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は
じ
め
に

　

日
本
古
代
に
お
い
て
、
人
が
亡
く
な
っ
た
際
に
埋
葬
す
る
ま
で
の
一
時

期
、
遺
体
を
小
屋
に
安
置
し
た
り
仮
埋
葬
し
て
お
き
、
そ
の
間
に
遺
族
や

近
親
者
が
小
屋
に
籠
も
っ
て
諸
儀
礼
を
お
こ
な
う
葬
制
を
殯も
が
りと
い
う
。
と

く
に
死
者
が
天
皇
や
皇
后
・
皇
子
女
な
ど
の
貴
人
の
場
合
に
は
、
殯
も
が
り
の
み
や

宮
と

呼
ば
れ
る
喪
屋
が
新
た
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ

た
一
連
の
喪
葬
儀
礼
を
殯ひ
ん

宮き
ゅ
う

儀
礼
と
称
し
て
い
る
。
主
と
し
て
令
制
以

前
に
さ
か
ん
に
挙
行
さ
れ
た
こ
の
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
、
文
献
史
学
の
立

奉
誄
儀
礼
と
王
権
継
承

佐
藤
長
門

場
か
ら
本
格
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
の
は
和
田
萃
で
あ
っ
た（
１
）。
和
田
の

論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
稲
田
奈
津
子
の
整
理（
２
）に

従
え
ば
殯
宮
儀
礼
に

つ
い
て
の
㈠
形
成
過
程
の
解
明
、
㈡
二
重
構
造
の
指
摘
、
㈢
殯
宮
内
で
の

奉
仕
者
（
近
親
女
性
）
に
関
す
る
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
主
に
㈡
に
か
か
わ
る
誄
し
の
び
ご
との

奉
上
に
つ
い
て
検
討

す
る
が
、
稲
田
は
殯
宮
へ
の
奉
仕
と
女
帝
即
位
の
関
係
に
つ
い
て
、
和
田

の
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」
を
引
用
す
る
形
で
「
先
帝

の
柩
近
く
に
奉
仕
す
る
皇
后
は
、
草
壁
皇
子
が
率
い
る
公
卿
・
百
寮
人
等

に
よ
る
殯
庭
で
の
慟
哭
を
、
柩
と
と
も
に
受
け
る
立
場
に
あ
る
と
し
、
こ

の
拝
礼
形
式
は
朝
賀
と
も
通
じ
る
儀
礼
の
場
の
在
り
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
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こ
と
が
女
帝
即
位
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
」
と
ま
と
め

て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
論
考
の
な
か
で
和
田
は
、「
皇
后
」
鸕う

の
の
さ
ら
ら

野
讃
良

皇
女
の
殯
宮
奉
仕
に
関
し
て
、
先
帝
の
柩
と
と
も
に
朝
賀
に
も
通
ず
る
慟

哭
の
対
象
と
な
っ
た
と
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
女
帝
即
位
の
前

提
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
み
あ
た
ら
な
い
。
右
の
記
述
を
す
る
前
、
稲

田
は
仁
藤
敦
史
の
研
究（
３
）を

引
用
し
、「
夫
で
あ
る
敏
達
天
皇
の
殯
を
主
催

し
た
こ
と
が
、
推
古
の
女
帝
即
位
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
の
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
示
唆
」
は
和
田
の
論

考
と
仁
藤
の
見
解
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
稲
田
が
感
受
し
た
も
の
と
と
ら

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
い
う
の
も
、
右
の
和
田
の
論
考
に
お
け
る
「
女
帝
」
と
い
う
用
語
は
、

鸕
野
讃
良
皇
女
を（
の
ち
の
持
統
女
帝

0

0

）と
カ
ッ
コ
つ
き
で
記
す
箇
所
と
、

「
持
統
四
年
正
月
の
持
統
女
帝

0

0

の
即
位
記
事
」
と
あ
る
二
箇
所
の
、
合
計

三
箇
所
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
稲
田
が
受
け
た
「
示
唆
」
と
は

異
な
る
記
載
も
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
和
田
は
誄
の
奉
上
に
つ

い
て
、
故
人
の
幽
魂
を
慰
撫
す
る
た
め
に
縁
あ
る
事
柄
を
言
葉
を
尽
く
し

て
述
べ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
故
人
に
対
し
て
よ
り
も
新
し
い
皇

位
継
承
者
に
忠
節
・
服
属
を
誓
う
も
の
に
な
っ
た
と
と
ら
え
、
と
く
に
天

武
殯
宮
の
場
に
お
い
て
は
草
壁
皇
子
が
公
卿
・
百
寮
人
を
率
い
、
喪
主
と

し
て
公
式
儀
礼
を
領
導
す
る
地
位
に
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る（
４
）。
か
か
る
記

載
か
ら
す
る
と
、
和
田
は
「
新
し
い
皇
位
継
承
者
」
と
し
て
草
壁
を
想
定

し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
だ
が
、は
た
し
て
和
田
の
認
識
と
稲
田
の「
示

唆
」
と
で
は
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
下
で
は
古
代
の
殯
宮
儀
礼
の
う
ち
、
故
人
に
誄
を
奉
上
す
る
儀
礼

（
奉ほ
う
る
い誄
儀
礼
）
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
儀
礼
的
特
徴
と
変
遷
過
程
を
史
料
か

ら
跡
づ
け
る
と
と
も
に
、
王
権
継
承
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

一
．
殯
の
二
重
構
造

　

殯
宮
儀
礼
が
王
権
継
承
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘

し
た
の
は
和
田
で
、
通
常
は
一
年
以
内
に
終
了
す
る
は
ず
の
殯
が
長
期
間

に
わ
た
る
場
合
は
、
そ
の
背
後
に
複
雑
な
政
情
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
し
か

も
先
帝
の
殯
が
終
了
し
て
い
な
い
時
期
に
新
帝
の
即
位
・
遷
宮
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
事
例
で
は
、
新
帝
即
位
に
際
し
て
問
題
の
あ
っ
た
場
合
が
多

い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
前
稿（
５
）で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
死
後
に
遺

詔
を
め
ぐ
っ
て
継
承
争
い
が
勃
発
し
た
推
古
女
帝
の
殯
が
六
ヵ
月
と
短
い

の
に
対
し
、
中
大
兄
皇
子
が
事
実
上
唯
一
の
後
継
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
斉

明
女
帝
の
殯
が
五
年
三
ヵ
月
と
長
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
、殯
の
期
間
と「
政

情
」
と
に
相
関
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
先
帝
殯
と
新
帝
即
位
の
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先
後
関
係
に
つ
い
て
も
、
和
田
が
問
題
に
し
た
雄
略
天
皇
以
後
の
実
例
を

み
る
と
、
先
帝
の
殯
終
了
後
に
新
帝
即
位
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
顕
宗
・

武
烈
・
宣
化
・
欽
明
・
敏
達
・
推
古
・
舒
明
・
斉
明
・
天
智
・
持
統
の

一
〇
例
な
の
に
対
し
、
殯
の
終
了
を
待
た
ず
に
新
帝
が
即
位
し
た
の
は
雄

略
・
清
寧
・
仁
賢
・
継
体
・
安
閑
・
用
明
・
皇
極
・
元
明
の
八
例
を
数
え
、

両
者
に
明
確
な
有
意
差
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
何
が
「
複
雑
な

政
情
」
で
、
何
が
「
即
位
に
際
し
て
問
題
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
論
者

の
主
観
に
よ
っ
て
変
わ
り
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ

れ
ら
は
確
実
な
基
準
と
は
い
い
が
た
い
。
殯
の
期
間
内
に
王
権
継
承
に
か

か
わ
る
動
き
が
起
き
や
す
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ

の
時
期
が
新
旧
天
皇
の
交
代
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
後
継
者
を
め
ぐ
る

抗
争
が
先
代
の
葬
儀
中
に
発
生
し
や
す
い
の
は
、
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も

起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
る（
６
）。

【
史
料
１
】『
日
本
書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
（
用
明
二
年
〈
五
八
七
〉
六
月

庚
戌
〈
七
日
〉
条
、
抄
出
）

蘇
我
馬
子
宿
祢
ら
、
炊か
し
き
や
ひ
め

屋
姫
尊
を
奉
あ
が
め
た
て
ま
つりて

、
佐
伯
連
丹
経
手
・
土
師

連
磐
村
・
的
臣
真
噛
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
汝い
ま
しら
、
兵
を
厳よ
そ

ひ
て
速

や
か
に
往ゆ

き
て
、
穴
穂
部
皇
子
と
宅
部
皇
子
と
を
誅こ

ろ殺
せ
」
と
。

【
史
料
２
】『
日
本
書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
（
用
明
二
年
〈
五
八
七
〉
八
月

甲
辰
〈
二
日
〉
条
）

炊
屋
姫
尊
と
群
臣
と
、
天
皇（
崇
峻
）を
勧す
す

め
進
た
て
ま
つり

て
、
即あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
し
ろ
し
め

天
皇
之
位

さ
し
む
。
蘇
我
馬
子
宿
祢
を
以
て
大
臣
と
な
す
こ
と
故も
と

の
如
し
。
卿

大
夫
の
位
、
亦
故
の
如
し
。

　

と
こ
ろ
で
稲
田
の
整
理
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
和
田
は
殯
宮
儀
礼
を
殯

宮
内
部
で
の
儀
礼
（
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
）
と
殯
宮
が
営
ま
れ
て
い
る
殯
も
が
り
の
に
わ

庭

で
の
儀
礼
（
殯ひ
ん
て
い庭

儀
礼
）
に
分
け
、
前
者
を
血
縁
者
（
女
性
限
定
と
想
定
）

や
女
官
・
遊
部
な
ど
が
奉
仕
す
る
王
権
内
部
の
私
的
儀
礼
、
後
者
を
公
的

な
性
格
が
色
濃
い
儀
礼
と
み
な
し
て
い
る（
７
）。

さ
ら
に
、
丁
未
の
役
（
蘇
我
・

物
部
戦
争
）
時
に
炊
屋
姫
（
の
ち
の
推
古
女
帝
）
が
穴
穂
部
皇
子
ら
の
殺

害
を
命
じ
た
こ
と
（
史
料
１
）
や
、
そ
の
後
に
泊
瀬
部
皇
子
（
崇
峻
天
皇
）

の
即
位
を
群
臣
と
と
も
に
勧
め
た
こ
と
（
史
料
２
）
な
ど
は
、
炊
屋
姫
ら

近
親
女
性
が
必
ず
し
も
殯
宮
に
籠
も
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
史
料
１
に
「
炊
屋
姫
尊
を
奉
り
て
」
と
み
え
る
よ
う

に
、
彼
女
は
馬
子
に
よ
っ
て
名
目
的
に
奉
載
さ
れ
た
と
も
解
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
炊
屋
姫
が
殯
宮
に
籠
も
り
き
っ
て
い
た
と
も
考
え
得
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
は
鸕
野
讃
良
皇
女
も
同
様
で
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
十

月
に
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
に
連
座
し
た
人
々
を
赦
免
し
た
際
に
出
さ
れ

