
天
津
罪

･国
津
罪
と

-

古
代
の

(
罪
)
･
ノ

ー
-

｢大
政
詞
｣

多

田

一

臣

■

古
代
に
お
け
る

(
罪
)
の
あ
り
か
た
'す
な
わ
ち
古
代
に
お
け
る

(
罪
)

の
意
味
を
､
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
資
料
が

｢大
敵
詞
｣
で
あ
る
｡
｢大
赦

詞
｣
は
､
『延
書
式
』
所
載
の
祝
詞
の
一
つ
で
､毎
年
六
月
と
十
二
月
の
晦

日
､
宮
廷
儀
礼
と
し
て
実
修
さ
れ
る
大
政
に
際
L
t
中
臣
氏
に
よ
っ
て
唱

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
『
延
書
式
』
『貞
観
儀
式
』
等
の
記
載
に
よ
れ

ば
'
大
紋
と
は
'
親
王

･
大
臣
以
下
百
官
の
男
女
を
朱
雀
門
前
に
集
め
､

そ
の
罪
障

･
災
禍
を
級
除
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
が
'
｢大
敵
詞
｣
は
､
そ

う
し
た
儀
礼
の
中
心
と
な
る
べ
き
法
式
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢大
敵
詞
｣
に
は
'
そ
こ
に
級
除
さ
る
べ
き

(
罪
)
が
､
天
津
罪

･
国
津

罪
に
分
類
さ
れ
'
以
下
の
ご
と
-
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

-
-
天
の
益
人
等
が
過
ち
犯
し
け
む
雑
雑
の
罪
事
は
'
天
つ
罪
と
､

畔
放
ち

･
溝
埋
み

･
樋
放
ち

･
頻
蒔
き

･
串
刺
し

･
生
剥
ぎ

･
逆
剥

ぎ

･
尿
戸
'
許
多
の
罪
を
天
つ
罪
と
法
り
別
け
て
'
国
つ
罪
と
'
生

膚
断
ち

･
死
膚
断
ち

･
白
人

･
こ
-
み

･
お
の
が
母
犯
せ
る
罪

･
お

の
が
子
犯
せ
る
罪

･
母
と
子
と
犯
せ
る
罪

･
子
と
母
と
犯
せ
る
罪

･

畜
犯
せ
る
罪

･
昆
ふ
虫
の
災

･
高
つ
神
の
災

･
高
つ
鳥
の
災

･
畜
朴

し
轟
物
す
る
罪
､
許
多
の
罪
出
で
む
｡

(注
こ

こ
こ
に
天
津
罪

･
国
津
罪
と
し
て
分
類
さ
れ
た

(
罪
)
が
'
具
体
的
に

何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
様
様
な
見
解
が
存
在
し
て

い
る
｡

一
万
､
天
津
罪

･
国
津
罪
の
分
類
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
､

そ
の
分
類
の
あ
り
か
た
に
は
大
き
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
,.

一
体
､
天
津
罪
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
'
そ
れ
が
こ
と
ご
と
く
高
天

原
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
に
対
応
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
｡

ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
は
､
記
紀
神
話
の
み
な
ら
ず

『古
語
拾
遺
』
等
に
も

記
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
'
『古
事
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は
以
下
の

ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
｡

速
須
佐
之
男
の
命
､
-
-
･勝
ち
さ
び
に
天
照
大
御
神
の
宮
田
の
あ
を

離
ち
'
そ
の
溝
を
埋
み
'
ま
た
､
そ
の
大
嘗
聞
こ
し
め
す
殿
に
尿
ま

り
散
ら
し
き
｡

-
-

天
照
大
御
神
'
忌
服
屋
に
坐
し
て
神
御
衣
織
ら

し
め
た
ま
ひ
し
時
に
'
そ
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
'
天
の
斑
馬
を
逆
剥

ぎ
に
剥
ぎ
て
'
堕
し
入
る
る
時
に
'
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
､
稜
に
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(注
二
)

陸
上
を
衝
き
て
死
に

き

｡

こ
こ
に
示
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
と
天
津
罪
と
の
対
応
に
は
明
白

