿
修
理
須
准
大
菩
薩
井
比
曄
大
御
神
細
殿
言
上
同
造

作
之
、
（
後
略
）
」
亀
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
」
）
。
弘
仁
十
四

年
の
符
の
こ
と
は
、
『
宮
寺
縁
事
抄
』
や
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』

に
も
同
じ
く
み
え
る
。

（
別
）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
五
月
二
十
日
条
。

（
妬
）
谷
戸
「
和
気
清
麻
呂
の
「
伝
」
と
八
幡
神
」
含
古
代
文
学
」
三
九

二○○○・三）・

（
妬
）
宮
崎
道
生
「
宇
佐
和
気
使
小
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
五
六
’
二
一

九
四
五
）
・
宮
崎
は
、
仁
明
即
位
奉
幣
時
に
は
じ
ま
る
宇
佐
和
気
使

に
つ
い
て
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
天
長
元
年
に
奉
ら
れ

た
、
和
気
真
綱
・
仲
世
に
よ
る
上
表
文
だ
と
し
て
い
る
含
類
聚
国

史
」
百
八
十
）
。
こ
の
上
表
文
は
、
清
麻
呂
が
宇
佐
神
託
事
件
に
際

（
注
記
）
本
文
の
引
用
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
適
宜
私
に
読
み
下
し

た。
『
日
本
書
紀
」
…
…
日
本
古
典
文
学
大
系

『
続
日
本
紀
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
日
本
後
紀
」
・
…
：
新
訂
増
補
国
史
大
系

『続日本後紀』・・・新訂増補国史大系

し
て
、
八
幡
神
の
託
宣
に
よ
り
建
立
し
た
寺
を
定
額
寺
に
入
れ
る
よ

う
願
い
出
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
宇
佐
八
幡
宮
に
お
い
て

も
、
一
切
経
の
転
読
お
よ
び
書
写
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
続
日
本
後

紀
」
天
長
十
年
十
月
二
十
八
日
条
）
。

（
”
）
八
幡
三
神
が
石
清
水
に
勧
請
さ
れ
て
ま
も
な
い
貞
観
七
年
に
は
、

石
清
水
社
へ
楯
桙
と
御
鞍
が
新
宮
造
営
に
伴
い
奉
ら
れ
る
が
、
御
鞍

に
つ
い
て
は
三
具
あ
る
べ
き
な
の
を
、
誤
っ
て
二
具
し
か
用
意
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
一
つ
は
八
幡
大
菩
薩
の
宮
へ
、
も
う
一
つ
は
ト
占

に
よ
っ
て
神
功
皇
后
の
宮
へ
奉
ら
れ
て
い
る
（
『
日
本
三
代
実
録
」

貞
観
七
年
四
月
十
七
日
条
）
。
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
年
代
で
は
新
し

い
は
ず
の
神
功
皇
后
で
あ
る
が
、
す
で
に
石
清
水
で
は
第
二
宮
の
比

売
神
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
神
功
皇
后
を

神
に
祀
る
と
い
う
動
き
は
八
幡
社
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
筒
男
三

神
の
み
を
祭
神
と
し
て
い
た
摂
津
の
住
吉
大
社
で
も
み
ら
れ
、
『
住

吉
大
社
神
代
記
」
お
よ
び
『
延
喜
式
」
に
は
、
四
神
と
し
て
神
功
皇

后
の
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
邪
）
ま
し
て
こ
の
承
和
年
間
に
は
、
先
に
確
認
し
た
ご
と
く
事
実
上
最

後
の
遣
唐
使
が
送
ら
れ
て
い
る
。
海
の
向
こ
う
へ
の
像
が
よ
り
現
実

味
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
た
時
期
だ
と
い
え
る
。
神
功
陵
の
初
例
が
遣

唐
使
派
遣
に
際
し
て
な
の
も
必
然
で
あ
ろ
う
。

-１１５-