た
詔
な
ど
は
『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
で
潤
色
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
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ら
か
で
あ
り
、
詔
の
発
令
も
鸕
野
皇
后
で
は
な
く
草
壁
皇
子
と
し
て
も
よ

い
と
し
、
女
性
の
肉
親
が
殯
宮
に
籠
も
る
の
は
殯
の
全
期
間
と
考
え
る
と

述
べ
て
い
る
。

【
史
料
３
】『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年（
六
八
七
）八
月
己
未（
二
十
八
日
）条

天
皇
（
鸕
野
讃
良
）、
直
大
肆
藤
原
朝
臣
大
嶋
・
直
大
肆
黄
書
連
大

伴
を
し
て
、
三
百
の
龍お

ご象
し
き
大
徳
ら
を
飛
鳥
寺
に
請ま

せ
集つ
ど

へ
て
、

袈
裟
を
奉
施
す
。
人
別
に
一
領
。
曰
は
く
、「
此
は
天あ
め

渟の
ぬ

中な

原は
ら

瀛お
き

真の
ま

人ひ
と

天
皇
（
天
武
）
の
御
服
を
以
て
、
縫
ひ
作
る
所
な
り
」
と
。
詔
の

詞
酸か
ら

く
割い
た

し
。
具つ
ぶ
さに

陳
ぶ
べ
か
ら
ず
。

　

右
の
史
料
３
は
、
天
武
の
殯
の
期
間
中
に
「
天
皇
」
と
記
さ
れ
て
い
る

唯
一
の
箇
所
で
あ
る
が
、
和
田
は
か
か
る
行
為
は
殯
宮
に
籠
も
っ
て
い
て

も
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
殯
が
終
了
し
た
あ
と
の
持
統
三
年

（
六
八
九
）正
月
に
天
皇

0

0

が
万
国
の
使
者
を
前
殿
に
朝
せ
し
め
た
こ
と
も
、

そ
の
行
為
者
が
鸕
野
皇
后
自
身
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
か
か
る
見
解
に
つ
い
て
稲
田
は
、
殯
宮
儀
礼
が
二
重

構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
史
料
３
の
「
天
皇
」
は
鸕
野
皇
后
を

指
し
、
朱
鳥
元
年
の
「
詔
」
も
彼
女
が
発
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
と
し
、
殯
に
奉
仕
す
る
近
親
女
性
が
殯
宮
内
に
籠
も
っ
て
い
た
と
す
る

見
方
に
は
根
拠
が
な
く
、
さ
ら
に
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
を
秘
儀
と
み
な
す
吉

田
孝
な
ど
の
見
解（
８
）も
批
判
す
る
。

　

私
見
で
も
、
先
帝
の
幽
魂
を
奉
斎
す
る
近
親
女
性
が
四
六
時
中
、
殯
宮

内
に
籠
も
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
数
年
間
に
わ
た
る
こ
と

も
あ
る
殯
宮
儀
礼
の
全
期
間
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
が
殯
宮
施
設
内
部
だ

け
で
生
活
で
き
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
日
常
生
活

を
お
こ
な
う
「
ケ
」
の
場
と
、
幽
魂
に
奉
仕
す
る
「
ハ
レ
」
の
場
を
往
き

来
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
殯
が
故
人
の
霊
魂
を
慰
撫

す
る
喪
葬
儀
礼
で
あ
る
以
上
、
そ
の
奉
仕
者
は
原
則
と
し
て
潔
斎
生
活
を

お
こ
な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
む
や
み
に
政
治
的
行
動
に
出
る
こ
と
も

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
稲
田
が
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
武
の
殯
庭
儀

礼
に
鸕
野
皇
后
の
姿
が
み
え
な
い
の
は
、
彼
女
が
奉
斎
活
動
を
優
先
し
て

い
た
こ
と
の
、
何
よ
り
の
証
明
に
な
る
。
ま
た
、
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
を
秘

儀
と
し
て
特
別
視
、
神
聖
視
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
点
に
も
同
感
で
、

殯
宮
に
奉
仕
す
る
女
性
が
依
り
代
と
な
っ
て
「
天
皇
霊
」
を
保
有
し
、
新

帝
に
委
譲
し
た
と
す
る
立
証
困
難
な
見
解（
９
）は

い
う
ま
で
も
な
く
、
近
年
の

殯
宮
儀
礼
を
主
催
す
る
こ
と
が
女
帝
即
位
の
前
提
と
な
っ
た
と
す
る
見
解）

（1
（

に
も
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
を
秘
儀
と
は
み
な
せ

な
い
以
上
、
そ
れ
を
差
配
し
た
先
帝
后
妃
等
を
特
別
視
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
と
王
権
継
承
に
ほ
と
ん
ど
関
連
性
が
み
ら
れ

な
い
と
す
る
と
、
残
る
殯
庭
儀
礼
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
で
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あ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
で
は
、
殯
庭
儀
礼
の
な
か
で
も
主
要
な
要
素
と
さ

れ
る
奉
誄
儀
礼
を
取
り
あ
げ
、
と
く
に
王
権
継
承
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点

を
あ
て
て
検
討
し
て
い
く
。

二
．
敏
達
殯
宮
に
お
け
る
奉
誄
儀
礼

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
誄
は
「
し
の
び
ご
と
」
あ
る
い
は
「
し
の

び
ご
と
た
て
ま
つ
る
」
と
読
ま
れ
、
和
田
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
故
人
を
思

い
偲
ぶ
言
葉
の
意
で
あ
っ
て
、
亡
き
人
の
幽
魂
を
慰
め
る
た
め
に
、
故
人

に
縁
あ
る
事
柄
を
言
葉
を
尽
く
し
て
述
べ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
が
、「
次

第
に
亡
き
大
王
（
天
皇
）
に
対
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
新
し
い
皇
位
継
承
者

に
忠
節
を
誓
う
も
の
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
和
田
に
よ
る
、
こ
の

よ
う
な
誄
の
二
義
性
に
つ
い
て
の
指
摘
は
重
要
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
殯
宮

儀
礼
と
王
権
継
承
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
殯
の
儀
礼
化
が
完
成
し
た
時

期
に
つ
い
て
、
和
田
は
和
風
諡
号
の
分
析
か
ら
安
閑
末
期
か
ら
宣
化
期
に

か
け
て
の
こ
ろ
と
し
、
誄
も
同
時
期
に
成
立
し
た
と
と
ら
え
て
い
る）

（1
（

。
た

だ
実
際
に
、
殯
宮
儀
礼
や
奉
誄
儀
礼
が
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
次

に
掲
げ
る
敏
達
天
皇
の
葬
儀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
史
料
４
】『
日
本
書
紀
』
敏
達
十
四
年（
五
八
五
）八
月
己
亥（
十
五
日
）条

天
皇
（
敏
達
）、
病
弥お

も留
り
て
、
大
殿
に
崩
か
む
あ
がり

ま
し
ぬ
。
是
の
時
に
、

殯
宮
を
広
瀬
に
起
つ
。
馬
子
宿
祢
大
臣
、
刀た
ち

を
佩は

き
て
誄
た
て
ま
つ

る
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
听あ

ざ

わ

ら

然
而
咲
ひ
て
曰
は
く
、「
猟し
し

箭や

中お

へ

る
雀す
ず
み烏

の
如
し
」
と
。
次
に
弓
削
守
屋
大
連
、
手
脚
搖わ
な
なき

震ふ
る

ひ
て
誄

た
て
ま
つ
る
。〔
搖
震
は
、
戦ふ
る

ひ
慄わ
な
なく
な
り
。〕
馬
子
宿
祢
大
臣
、
咲わ
ら

ひ
て
曰
は
く
、「
鈴
を
懸か

く
べ
し
」
と
。
是
に
由
り
て
、
二
の
臣
、

微や
う
やく

に
怨う
ら
み恨

を
生な

す
。
三
輪
君
逆さ
か
ふは

、
隼
人
を
し
て
殯
の
庭
に
相ふ

せ距

か
し
む
。
穴
穂
部
皇
子
、
天
下
を
取
ら
む
と
す
。
発む
つ
か憤
り
て
称
こ
と
あ
げし
て

曰
は
く
、「
何
の
故
に
か
死す

ぎ
し
王き
み

の
庭み
や

に
事つ
か

へ
ま
つ
り
て
、
生
た
ひ
ら
かに

ま
す
王
の
所
に
事
へ
ま
つ
ら
ざ
ら
む
」
と
。

【
史
料
５
】『
日
本
書
紀
』
用
明
元
年
（
五
八
六
）
五
月
条
（
抄
出
）

穴あ
な

穂ほ

部べ

皇
子
、
炊
屋
姫
皇
后
を
姧を
か

さ
む
と
し
て
、
自
ら
強
ひ
て
殯
宮

に
入
る
。
寵
臣
三
輪
君
逆
、
乃す
な
はち
兵
衛
を
喚め

し
て
、
宮み
か
ど門
を
重さ
し
か
た璅
め

て
、
拒ふ
せ

ぎ
て
入
れ
ず
。
…
…
是
に
、
穴
穂
部
皇
子
、
大
臣
と
大
連
と

に
謂か
た

り
て
曰
は
く
、「
逆
、
頻
り
に
礼ゐ
や

な
し
。
殯
庭
に
し
て
誄

し
の
び
ご
と
た
て
ま
つ

り
て

曰ま
を

さ
く
、『
朝み
か
ど庭
荒
ら
さ
ず
し
て
、
浄
め
つ
か
へ
ま
つ
る
こ
と
鏡
の

面お
も
ての

如
く
に
し
て
、
臣
、
治
め
平む

け
奉つ
か
へ
ま
つ仕ら

む
』
と
。
即
ち
是
れ
礼

な
し
。
方ま
さ

に
今
、
天
皇
の
子
弟
、
多さ
は

に
在ま
し
ます
。
両ふ
た
りの
大
臣
侍
り
。
詎た
れ

か
情こ
こ
ろの

恣
ほ
し
き
ま
まに

、
専
た
く
め

奉つ
か
へ
ま
つ

仕
ら
む
と
言
ふ
こ
と
得
む
。
ま
た
余わ
れ

、
殯
内
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を
観み

む
と
お
も
へ
ど
も
、
拒
ぎ
て
聴ゆ
る

し
入
れ
ず
。
…
…
願
は
く
は
斬

ら
む
と
欲お
も

ふ
」
と
。
両
の
大
臣
の
曰
さ
く
、「
命
の
随ま
ま

に
」
と
。
是
に
、

穴
穂
部
皇
子
、
陰ひ
そ

か
に
天
下
に
王き
み

た
ら
む
事
を
謀は
か

り
て
、
口
に
詐い
つ
はり

て
逆
君
を
殺
さ
む
と
い
う
こ
と
を
在た
も

て
り
。遂
に
物
部
守
屋
大
連
と
、

兵
を
率
て
磐
余
の
池
辺
を
囲か

繞く

む
。
…
…
穴
穂
部
皇
子
、
即
ち
守
屋

大
連
を
遣や

り
て〔
或
本
に
云
は
く
、穴
穂
部
皇
子
と
泊は
つ

瀬せ

部べ

皇
子
と
、

相
計
り
て
守
屋
大
連
を
遣
る
と
。〕
曰
は
く
、「
汝
往
き
て
、
逆
君
幷あ
は

せ
て
そ
の
二
の
子
を
討こ
ろ

す
べ
し
」
と
。
…
…
大
連
、
良や
や

久
し
く
し
て

至
れ
り
。衆
を
率
て
報
命
し
て
曰
は
く
、「
逆
等
を
斬こ
ろ

し
訖を

は
り
ぬ
」と
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
敏
達
殯
宮
は
訳お

語さ

田だ
の

幸さ
き

玉た
ま

宮
の
近
傍
の
広
瀬
と

称
す
る
河
原）

（1
（

に
設
け
ら
れ
、「
皇
后
」
炊
屋
姫
が
幽
魂
を
奉
斎
し
て
い
た

こ
と
、
大
臣
蘇
我
馬
子
と
大
連
物
部
守
屋
、
そ
れ
と
敏
達
の
寵
臣
で
あ
っ

た
三
輪
逆
が
誄
を
奉
上
し
た
こ
と
、
誄
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
馬
子
と
守
屋

の
間
に
対
立
が
生
じ
た
こ
と
、
自
身
の
王
位
継
承
権
の
承
認
・
強
化
を
ね

ら
っ
た）

（1
（

穴
穂
部
皇
子
が
炊
屋
姫
を
姧
そ
う
と
殯
宮
へ
の
侵
入
を
は
か
っ
た

が
、
逆さ
か
うに

妨
害
さ
れ
た
た
め
守
屋
に
殺
害
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

敏
達
没
後
に
生
じ
た
か
か
る
政
治
的
混
乱
は
、
最
終
的
に
蘇
我
氏
と
物
部

氏
と
の
雌
雄
を
決
す
る
争
乱
（
丁
未
の
役
）
に
ま
で
発
展
す
る
が
、
そ
れ

ら
は
殯
宮
内
部
の
で
き
ご
と
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら
殯
庭

な
ど
の
外
部
で
起
き
た
事
件
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

さ
て
史
料
４
か
ら
、
和
田
は
誄
に
は
所
作
が
と
も
な
っ
て
い
た
と
想
定

し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
正
し
い
解
釈
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
馬
子

は
刀
を
腰
に
帯
び
な
が
ら
誄
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
姿
を
守
屋
は
「
獣
狩

り
に
使
う
矢
で
射
ら
れ
た
雀
の
よ
う
だ
」
と
、
小
柄
な
身
に
大
刀
を
帯
び

て
い
る
不
格
好
さ
を
あ
ざ
笑
っ
た）

（1
（

の
で
あ
っ
て
、
馬
子
が
刀
で
舞
踏
し
た

な
ど
と
は
書
い
て
い
な
い
。
ま
た
守
屋
に
つ
い
て
も
、
緊
張
で
手
足
が
震

え
て
い
た
の
を
、
馬
子
が
「
鈴
で
も
懸
け
た
ら
ど
う
だ
」
と
誹
謗
し
た
の

で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
意
図
し
て
身
体
を
動
か
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

確
か
に
、
の
ち
に
お
こ
な
わ
れ
た
天
武
殯
宮
で
は
、
殯
庭
儀
礼
で
舞
踏
や

音
楽
が
催
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）

（1
（

が
、
そ
れ
と
誄
と
は
別
の
行
為
で

あ
り
、
誄
と
同
日
に
付
随
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
の
ち
に

掲
げ
る
実
例
を
み
て
も
、
誄
に
所
作
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
見
で
は
誄
に
所
作
は
と
も
な
わ
ず
、
誄

詞
を
厳
粛
に
亡
き
魂
に
捧
げ
た
行
為
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
た
い）

（1
（

。

　

次
に
和
田
は
、
史
料
４
に
み
え
る
穴
穂
部
皇
子
の
「
ど
う
し
て
死
せ
る

敏
達
の
葬
儀
に
仕
え
て
、
生
け
る
私
の
元
に
仕
え
な
い
の
だ
」
と
の
発
言

を
誄
と
み
な
し
、
史
料
５
に
み
え
る
三
輪
逆
の
「
朝
庭
を
荒
ら
さ
ぬ
よ
う

に
、
鏡
の
面
の
よ
う
に
浄
め
仕
え
て
、
私
が
統
べ
従
い
お
仕
え
し
ま
す
」

と
い
う
誄
に
憤
慨
し
た
も
の
で
、
誄
が
実
質
的
に
は
新
し
い
継
承
者
へ
の

服
属
の
誓
約
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
逆
が
亡
き
敏
達
や
炊
屋
姫
に
殉
ず
る
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よ
う
な
誄
を
し
た
こ
と
へ
の
い
き
ど
お
り
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
点

は
稲
田
も
ほ
ぼ
同
意
見
ら
し
い
が
、
穴
穂
部
は
は
た
し
て
逆
に
対
し
て
の

み
憤
慨
し
、
そ
れ
を
誄
と
し
て
発
言
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
４
で
の
穴

穂
部
の
発
言
が
逆
の
誄
の
み
に
反
応
し
た
も
の
と
考
え
る
の
は
、
の
ち
に

穴
穂
部
が
逆
へ
の
殺
害
命
令
を
出
し
た
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
た
解
釈

で
あ
ろ
う
。
史
料
４
で
の
穴
穂
部
の
発
言
は
、
彼
の
殯
宮
侵
入
未
遂
事
件

が
起
き
る
前
の
で
き
ご
と
で
、
あ
ま
り
に
も
儀
礼
全
体
が
敏
達
へ
の
賛
美

に
偏
り
す
ぎ
て
い
た
た
め
、
天
下
を
ね
ら
っ
て
い
た
彼
が
思
わ
ず
口
走
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、誄
で
は
な
か
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
敏
達
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
、
穴
穂
部
は
「
新
し
い
皇
位
継
承

者
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
た
と
え
逆
が
そ
れ
へ
の
服
属
を
誓
約
し

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
穴
穂
部
が
憤
慨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
わ
れ
は

な
い
。

　

穴
穂
部
皇
子
に
よ
る
殯
宮
侵
入
未
遂
事
件
後
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
炊

屋
姫
は
、
お
そ
ら
く
三
輪
逆
と
と
も
に
同
母
兄
で
あ
る
用
明
天
皇
の
磐い
わ
れ
の余

池い
け
の
べ辺

宮
に
待
避
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う）

（1
（

。
史
料
５
に
、
穴
穂
部
と

物
部
守
屋
が
「
磐
余
の
池
辺
を
包
囲
し
た
」
と
み
え
る
の
は
、
そ
の
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
後
、
史
料
５
に
続
け
て
、
逆

を
殺
害
さ
れ
た
炊
屋
姫
が
穴
穂
部
を
恨
ん
だ
と
記
さ
れ
て
以
降
、
彼
女
の

言
動
は
『
日
本
書
紀
』
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
復
活
す
る
の

は
前
節
で
掲
げ
た
史
料
１
・
２
で
、
用
明
の
治
世
が
続
い
て
い
た
約
一
年

間
は
政
治
活
動
を
み
せ
な
か
っ
た
が
、
用
明
が
亡
く
な
っ
て
継
承
争
い
が

再
燃
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
一
方
の
旗
頭
で
あ
っ
た
穴
穂
部
（
と
盟
友
の

宅や
か

部べ

皇
子
）
の
殺
害
を
正
当
化
す
る
存
在
と
し
て
、
蘇
我
馬
子
ら
に
奉
戴

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
に
は
、
夫
帝
の
寵
臣
を
故
な
く
し
て
殺
さ
れ
た

と
い
う
大
義
名
分
が
あ
っ
た
の
で
、
命
じ
ら
れ
る
方
も
納
得
し
て
従
い
や

す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
敏
達
の
殯
宮
儀
礼
は
ま
だ
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ

が
秘
儀
で
は
な
い
以
上
、
儀
礼
に
奉
仕
し
て
い
た
炊
屋
姫
が
特
別
視
・
神

聖
視
さ
れ
て
奉
戴
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

彼
女
は
王
権
内
に
お
け
る
反
穴
穂
部
派
の
重
鎮
と
し
て
政
治
の
舞
台
に
再

登
場
し
た
の
で
あ
り
、
殯
の
主
宰
者）

（1
（

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

【
史
料
６
】『
日
本
書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
（
用
明
二
年
〈
五
八
七
〉
七
月

条
、
抄
出
）

蘇
我
馬
子
宿
祢
大
臣
、
諸
皇
子
と
群
臣
と
に
勧
め
て
、
物
部
守
屋
大

連
を
滅
ぼ
さ
む
こ
と
を
謀
る
。
泊
瀬
部
皇
子
・
竹
田
皇
子
・
厩
戸
皇

子
・
難
波
皇
子
・
春
日
皇
子
・
蘇
我
馬
子
宿
祢
大
臣
・
紀
男
麻
呂
宿

祢
・
巨
勢
臣
比
良
夫
・
膳
臣
賀
拕
夫
・
葛
城
臣
烏
那
羅
、
倶
に
軍い
く
さ旅

を
率ゐ

て
、
進
み
て
大
連
を
討
つ
。
大
伴
連
噛
・
阿
倍
臣
人
・
平
群
臣

神
手
・
坂
本
臣
糠
手
・
春
日
臣
、
名
字
を
闕
せ
り
。
倶
に
軍い
く
さ兵
を
率

て
、
志
紀
郡
よ
り
渋
河
の
家
に
到
る
。
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穴
穂
部
皇
子
を
暗
殺
し
た
の
ち
、
炊
屋
姫
は
群
臣
と
と
も
に
穴
穂
部
の

同
母
弟
で
自
派
に
寝
返
っ
て
い
た
泊
瀬
部
皇
子
を
新
帝
と
し
て
推
戴
す
る

（
史
料
２
）。
彼
女
の
名
が
泊
瀬
部
の
推
戴
に
登
場
す
る
の
は
、
穴
穂
部

殺
害
を
命
じ
た
当
事
者
と
し
て
、次
期
天
皇
を
推
す
責
任
が
あ
っ
た
の
と
、

周
囲
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
彼
女
が
推
薦
す
れ
ば
誰
で
も
即
位
で
き
た
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
の
天
皇
に
は
、
即
位
後
に
政

治
を
お
こ
な
う
だ
け
の
人
格
・
資
質
と
、
そ
れ
を
保
証
す
る
政
治
経
験
が

求
め
ら
れ
て
い
た）

11
（

。
史
料
６
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
有
力
皇
子
た
ち
が

あ
え
て
危
険
な
戦
闘
の
前
線
に
参
加
し
て
い
た
の
は
、
み
ず
か
ら
の
政
治

能
力
（
戦
争
指
導
能
力
）
を
群
臣
に
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
も
し

な
け
れ
ば
、
た
と
え
血
統
的
に
先
帝
に
つ
な
が
る
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
有
力
な
継
承
資
格
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
た
と
え
形
式
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
と
き
ま
だ
一
四
・
五
歳
の

少
年
で
し
か
な
か
っ
た
竹
田
皇
子
や
厩
戸
皇
子）

1（
（

で
さ
え
参
戦
し
た
の
だ

し
、
彼
ら
よ
り
も
世
代
が
上
で
政
治
経
験
も
少
し
は
豊
富
だ
っ
た
泊
瀬
部

皇
子
も
物
部
討
伐
に
名
を
連
ね
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
泊
瀬
部
（
崇
峻
天

皇
）
の
即
位
は
、
炊
屋
姫
と
群
臣
の
推
戴
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
第
一
義

的
に
は
自
身
の
政
治
能
力
を
王
族
や
群
臣
に
示
し
た
こ
と
で
成
就
し
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
『
日
本
書
紀
』
崇
峻
四
年
（
五
九
一
）
四
月
甲
子
（
十
三
日
）
条

に
は
、
訳
語
田
天
皇
（
敏
達
）
を
磯し

長な
が

陵
（
大
阪
府
太
子
町
太
子
西
山
古

墳
ヵ
）
に
葬
っ
た
と
の
記
事
が
み
え
る
。
敏
達
の
殯
に
つ
い
て
の
直
接
的

な
記
載
は
な
い
が
、
遺
体
を
山
陵
に
埋
葬
し
た
の
だ
か
ら
、
敏
達
の
殯
は

こ
の
と
き
を
以
て
終
了
し
た
の
だ
ろ
う
。
五
年
八
ヵ
月
に
わ
た
る
、
実
に

長
い
殯
で
あ
っ
た
。

三
．
舒
明
殯
宮
に
お
け
る
奉
誄
儀
礼

　

敏
達
天
皇
に
続
く
、
用
明
・
崇
峻
両
天
皇
の
殯
に
関
す
る
記
載
は
『
日

本
書
紀
』
に
み
ら
れ
な
い
。
次
の
推
古
女
帝
（
炊
屋
姫
）
の
殯
は
、
在
位

三
十
六
年
（
六
二
八
）
三
月
癸
丑
（
七
日
）
に
亡
く
な
っ
た
記
事
に
続
け

て
「
即
ち
南
庭
に
殯
す
」
と
あ
り
、
同
年
九
月
戊
子
（
二
十
日
）
条
に
「
始

め
て
天
皇
の
喪
礼
を
起
こ
す
。
是
の
時
に
、
群
臣
、
各
殯
宮
に
誄
す
」
と

記
し
た
の
ち
、
同
月
壬
辰
（
二
十
四
日
）
に
竹
田
皇
子
の
山
陵
に
葬
っ
た

と
あ
る
。
推
古
の
陵
墓
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
推
古
天
皇
段
に
「
御

陵
は
大
野
の
崗
の
上
に
在
り
し
を
、
後
に
科し

長な
が

の
大
陵
に
遷
す
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
「
竹
田
皇
子
之
陵
」
は
『
古
事
記
』
の
「
大

野
崗
上
」（
橿
原
市
植
山
古
墳
ヵ
）
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ

へ
の
埋
葬
を
も
っ
て
殯
は
終
了
し
た
の
だ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
舒
明
即
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位
前
紀
に
も
、
推
古
の
葬
礼
は
九
月
に
終
了
し
た
と
み
え
る
。

【
史
料
７
】『
日
本
書
紀
』
推
古
二
十
年（
六
一
二
）二
月
庚
午（
二
十
日
）条

皇
太
夫
人
堅き
た
し塩

媛ひ
め

を
檜
隈
大
陵
に
改
め
葬
る
。
是
の
日
、
軽
の
術ち
ま
たに

誄
る
。
第
一
に
、
阿
倍
内
臣
鳥
、
天
皇
の
命
お
ほ
み
こ
とを
誄
る
。
則
ち
霊み
た
まに
奠
も
の
む

く
。
明み
け
も
の器

・
明み
け
し衣

の
類
、
万
五
千
種
な
り
。
第
二
に
、
諸
皇
子
等
、

次
第
を
以
て
各
誄
す
。
第
三
に
、
中
臣
宮
地
連
烏を

ま

ろ
摩
侶
、
大
臣
の
辞

を
誄
る
。
第
四
に
、
大
臣
、
八
腹
臣
ら
を
引
き
率
て
、
便
ち
境さ
か
い
べ部

臣

摩ま

り

せ
理
勢
を
以
て
氏
姓
の
本
を
誄
さ
し
む
。時
の
人
云
は
く
、「
摩
理
勢
・

烏
摩
侶
二
の
人
、
能よ

く
誄
す
。
唯
鳥
臣
の
み
誄
す
こ
と
能あ
た

は
ず
」
と
。

　

推
古
女
帝
が
亡
く
な
る
前
、
欽
明
天
皇
の
妃
の
ひ
と
り
で
、
用
明
天
皇

や
推
古
ら
の
母
で
あ
っ
た
蘇
我
堅
塩
媛
が
「
檜ひ
の
く
ま隈

大
陵
」（
橿
原
市
五
条

野
丸
山
古
墳
ヵ
）
に
改
葬
さ
れ
た
際
に
、
軽
の
衢
で
奉
誄
儀
礼
が
お
こ
な

わ
れ
た
こ
と
が
史
料
７
に
み
え
る
。
和
田
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
の
特
徴
は
誄
を
奉
る
べ
き
人
物
が
直
接
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
別

の
人
物
が
代
わ
っ
て
誄
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
推
古
の
代
理
と
し
て
阿
倍
内
臣
鳥
が
、
大
臣
蘇
我
馬
子
の
代
理
と
し
て

中
臣
宮
地
連
烏
摩
侶
が
、
さ
ら
に
氏
姓
の
本
を
馬
子
に
代
わ
っ
て
境
部
摩

理
勢
が
そ
れ
ぞ
れ
誄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
敏
達
殯
宮
で
の
誄
が
原
因
で
、

蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
間
が
険
悪
に
な
っ
た
よ
う
に
、
奉
誄
行
為
が
政
治
的

に
き
わ
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
た
た
め
、
奉
誄
者
が
直
接
お
こ
な
う

の
を
避
け
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
誄

が
故
人
の
霊
魂
を
慰
撫
す
る
と
い
う
過
去
へ
の
追
憶
で
あ
る
と
と
も
に
、

新
た
な
権
力
者
へ
の
服
属
と
い
う
将
来
に
向
け
て
の
意
思
表
明
で
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
誄
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
は
紛
争
の
火
種
に
な
る
可
能
性

が
内
在
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

　

そ
れ
で
も
誄
を
奉
る
儀
礼
は
、
史
料
７
に
「
摩
理
勢
と
烏
摩
侶
の
二
人

は
よ
く
誄
し
た
が
、
鳥
臣
の
み
は
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
」
と
評
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
代
理
人
の
誄
で
あ
っ
て
も
そ
の
出
来
不
出
来
が
時
人
の
話

題
に
の
ぼ
る
だ
け
の
、
衆
目
を
集
め
る
政
治
的
イ
ヴ
ェ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
蘇
我
馬
子
は
み
な
が
注
視
し
て
い
る
場

で
、
蘇
我
氏
と
堅
塩
媛
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
蘇
我
氏
と
王
権
と
の
関
係

を
明
示
す
る
「
氏
姓
の
本
」
を
摩
理
勢
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治

基
盤
の
一
層
の
強
化
を
目
論
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
の
葬
儀
が
陵
墓
上
な
ど

の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
は
な
く
、
往
来
の
さ
か
ん
な
軽
の
衢
で
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
は
、
奉
誄
儀
礼
が
比
較
的
オ
ー
プ
ン
な
セ
レ
モ
ニ
ー
だ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
れ
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ

て
は
、
絶
好
の
宣
伝
の
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
そ
れ
を
視

聴
す
る
側
に
と
っ
て
も
、
次
代
の
政
治
動
向
を
み
き
わ
め
る
重
要
な
情
報

収
集
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
見
が
、
殯
宮
と
い
う
閉
鎖
空
間
で
お

こ
な
わ
れ
た
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
よ
り
、
よ
り
自
由
に
視
聴
で
き
る
殯
庭
で
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の
奉
誄
儀
礼
を
政
治
的
に
重
視
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理

由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
古
代
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
正
当
性
を

自
分
で
得
心
し
な
い
か
ぎ
り
、
新
た
な
支
配
者
に
心
か
ら
従
う
こ
と
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
８
】『
日
本
書
紀
』
舒
明
十
三
年（
六
四
一
）十
月
丙
午（
十
八
日
）条

宮
の
北
に
殯
す
。
是
を
百
済
の
大
殯
と
謂い

ふ
。
是
の
時
、
東
宮
開
ひ
ら
か
す
わ
け別

皇
子
（
中
大
兄
）、
年
十
六
に
し
て
誄
す
。

【
史
料
９
】『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年（
六
四
二
）十
二
月
甲
午（
十
三
日
）条

初
め
て
息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
ひ
ろ
ぬ
か

長
足
日
広
額
天
皇
（
舒
明
）
の
喪
を
発
す
。
是
の
日
、
小

徳
巨
勢
臣
徳
太
、
大お
ほ
ま
た派
皇
子
に
代
は
り
て
誄
す
。
次
に
小
徳
粟
田
臣

細
目
、
軽
皇
子
（
孝
徳
）
に
代
は
り
て
誄
す
。
次
に
小
徳
大
伴
連
馬

飼
、
大
臣
に
代
は
り
て
誄
す
。

【
史
料
10
】『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年（
六
四
二
）十
二
月
乙
未（
十
四
日
）条

息
長
山
田
公
、
日ひ

嗣つ
ぎ

を
誄し
の

び
奉ま
つ

る
。

　

右
の
史
料
８
～
10
は
、舒
明
天
皇
の
殯
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
９
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り
代
理
人
が
誄
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
巨
勢
徳
太
が
代
行
し
た
大
派
皇
子
は
、
敏
達
天
皇
と
夫
人
春
日
臣

老お
み
な
ご

女
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
第
三
皇
子
で）

11
（

、
舒
明
八
年
（
六
三
六
）
七
月

に
は
大
臣
蘇
我
蝦
夷
に
対
し
て
官
人
の
朝
参
時
間
が
守
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
鐘
で
知
ら
せ
る
べ
き
と
進
言
し
た
が
、
大
臣
は
従
わ
な
か
っ
た
と
あ

り）
11
（

、
大
臣
に
直
言
で
き
る
ほ
ど
の
地
位
に
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
粟

田
細
目
が
代
行
し
た
軽
皇
子
も
、
自
身
は
欽
明
の
四
世
孫
で
あ
る
が
、
同

母
姉
宝
皇
女
が
三
世
孫
の
舒
明
に
嫁
い
だ
結
果
、
軽
の
世
代
も
引
き
上
げ

ら
れ
て
注
目
度
が
増
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
大
派
は
舒
明
の
叔
父
、

軽
は
義
弟
と
い
う
立
場
の
近
親
者
で
あ
り
、
そ
の
発
言
如
何
に
よ
っ
て
は

王
権
継
承
が
揺
ら
ぐ
可
能
性
を
有
す
る
微
妙
な
立
場
に
あ
る
王
族
だ
っ
た

と
い
え
、軽
率
な
発
言
を
避
け
る
べ
く
代
理
を
立
て
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
誄
の
代
行
と
い
う
慣
習
は
、
八
世
紀
に
な
る
と
「
誄
人
」
と
い
う

無
名
の
専
職
者
を
誕
生
さ
せ
る）

11
（

が
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
も
み
ず
か
ら
誄

し
た
人
物
も
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
の
推
古
殯
宮

で
は
群
臣
が
お
の
お
の
誄
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
堅
塩
媛
の
殯
宮
で
も

諸
皇
子
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
誄
し
て
い
る
（
史
料
７
）。
ま
た
史
料

８
で
は
、
舒
明
と
「
皇
后
」
宝
皇
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
十
六
歳
の
「
東

宮
」
開
別
皇
子
（
中
大
兄
皇
子
）
が
み
ず
か
ら
誄
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

は
た
し
て
こ
れ
ら
の
例
は
、ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
で
は
、
王
権
継
承
争
い
に
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
儀
礼
（
た
と
え
ば

史
料
７
）
で
は
基
本
的
に
何
の
気
兼
ね
も
な
く
近
親
者
な
ど
が
自
分
で
奉

誄
で
き
た
だ
ろ
う
し
、
逆
に
自
分
の
存
在
を
周
囲
に
認
知
さ
せ
、
継
承
資

格
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
場
合
（
た
と
え
ば
史
料
８
）
な
ど
で
は
積
極
的
に

み
ず
か
ら
誄
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
史
料
８
に
お
け
る
中
大
兄
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は
、
舒
明
と
宝
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
子
で
は
あ
っ
た
が
、
父
と
同
世
代

に
は
山
背
大
兄
王
や
軽
皇
子
な
ど
の
有
力
王
族
が
存
在
し
、
ま
た
舒
明
の

子
ど
も
世
代
に
あ
っ
て
も
年
長
者
と
し
て
古
人
大
兄
皇
子
が
生
存
し
て
お

り
、
当
時
の
継
承
順
位
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況

を
い
く
ら
か
で
も
打
開
す
る
た
め
に
は
、
衆
目
が
集
ま
る
殯
庭
儀
礼
の
場

で
誄
を
奉
上
し
、
自
己
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

史
料
８
の
記
載
が
史
実
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
う）

11
（

。

　

さ
て
舒
明
は
皇
極
元
年
十
二
月
二
十
一
日
に
滑
な
め
は
ざ
ま
の
お
か

谷
岡
（
奈
良
県
明
日
香

村
小
山
田
古
墳
ヵ
）
に
葬
ら
れ
、
こ
の
時
点
で
殯
宮
儀
礼
は
終
了
し
た
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
直
前
に
息
長
山
田
公
に
よ
っ
て
「
日
嗣
」
が
誄
さ
れ

て
い
る
（
史
料
10
）。
同
様
の
ケ
ー
ス
は
、
天
武
が
大
内
山
陵
に
葬
ら
れ

る
の
と
同
日
に
、
当
麻
智
徳
が
「
皇す
め
み
お
や
た
ち

祖
等
の
騰ひ
つ
ぎ極

の
次つ
い
で第

」
を
誄
し
た
記

事
（
後
掲
史
料
15
）
が
あ
り
、
史
料
７
で
境
部
摩
理
勢
が
奉
っ
た
「
氏
姓

の
本
」
も
同
様
の
性
格
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
は
和
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、

儀
礼
の
最
後
に
歴
代
の
日
嗣
（
系
譜
・
治
績
）
や
氏
族
の
系
譜
を
読
み
、

そ
れ
に
新
し
く
葬
ら
れ
る
人
の
名
を
加
え
、
さ
ら
に
和
風
諡
号
を
奉
る
こ

と
で
、
死
者
の
魂
を
慰
撫
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
か
か
る
舒
明

殯
宮
を
主
宰
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
皇
后
」
宝
皇
女
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
彼
女
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
即
位
し
て
お
り
、
儀
礼
の
主
宰
か
ら

離
れ
た
か
、
少
な
く
と
も
専
従
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

こ
と
は
、
殯
に
奉
仕
す
る
近
親
者
は
す
べ
て
の
期
間
、
殯
宮
に
籠
も
っ
て

い
な
か
っ
た
と
す
る
稲
田
説
に
有
利
な
事
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
夫
た
る
先

帝
の
殯
宮
儀
礼
を
終
え
て
い
る
こ
と
が
女
帝
即
位
の
当
然
の
条
件
だ
っ
た

と
す
る
和
田
の
推
測
へ
の
強
い
反
証
で
も
あ
る
。

四
．
天
武
殯
宮
に
お
け
る
奉
誄
儀
礼

　

乙
巳
の
変
で
皇
極
女
帝
が
廃
位
さ
れ
た
の
ち
、
同
母
弟
の
軽
皇
子
が
孝

徳
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
そ
の
晩
年
は
、
中
大
兄
皇
子
ら
と
対
立
し
て

不
遇
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
十
月
十
日
に
難
波
宮
の

正
寝
で
亡
く
な
る
と
殯
が
南
庭
に
起
て
ら
れ
、
百も

ず

の
舌
鳥
土は
じ
の師

土つ
ち
と
こ徳

が
殯
宮

を
つ
か
さ
ど
っ
た）

11
（

。そ
の
後
、早
く
も
十
二
月
八
日
に
は
大
坂
磯
長
陵（
太

子
町
山
田
上
ノ
山
古
墳
ヵ
）に
葬
ら
れ
た
と
あ
る
か
ら
、殯
の
期
間
は
二
ヵ

月
で
あ
っ
た
。
次
の
斉
明
女
帝
は
百
済
救
援
の
役
の
最
中
、
斉
明
七
年

（
六
六
一
）
七
月
二
十
四
日
に
九
州
の
朝
倉
宮
で
亡
く
な
っ
た
。
遺
体
は

海
路
で
難
波
に
運
ば
れ
、
十
一
月
七
日
に
飛
鳥
の
川
原
で
殯
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
斉
明
が
埋
葬
さ
れ
た
の
は
天
智
六
年
（
六
六
七
）
二
月
の
こ
と
で
、

同
四
年
に
没
し
た
女
の
間は
し
ひ
と人

皇
女
と
小お
ち
の市

岡お
か
の
う
え上

陵
（
明
日
香
村
牽け
ん

牛ご

子し

塚づ
か

古
墳
ヵ
）
に
合
葬
さ
れ
た
と
い
う）

11
（

。
殯
の
期
間
は
五
年
三
ヵ
月
を
数
え

る
。
さ
ら
に
天
智
天
皇
は
十
年
（
六
七
二
）
十
二
月
三
日
に
近
江
宮
で
亡
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く
な
り
、
十
一
日
に
新
宮
で
殯
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
あ
る
。
た
だ
し
、
遺

体
の
埋
葬
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
や
場
所
な
ど
の
記
事
は
み
ら
れ
な
い
。

【
史
料
11
】『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年（
六
八
六
）九
月
甲
子（
二
十
七
日
）条

平と
ら
の
と
き

旦
、
諸
の
僧
尼
、
殯
庭
に
発
み
ね
た
て
ま
つ

哭
り
て
乃
ち
退ま
か

で
ぬ
。
是
の
日
、
肇は
じ

め
て
奠
み
け
た
て
ま
つ
進
り
て
、
即
ち
誄
る
。
第
一
に
大
海
宿
祢
蒭あ
ら
か
ま蒲
、
壬
生
の
事

を
誄
る
。
次
に
浄
大
肆
伊
勢
王
、
諸
王
の
事
を
誄
る
。
次
に
直
大
参

県
犬
養
宿
祢
大
伴
、
總す

べ
て
宮
内
の
事
を
誄
る
。
次
に
浄
広
肆
河
内

王
、
左
右
大
舍
人
の
事
を
誄
る
。
次
に
直
大
参
当
摩
真
人
国
見
、
左

右
兵
衛
の
事
を
誄
る
。
次
に
直
大
肆
釆
女
朝
臣
筑つ
く

羅ら

、
内
命
婦
の
事

を
誄
る
。
次
に
直
広
肆
紀
朝
臣
真
人
、
膳
職
の
事
を
誄
る
。

【
史
料
12
】『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
乙
丑
（
二
十
八
日
）
条

諸
の
僧
尼
、
亦
殯
庭
に
哭
み
ね
た
て
ま
つる
。
是
の
日
、
直
大
参
布
勢
朝
臣
御み

ぬ

し
主
人
、

太
政
官
の
事
を
誄
る
。
次
に
直
広
参
石
上
朝
臣
麻
呂
、
法
の
り
の
つ
か
さ

官
の
事
を

誄
る
。
次
に
直
大
肆
大
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、
理
を
さ
む
る
つ
か
さ

官
の
事
を
誄
る
。

次
に
直
広
参
大
伴
宿
祢
安
麻
呂
、
大
蔵
の
事
を
誄
る
。
次
に
直
大
肆

藤
原
朝
臣
大
嶋
、
兵
つ
は
も
の
の
つ
か
さ

政
官
の
事
を
誄
る
。

【
史
料
13
】『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
丙
寅
（
二
十
九
日
）
条

僧
尼
、
亦
発み
ね
た
て
ま
つ

哀
る
。
是
の
日
、
直
広
肆
阿
倍
久
努
朝
臣
麻
呂
、

刑う
た
へ
の
つ
か
さ

官
の
事
を
誄
る
。次
に
直
広
肆
紀
朝
臣
弓
張
、民
か
き
の
つ
か
さ

官
の
事
を
誄
る
。

次
に
直
広
肆
穂
積
朝
臣
虫
麻
呂
、諸
国
司
の
事
を
誄
る
。次
に
大
隅
・

阿
多
の
隼
人
、
及
び
倭
・
河
内
の
馬
飼
部
造
、
各
誄
る
。

　

天
武
天
皇
は
朱
鳥
元
年
九
月
九
日
に
浄
御
原
宮
の
正
宮
で
亡
く
な
り
、

十
一
日
に
南
庭
に
殯
宮
が
起
て
ら
れ
た
。
右
の
史
料
11
～
13
は
、
そ
の
後

に
殯
庭
で
お
こ
な
わ
れ
た
奉
誄
儀
礼
の
一
部
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
天
武
期
に
お
け
る
官
制
復
元
の
際
に
も
用
い
ら
れ
、史
料
11
の「
諸

王
」
は
大
宝
令
制
の
宮
内
省
正
親
司
、「
宮
内
」
は
宮
内
省
あ
る
い
は
後

宮
関
係
、「
左
右
大
舎
人
」
は
中
務
省
左
右
大
舎
人
寮
、「
左
右
兵
衛
」
は

左
右
兵
衛
府
、「
内
命
婦
」
は
中
務
省
縫
殿
寮
か
宮
内
省
采
女
司
あ
る
い

は
後
宮
関
係
、「
膳
職
」
は
宮
内
省
大
膳
職
や
内
膳
司
に
相
当
し
、
史
料

12
の
「
太
政
官
」
は
太
政
官
、「
法
官
」
は
式
部
省
、「
理
官
」
は
治
部
省
、

「
大
蔵
」
は
大
蔵
省
、「
兵
政
官
」
は
兵
部
省
、
史
料
13
の
「
刑
官
」
は

刑
部
省
、「
民
官
」
は
民
部
省
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る）
11
（

。
二
十
七
日
に
は
主
と
し
て
内
廷
官
司
が
、
二
十
八
・
二
十
九
日
は
外

廷
官
司
が
誄
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
最
初
に
誄
し
た
大
海
蒭
蒲
の
「
壬

生
」
は
、
史
料
10
で
息
長
山
田
公
が
息
長

0

0

足
日
広
額
天
皇
（
舒
明
）
の
「
日

嗣
」
を
誄
し
た
よ
う
に
、
天
武
（
大
海
人

0

0

0

皇
子
）
の
養
育
を
担
っ
た
大
海

氏
が
そ
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
の
誄
は
、
天
皇
の
葬
儀
の
場
合
、
大
臣
や
群
臣
な

ど
の
執
政
者
と
血
縁
者
（
皇
子
・
皇
親
）
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
出
身
氏
族
の
有
力
者
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
た
。
そ



國學院雑誌　第 121 巻第 11 号（2020年） ─ 96 ─

れ
が
天
武
殯
宮
に
至
っ
て
、
か
か
る
氏
族
別
の
構
成
か
ら
、
官
司
単
位
の

奉
誄
に
変
化
し
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
和
田
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
武
期
に
お
け
る
官
司
制
の
発
展
に
と
も
な
っ
て

奉
誄
者
が
多
様
化
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
史
料
11
～
13
に
み
え

る
奉
誄
者
た
ち
は
、
各
官
司
を
代
表
し
て
天
武
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
奉

上
し
た
と
思
わ
れ
る
。で
は
彼
ら
は
、史
料
７
や
９
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

誰
か
別
の
人
物
の
代
理
と
し
て
誄
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
『
日

本
書
紀
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
記
述
は
み
あ
た
ら
ず
、
素

直
に
各
職
務
の
責
任
者
た
ち
が
天
武
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
述

べ
た
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う）

11
（

。
前
述
の
推
定
で
は
、
誄
を
代
行
さ
せ
た

人
物
は
、
み
ず
か
ら
誄
す
る
こ
と
で
政
局
が
動
き
出
す
こ
と
を
懸
念
し
た

と
考
え
た
が
、
か
か
る
想
定
に
整
合
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
武
と
各
官

司
と
の
か
か
わ
り
を
述
べ
る
官
人
に
、
そ
の
よ
う
な
危
惧
を
覚
え
る
必
要

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
彼
ら
は
各
官

司
の
長
官
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

【
史
料
14
】『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
（
六
八
七
）
正
月
丙
寅
朔
条

皇
太
子
（
草
壁
）、
公
卿
・
百
寮
人
等
を
率
て
、
殯
宮
に
適ま
う

で
て
、

慟み
ね
た
て
ま
つ

哭
る
。
納
言
布
勢
朝
臣
御
主
人
誄
た
て
ま
つ
る
。
礼
な
り
。
誄

畢を

へ
て
、
衆
庶
発
哀
る
。
次
に
梵ほ
ふ
し
ど
も衆発
哀
る
。
是
に
、
奉
膳
紀
朝
臣

真
人
ら
、
奠み
け

奉
る
。
奠
畢
へ
て
、
膳
部
・
釆
女
等
発
哀
る
。
楽
官
、

楽
奏

つ
か
へ
ま
つる
。

【
史
料
15
】『
日
本
書
紀
』
持
統
二
年（
六
八
八
）十
一
月
乙
丑（
十
一
日
）条

布
勢
朝
臣
御
主
人
・
大
伴
宿
祢
御み

行ゆ
き

、
遞た
が

ひ
に
進
み
て
誄
る
。
直
広

肆
当
麻
真
人
智
徳
、
皇す
め
み
お
や
た
ち

祖
等
の
騰ひ
つ
ぎ極
の
次つ
い
で第
を
誄
奉
る
。
礼
な
り
。

古い
に
し
へに

は
日
嗣
と
云ま
を

す
。
畢
は
り
て
大
内
陵
に
葬は
ぶ

り
ま
つ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
武
が
亡
く
な
る
と
、
す
ぐ
に
「
皇
后
」
鸕
野
讃

良
皇
女
が
「
臨
朝
称
制
」
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る）

1（
（

。
た
だ
し
、
翌
月
の

二
日
に
は
大
津
皇
子
の
謀
反
が
発
覚
し
、
皇
子
自
身
は
訳
語
田
の
舎い
え

で
自

死
を
賜
っ
た
が
、
事
件
に
連
座
し
た
も
の
た
ち
に
つ
い
て
は
砺と

杵き
の

道み
ち

作つ
く
りと

新
羅
沙
門
行
心
を
除
い
て
赦
免
す
る
と
の
詔
を
発
し
た）

11
（

以
外
、
鸕
野
讃
良

が
表
舞
台
に
姿
を
み
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
対
照
的

に
、
年
が
明
け
た
持
統
元
年
正
月
以
降
、「
皇
太
子
」
草
壁
皇
子
が
殯
庭

儀
礼
に
積
極
的
な
関
与
を
み
せ
は
じ
め
る
。
右
の
史
料
14
は
そ
の
一
例
だ

が
、
そ
れ
以
外
で
も
草
壁
が
公
卿
・
百
寮
人
ら
を
率
い
て
殯
宮
に
詣
で
て

慟
哭
し
た
り
大
内
陵
を
築
い
た
り
し
た
記
事
が
、
同
年
正
月
庚
午
（
五
日
）

条
、
五
月
乙
酉
（
二
十
二
日
）
条
、
十
月
壬
子
（
二
十
二
日
）
条
、
二
年

正
月
庚
申
朔
条
、
十
一
月
戊
午
（
四
日
）
条
に
み
え
る
。
草
壁
が
殯
庭
で

誄
し
た
記
事
は
な
い
も
の
の
、
公
卿
た
ち
を
率
い
て
慟
哭
す
る
行
動
は
、

史
料
８
で
年
少
の
中
大
兄
皇
子
が
誄
を
奉
る
こ
と
に
よ
り
、
継
承
資
格
者

と
し
て
の
自
分
を
精
一
杯
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
と
同
じ
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
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の
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
群
臣
が
慟
哭
し
た
対
象
は
天
武
の
遺
骸
で
あ
り
、
そ

れ
を
奉
斎
し
て
い
る
鸕
野
讃
良
皇
女
に
も
、
結
果
的
に
拝
礼
し
て
い
る
形

に
な
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
と
彼
女
の
即
位
に
因
果
関
係

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
狭
義
の
殯
宮
儀
礼

が
秘
儀
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
に
仕
え
て
い
る
近
親
女
性
た
ち
を
特

別
視
・
神
聖
視
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
と
な
る
と
、
形
式
的

0

0

0

に
群
臣
の

拝
礼
を
受
け
て
い
た
鸕
野
讃
良
も
、
殯
の
終
了
と
と
も
に
そ
の
関
係
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
単
な
る
前
王
妃
の
ひ
と
り
に
す
ぎ
な
く

な
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
何
度
も
公
卿
た
ち
を

率
い
て
慟
哭
し
て
い
た
草
壁
皇
子
の
姿
は
、
周
囲
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
自
分
た
ち
を
率
い
て
政
治
を
担
っ
て
い
く
若

き
リ
ー
ダ
ー
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の

よ
う
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
演
出
し
た
の
が
、
殯
庭
に
お
け
る

諸
儀
礼
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

持
統
元
年
以
降
の
殯
庭
で
誄
を
奉
っ
た
の
は
、
史
料
14
に
み
え
る
納
言

布
勢
御
主
人
、
三
月
甲
申
（
二
十
日
）
条
の
丹た
じ
ひ比
麻
呂
、
二
年
三
月
己
卯

（
二
十
一
日
）
条
の
藤
原
大
嶋
、
八
月
丙
申
（
十
日
）
条
の
大
伴
安
麻
呂
、

十
一
月
戊
午
（
四
日
）
条
の
諸
臣
（
己
が
先
祖
等
の
仕
え
ま
つ
れ
る
状
を

誄
し
た
）、
同
月
己
未
（
五
日
）
条
の
蝦
夷
百
九
十
余
人
（
調み
つ
き賦
を
負
荷

し
て
誄
し
た
）、
史
料
15
の
布
勢
御
主
人
・
大
伴
御
行
お
よ
び
当
麻
智
徳

で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
、
丹
比
麻
呂
は
も
と
多
治
比
古
王
と
呼
ば
れ
た
王

族
で
、
天
武
六
年
（
六
七
七
）
十
月
に
内
大
錦
下
摂
津
職
大
夫
と
み
え
る

が
、
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
し
て
亡
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
持
統
四
年

（
六
九
〇
）
七
月
に
は
子
の
嶋
が
太
政
大
臣
高
市
皇
子
に
次
ぐ
右
大
臣
正

広
参
と
な
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
皇
親
氏
族
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

ま
た
布
勢
（
阿
倍
）
御
主
人
と
大
伴
御
行
は
、
天
武
期
唯
一
の
議
政
官
で

あ
る
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た
人
物）

11
（

で
、
そ
の
後
も
持
統
五
年
正
月
に
は
直

大
壱
と
し
て
封
戸
八
十
戸
を
増
や
さ
れ
三
百
戸
と
な
っ
た
こ
と
、
同
八
年

正
月
に
も
正
広
肆
を
授
け
ら
れ
、
封
戸
を
二
百
戸
増
や
さ
れ
て
五
百
戸
と

な
り
氏
上
と
な
っ
た
こ
と
、
同
十
年
十
月
に
は
大
納
言
と
し
て
資
人
八
十

人
を
賜
っ
た
こ
と
な
ど
、
常
に
連
名
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
持
統
女
帝
の

即
位
以
後
は
高
市
皇
子
・
丹
比
嶋
に
次
ぐ
高
位
高
官
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
持
統
元
年
以
降
に
天
武
殯
宮
で
誄
し
た
官
人
た
ち

は
、
誰
か
の
代
理
と
し
て
行
動
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
の
な
か

に
は
、
布
勢
御
主
人
を
筆
頭
納
言
で
は
な
い
と
み
る
論
考
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
彼
は
史
料
12
で
「
太
政
官
の
事
」
を
代
表
し
て
誄
し
た
人
物
で

あ
り
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
天
武
九
年
（
六
八
〇
）
七
月
戊
戌
（
二
十
五

日
）
条
に
「
納
言
兼
宮
内
卿
五
位
」
と
み
え
る
舎
人
王
と
と
も
に
、
納
言

と
明
記
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
人
物
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
無
理
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に
次
席
納
言
と
み
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
ら
の
行
為
が
、

誰
か
の
代
理
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
史
料
11
～

13
の
例
と
同
じ
く
自
身
の
思
い
を
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
奉
上
し
た
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
王
権
継
承
は
、
大
津
事
件
と
い

う
非
情
で
冷
酷
な
政
変
が
起
き
た
の
ち
は
、
鸕
野
讃
良
皇
女
所
生
の
草
壁

皇
子
が
ほ
ぼ
唯
一
の
後
継
候
補
者
と
な
っ
て
お
り
、
彼
自
身
も
そ
の
地
歩

を
固
め
る
べ
く
行
動
し
て
い
た
。
よ
っ
て
奉
誄
者
の
不
用
意
な
発
言
で
、

政
局
が
混
乱
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
う
え

敏
達
殯
宮
の
よ
う
に
群
臣
間
の
対
立
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、

こ
と
さ
ら
に
誄
の
代
理
を
立
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
天
武
の
殯
は
、
史
料
15
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
終
了
す
る
。
二

年
二
ヵ
月
に
わ
た
る
、
確
認
で
き
る
例
と
し
て
は
敏
達
天
皇
・
斉
明
女
帝

に
次
ぐ
、
長
い
期
間
の
殯
で
あ
っ
た
。
殯
の
終
了
と
と
も
に
、
草
壁
皇
子

が
す
ぐ
に
即
位
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
ま
だ
当
時
の
慣
習
か
ら
い
っ
て

即
位
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

時
期
の
即
位
年
齢
は
、
三
〇
代
後
半
か
ら
四
〇
代
前
半
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た）

11
（

が
、
天
武
没
時
に
弱
冠
二
五
歳
で
し
か
な
か
っ
た
草
壁
は
、
も
う
し
ば
ら

く
政
治
経
験
を
積
む
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
武
の
殯
庭
に
お
け
る

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
、
彼
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
政
治
修
行
の
一
環
で
あ
っ

た
。
し
か
し
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
草
壁
は
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
四
月

に
急
死
し
て
し
ま
う
。
鸕
野
讃
良
皇
女
が
正
式
に
即
位
す
る
の
は
、
そ
の

翌
年
正
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
和
田
の
よ
う
に
女
帝
即
位
の
条
件
と
し
て

先
帝
の
殯
を
終
え
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
見
解
や
、
仁
藤
の
よ
う
に
殯
を

主
宰
す
る
こ
と
が
女
帝
即
位
の
前
提
と
と
ら
え
る
見
解）

11
（

、
さ
ら
に
義
江
明

子
の
よ
う
に
持
統
女
帝
は
実
力
で
即
位
す
る
べ
く
し
て
即
位
し
た
と
み
な

す
見
解）

11
（

で
は
、
天
武
の
殯
宮
儀
礼
が
終
了
し
た
時
点
か
ら
持
統
が
正
式
に

即
位
す
る
ま
で
、
一
年
以
上
の
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
の
説
明
が
ど

う
し
て
も
つ
か
な
い
。
や
は
り
譲
位
制
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時

期
、
鸕
野
は
称
制
と
い
う
不
安
定
な
体
制
を
選
択
し
て
ま
で
、
実
子
草
壁

の
成
長
を
待
っ
て
い
た
と
素
直
に
と
ら
え
る
べ
き
と
考
え
る）

11
（

。

む
す
び
に
か
え
て

　

最
後
に
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

ⅰ
． 

日
本
古
代
の
殯
宮
儀
礼
は
、
殯
宮
内
部
で
お
こ
な
わ
れ
、
故
人
の
近

親
者
が
奉
仕
す
る
私
的
な
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
と
、
殯
庭
で
お
こ
な
わ

れ
、
為
政
者
た
ち
が
参
加
す
る
公
的
な
殯
庭
儀
礼
の
二
重
構
造
に

な
っ
て
お
り
、
と
く
に
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
を
秘
儀
と
み
な
す
こ
と
は

で
き
ず
、
故
人
の
霊
魂
を
奉
斎
す
る
近
親
者
を
特
別
視
・
神
聖
視
す

る
こ
と
も
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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ⅱ
． 

殯
庭
で
奉
上
さ
れ
る
誄
は
、
故
人
の
幽
魂
を
慰
撫
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
継
承
（
予
定
）
者
に
忠
誠
を
誓
う
表
明
で
も
あ
っ
た
。
敏
達

殯
宮
で
奉
誄
し
た
蘇
我
馬
子
と
物
部
守
屋
は
互
い
に
相
手
の
行
為
を

嘲
笑
し
合
い
、
最
終
的
に
そ
の
対
立
は
丁
未
の
役
（
蘇
我
・
物
部
戦

争
）
に
ま
で
発
展
す
る
。
殯
宮
で
敏
達
の
霊
を
奉
斎
し
て
い
た
炊
屋

姫
は
、
用
明
天
皇
の
治
世
下
で
は
政
治
活
動
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の

死
後
に
政
敵
（
穴
穂
部
皇
子
）
の
殺
害
や
泊
瀬
部
皇
子
の
擁
立
に
関

与
す
る
。
た
だ
し
、
炊
屋
姫
の
奉
戴
は
寵
臣
を
殺
さ
れ
た
被
害
者
た

る
立
場
に
由
来
し
、
ま
た
そ
の
新
帝
指
名
の
前
提
に
は
形
だ
け
の
参

戦
と
は
い
え
、
候
補
者
自
身
に
よ
る
政
治
資
質
の
提
示
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
。

ⅲ
． 

蘇
我
堅
塩
媛
の
殯
宮
で
は
、
別
の
人
物
が
奉
誄
者
の
誄
を
代
行
す
る

行
為
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
誄
の
内
容
に
よ
っ
て
政

変
が
生
じ
る
危
険
性
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
次
の
舒
明
殯
宮
で

も
誄
の
代
行
は
み
ら
れ
た
が
、
一
方
で
中
大
兄
皇
子
の
よ
う
に
み
ず

か
ら
誄
す
る
例
も
あ
り
、
継
承
資
格
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
ね
ら
い
が

あ
っ
た
。

ⅳ
． 

天
武
殯
宮
で
は
、
従
来
の
氏
族
別
の
構
成
か
ら
官
司
単
位
の
誄
に
変

化
し
て
お
り
、
各
官
司
の
奉
誄
者
も
長
官
ク
ラ
ス
が
お
こ
な
っ
た
。

殯
を
主
宰
し
た
鸕
野
讃
良
皇
女
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
み
せ
ず
、
代
わ
っ

て
草
壁
皇
子
が
公
卿
ら
を
引
率
し
て
慟
哭
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

く
り
返
し
た
。
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
が
秘
儀
で
な
い
以
上
、
そ
の
終
了

と
と
も
に
鸕
野
は
前
王
妃
の
ひ
と
り
に
戻
っ
た
の
に
対
し
、
奉
誄
こ

そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
草
壁
は
次
代
の
若
き
リ
ー
ダ
ー
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。

　

殯
宮
儀
礼
の
主
宰
を
女
帝
即
位
の
前
提
と
考
え
る
仁
藤
は
、
そ
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
⒜
次
期
大
王
の
指
名
、
⒝
大
王
代
行
（
臨
朝
称
制
）、
⒞
女

帝
即
位
の
三
段
階
を
想
定
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、

推
古
は
⒜
の
み
を
経
、
持
統
は
⒝
の
み
を
経
て
即
位
し
た
の
に
対
し
、
皇

極
（
斉
明
）
は
⒜
⒝
い
ず
れ
の
プ
ロ
セ
ス
も
経
ず
に
即
位
し
て
い
る
。
つ

ま
り
仁
藤
は
推
古
と
持
統
の
事
例
を
あ
わ
せ
て
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
と
と
ら

え
、
皇
極
（
斉
明
）
の
事
例
は
捨
象
し
て
仮
説
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
る

が
、
か
か
る
仮
説
は
机
上
で
組
み
立
て
ら
れ
た
推
論
に
す
ぎ
ず
、
史
実
と

い
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
そ
の
と
き
ど
き
の
政
治
情

勢
を
ふ
ま
え
て
即
位
し
た
の
で
あ
り
、
即
位
資
格
と
し
て
は
男
帝
と
同
様

に
政
治
的
資
質
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
殯
の
奉

仕
と
い
う
経
歴
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
王
権
継
承
と
の
か
か
わ
り
で

い
え
ば
、
む
し
ろ
殯
庭
儀
礼
、
と
く
に
奉
誄
儀
礼
が
注
視
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
堅
塩
媛
の
儀
礼
が
軽
の
衢
と
い
う
オ
ー
プ
ン
な
場
で
お
こ
な
わ
れ
た

理
由
も
、
そ
こ
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
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註（
１
） 
和
田
萃
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
所
収
、

塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
は
一
九
六
九
年
）、
同
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─

服
属
と
儀
礼
─
」（『
同
右
書
』
所
収
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
）、
同
「
飛
鳥
・
奈

良
時
代
の
喪
葬
儀
礼
」（『
同
右
書
』
所
収
、
初
出
は
一
九
八
二
年
）。
以
下
、
と

く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
和
田
の
見
解
は
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」
に
よ
る
。

（
２
） 

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

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。
以
下
、
稲
田
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
３
） 

仁
藤
敦
史
「
古
代
女
帝
の
成
立
─
大
后
と
皇
祖
母
─
」（『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』

所
収
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）。

（
４
） 

和
田
萃
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
５
） 

拙
稿
「
殯
と
王
権
継
承
」（
白
石
太
一
郎
先
生
傘
寿
紀
年
論
文
集
『
古
墳
と
国
家

形
成
期
の
諸
問
題
』
所
収
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
６
） 

拙
稿
「
殯
と
王
権
継
承
」（
前
掲
註
５
論
文
）。

（
７
） 

和
田
萃
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
８
） 

吉
田
孝
『
大
系
日
本
の
歴
史
③　

古
代
国
家
の
歩
み
』（
小
学
館
、
一
九
九
二
年
）、

西
郷
信
綱
「
天
皇
天
武
の
葬
礼
─
一
つ
の
政
治
的
劇
場
」（『
西
郷
信
綱
著
作
集
』

第
二
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
一
九
九
八
年
）。
こ
れ
ら
よ
り
以
前
、

井
上
光
貞
「
古
代
の
王
権
と
即
位
儀
礼
」（『
井
上
光
貞
著
作
集
』
第
五
巻
所
収
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）
で
も
、
狭
義
の
殯
宮
儀
礼
を

「
殯
宮
内
の
い
わ
ば
秘
儀
」
と
し
て
い
る
。

（
９
） 

岸
雅
裕「
用
明
・
崇
峻
期
の
政
治
過
程
」（『
日
本
史
研
究
』一
四
八
、一
九
七
四
年
）、

河
田
千
代
乃「
皇
后
と
殯
宮
儀
礼
」（『
神
女
大
国
文
』一
八
、二
〇
〇
七
年
）な
ど
。

（
10
） 

仁
藤
敦
史
「
古
代
女
帝
の
成
立
─
大
后
と
皇
祖
母
」（
前
掲
註
３
論
文
）、
同
「
古

代
女
帝
論
の
現
状
と
課
題
」（
前
掲
註
３
書
所
収
、
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
古

代
王
権
論
の
成
果
と
課
題
」（『
歴
史
評
論
』
八
一
四
、二
〇
一
八
年
）。
か
か
る
仁

藤
説
に
対
す
る
反
論
は
、
拙
稿
「
殯
と
王
権
継
承
」（
前
掲
註
５
論
文
）
で
も
略

述
し
て
い
る
の
で
、
一
読
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

和
田
萃
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
12
） 

和
田
萃
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
註
１
論
文
）、
同
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
喪

葬
儀
礼
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
13
） 

和
田
萃
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
14
） 

拙
稿「
用
明
・
崇
峻
期
の
政
変
と
蘇
我
氏
─
飛
鳥
寺
建
立
前
後
の
倭
王
権
─
」（『
古

代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
拙
著
『
蘇

我
大
臣
家
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
15
） 『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀
』
下
、
一
五
三
頁
、
頭
注
一
一
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）。

（
16
） 

和
田
萃
「
殯
宮
儀
礼
の
再
分
析
─
服
属
と
儀
礼
─
」（
前
掲
註
１
論
文
）。

（
17
） 『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
甲
申
（
二
十
二
日
）
条
に
は
、
い
わ

ゆ
る
大
化
の
薄
葬
令
を
載
せ
、
そ
の
な
か
に
「
亡
人
の
た
め
に
、
髪
を
断き

り
股も
も

を

刺
し
て
誄
す
」
と
み
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
奉
誄
儀
礼
に
は
、
身
体
を
傷
つ
け
る

所
作
が
と
も
な
っ
て
い
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
自
傷
行
為
は

親
し
い
人
物
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
傷
ん
で
お
こ
な
わ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
必
ず

し
も
誄
自
体
に
付
随
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
18
） 

拙
著
『
蘇
我
大
臣
家
』（
前
掲
註
14
書
）。

（
19
） 

仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
論
の
成
果
と
課
題
」（
前
掲
註
10
論
文
）。

（
20
） 

拙
稿
「
六
世
紀
の
王
権
─
専
制
王
権
の
確
立
と
合
議
制
─
」（『
古
代
王
権
の
史
実

と
虚
構
』
所
収
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
九
年
）。

（
21
） 

丁
未
の
役
時
に
お
け
る
厩
戸
皇
子
の
年
齢
は
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
「
丁

未
年
の
六
七
月
に
、
蘇
我
馬
子
宿
禰
大
臣
、
物
部
守
屋
大
連
を
伐
つ
。
…
…
聖
王

生
ま
れ
て
十
四
年
な
り
」と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』崇
峻
即
位
前
紀
に「
是
の
時
に
、

厩
戸
皇
子
、
束ひ
さ
ご
は
な

髪
於
額
し
て
、〔
古
の
俗ひ
と

、
年わ

ら

は
少
児
の
年
、
十
五
六
の
間
は
、
束

髪
於
額
す
。
十
七
八
の
間
は
、
分
け
て
角あ
げ
ま
き子
に
す
。
今
亦
然
り
。〕
軍
の
後
に
随

へ
り
」と
あ
る
の
で
、十
四
・
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。ま
た
竹
田
皇
子
は『
日



奉誄儀礼と王権継承─ 101 ─

本
書
紀
』
の
記
載
順
か
ら
、
厩
戸
よ
り
若
干
年
長
か
同
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
拙
稿
「
用
明
・
崇
峻
期
の
政
変
と
蘇
我
氏
─
飛
鳥
寺
建
立
前
後
の
倭
王
権
─
」

（
前
掲
註
14
論
文
）
参
照
。

（
22
） 『
日
本
書
紀
』
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
正
月
是
月
条
。

（
23
） 『
日
本
書
紀
』
舒
明
四
年
（
六
三
六
）
七
月
己
丑
朔
条
。

（
24
） 

和
田
萃
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
註
１
論
文
）、
井
上
光
貞
「
古
代
の
王
権
と

即
位
儀
礼
」（
前
掲
註
８
論
文
）。
実
例
と
し
て
は
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年

（
七
〇
七
）
十
一
月
丙
午
（
十
二
日
）
条
の
文
武
天
皇
儀
、『
同
』
天
平
勝
宝
六

年
（
七
五
四
）
八
月
丁
卯
（
四
日
）
条
の
太
皇
太
后
藤
原
宮
子
儀
、『
同
』
天
応

元
年
（
七
八
一
）
十
二
月
癸
丑
（
二
十
九
日
）
条
所
引
、
天
応
二
年
（
七
八
二
）

正
月
己
未
（
六
日
）
条
の
光
仁
天
皇
儀
、『
同
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
十
二
月

丙
申
（
二
十
九
日
）
条
所
引
、
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
正
月
辛
亥
（
十
四
日
）
条

の
皇
太
后
高
野
新
笠
儀
、『
同
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
閏
三
月
甲
午
（
二
十
八
日
）

条
の
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
儀
な
ど
に
み
え
る
。
な
お
和
田
は
「
誄
人
」
の
例
と
し
て
、

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
四
月
甲
午
朔
条
の
桓
武
天
皇
儀
も
あ

げ
る
が
、
こ
の
記
事
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
左
方
と
し
て
中
納
言
従
三
位
藤
原

内
麻
呂
・
参
議
従
三
位
坂
上
田
村
麻
呂
・
侍
従
従
四
位
下
中
臣
王
・
侍
従
従
四
位

下
大
庭
王
・
参
議
従
四
位
下
藤
原
緒
嗣
、
右
方
と
し
て
権
中
納
言
従
三
位
藤
原
乙

叡
・
参
議
従
三
位
紀
勝
長
・
散
位
従
四
位
上
五
百
枝
王
・
参
議
正
四
位
下
藤
原
縄

主
・
従
四
位
下
秋
篠
安
人
ら
議
政
官
を
含
む
貴
族
た
ち
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
例

と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
25
） 

推
古
殯
宮
に
お
け
る
群
臣
の
奉
誄
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
載
ど
お
り

に
儀
礼
が
進
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
代
理
人
を
立
て
ず
に
み
ず
か
ら
誄
し
た

こ
と
に
な
る
。
群
臣
が
何
の
警
戒
も
せ
ず
、
意
中
の
後
継
者
の
名
を
軽
々
し
く
口

に
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
大
変
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
『
日
本
書
紀
』
舒
明
即
位
前
紀
に
み
え
る
蘇
我
蝦
夷
の
私
邸
で
の
非
公

式
な
合
議
の
様
子
を
み
る
と
、
推
古
の
遺
詔
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
群
臣
た
ち

は
比
較
的
自
由
に
後
継
者
に
つ
い
て
発
言
し
て
お
り
、
蝦
夷
も
ま
た
そ
れ
を
求
め

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
か
か
る
為
政
者
の
政
治
ス
タ
イ
ル
が
、
こ
の
時

期
の
奉
誄
儀
礼
に
反
映
し
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

（
26
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
井
上
光
貞「
古
代
の
王
権
と
即
位
儀
礼
」（
前
掲
註
８
論
文
）は
、

喪
葬
儀
礼
は
皇
位
継
承
儀
礼
の
前
半
に
相
当
し
、
後
半
の
即
位
儀
礼
と
一
体
の
も

の
で
、
先
帝
を
葬
る
直
前
に
「
日
嗣
」
が
読
ま
れ
、
埋
葬
の
の
ち
す
ぐ
即
位
儀
が

お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、「
日
嗣
」
は
皇
位
継
承
儀
礼
の
最
高
潮
の
時
点
で
読
ま
れ

る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
27
） 『
日
本
書
紀
』
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
十
月
壬
子
（
十
日
）
条
。

（
28
） 『
日
本
書
紀
』
天
智
六
年
（
六
六
七
）
二
月
戊
午
（
二
十
七
日
）
条
。

（
29
） 

青
木
和
夫
「
浄
御
原
令
と
古
代
官
僚
制
」（『
日
本
律
令
国
家
論
攷
』
所
収
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
二
年
、
初
出
は
一
九
五
四
年
）。

（
30
） 『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
九
月
丁
卯
（
三
十
日
）
条
に
は
、
百
済
王

良
虞
が
父
善
光
の
代
理
と
し
て
誄
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
誰
か

が
誰
か
の
代
理
と
し
て
誄
す
る
場
合
、『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
こ
と
を
明
記
し
て

い
る
。

（
31
） 『
日
本
書
紀
』
持
統
称
制
前
紀
（
朱
鳥
元
年
九
月
丙
午
〈
九
日
〉
条
）。

（
32
） 『
日
本
書
紀
』
持
統
称
制
前
紀
（
朱
鳥
元
年
十
月
丙
申
〈
二
十
九
日
〉
条
）。

（
33
） 

布
勢
御
主
人
を
納
言
と
す
る
の
は
史
料
14
で
、
大
伴
御
行
に
つ
い
て
は
記
載
が
な

い
。
た
だ
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
常
に
連
記
さ
れ
る
同
格
の
人
物

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
行
も
納
言
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
な
お
、

黒
田
達
也
「
天
武
朝
の
官
制
」（『
朝
鮮
・
中
国
と
日
本
古
代
大
臣
制
─
「
大
臣
・

大
連
制
」
に
つ
い
て
の
再
検
討
─
』
所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七

年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）
参
照
。

（
34
） 
そ
の
他
、
藤
原
（
中
臣
）
大
嶋
は
早
川
庄
八
「
律
令
太
政
官
制
の
成
立
」（『
日
本

古
代
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
や
黒
田
達
也
「
天
武

朝
の
官
制
」（
前
掲
註
33
論
文
）
が
納
言
と
す
る
人
物
で
、
持
統
女
帝
の
即
位
式
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で
は
天
神
寿
詞
を
読
む
な
ど
、
不
比
等
が
台
頭
す
る
ま
で
の
一
時
期
、
藤
原
氏
の

中
心
的
人
物
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
し
、
大
伴
安
麻
呂
も
黒
田
が
納
言
に
認
定
し

た
人
物
で
、
兄
御
行
が
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
没
す
る
と
、
翌
年
五
月
に
参
議

に
就
任
し
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
八
月
に
は
大
納
言
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 

荒
木
敏
夫
「
日
本
古
代
の
幼
帝
─
古
代
王
権
と
年
齢
階
梯
─
」（『
日
本
古
代
王
権

の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
36
） 

仁
藤
敦
史
「
古
代
女
帝
の
成
立
─
大
后
と
皇
祖
母
」（
前
掲
註
３
論
文
）、
同
「
古

代
女
帝
論
の
現
状
と
課
題
」（
前
掲
註
10
論
文
）、
同
「
古
代
王
権
論
の
成
果
と
課

題
」（
前
掲
註
10
論
文
）。

（
37
） 

義
江
明
子
『
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
』（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
、
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
四
年
）、
同
「
持
統
王
権
の
歴
史
的
意
義
」（『
日
本
古
代
女
帝
論
』
所
収
、

塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
は
二
〇
一
五
年
）。

（
38
） 

拙
稿
「
譲
位
制
の
成
立
と
そ
の
展
開
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
〇
─
一
一
、 

二
〇
一
九
年
）。

（
39
） 

仁
藤
敦
史
「
古
代
女
帝
の
成
立
─
大
后
と
皇
祖
母
」（
前
掲
註
３
論
文
）。