な
も
の
が
あ
ろ
う
｡
か
か
る
ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
を
も
と
と
し
て
天
津
罪

の
内
容
を
検
討
し
た
時
'
そ
れ
ら
の
多
-
が
農
耕
生
活

へ
の
侵
犯
で
あ
っ

た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢
畔
放
ち

･
溝
埋
み

･
樋
放
ち
｣
と

は
､
そ
れ
ぞ
れ
農
耕

･
濯
概
施
設
に
対
す
る
破
壊
行
為
を
意
味
す
る
も
の

(払吐三
)

で
あ
り
'
｢頻
蒔
き
｣
鈍
聖

た

言

語
拾
遺
』
に

｢種
子
を
重
蒔

し

｣
､

｢神
代
紀
｣
に

｢重
播
種

子

｣

(第
七
段
本
文
)
と
あ
る
ご
と
-
､
重
ね
て

種
子
を
蒔

い
て
農
耕
を
妨
害
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
｢串
刺

し
｣
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
'
『古
語
拾
遺
』
に

｢稿
に
其
の
田
に
往

き
､
串
を
刺
し
相
争
ふ
｣
と
あ
る
ご
と
-
､
他
人
の
田
に
串
を
刺
し
て
そ

の
占
有
を
主
張
す
る
こ
と
､
あ
る
い
は

歪
不
厭
の
具
と
し
て
の
串
を
刺
し

(注
五
)

立
て
'
他
人
の
耕
作
地
に
悪
意
あ
る
呪
術
を
な
す
こ

と

》

で
'
い
ず
れ
に

し
て
も
他
人
の
土
地
の
収
益
に
対
す
る
重
大
な
侵
犯
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

一
方
､
こ
れ
ら
の
農
耕
生
活
に
か
か
わ
る

(
罪
)
に
対
し
て

｢生
剥
ぎ
･

逆
剥
ぎ

･
尿
戸
｣
は
'別
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

｢生
剥
ぎ

･
逆
剥
ぎ
｣
は
､
馬
皮
を
生
き
な
が
ら
剥
ぐ
こ
と
'
ま
た

｢尿

戸
｣
は
'
『古
語
拾
遺
』
に

｢新
嘗

の
日
に
当
り
'
尿
を
以
て
戸
に
塗

る
｣
'
｢神
代
紀
｣
に

｢
天
照
大
神
の
新
嘗
し
め
す
時
を
見
て
'
則
ち
陰
に

新
宮
に
放
居
る
｣
(
第
七
段
本
文
)
と
あ
る
ご
と
-
'
新
嘗
祭
の
場
に
お

け
る
悪
意
あ
る
呪
術
を
な
す
こ
と
､
す
な
わ
ち
そ
の
聖
性
の
冒
酒
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
｢神
代
紀
｣
に
は

｢
日
神
の
新
嘗
し
め

す
時
に
及
至
び
て
'
素
養
鳴
尊
'
則
ち
新
宮
の
御
席
の
下
に
､
陰
に
自

ら
送
糞
る
｡
日
神
如
し
め
き
ず
し
て
､
任
に
席
の
上
に
坐
た
ま
ふ
｡
是

に
由
り
て
'
日
神
､
体
挙
り
て
不
平
み
た
ま
ふ
｣
(第
七
段

一
書
第
二
)

と
も
あ

っ
て
､
ア
マ
テ
ラ
ス
が

｢尿
戸
｣
に
よ
っ
て
病
に
倒
れ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
､
こ
こ
に
も

｢尿
戸
｣
の
黒
呪
と
し
て
の
意
味
が
明
瞭
に

示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'

｢生
剥
ぎ
｣
以
下
の

(
罪
)
は
､
新
嘗
祭
の
場
に
お
け
る
呪
的
な
妨
害
行
為
､
す
な
わ
ち
そ
の

聖
性
に
対
す
る
重
大
な
侵
犯
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た

｢生
剥
ぎ
｣
以
下
の

(
罪
)
の
あ
り
か
た
を
な
が
め
た
時
へ

先
の

｢畔
放
ち
｣
以
下
の

(
罪
)
も
ま
た
'

一
般
的
な
農
耕
生
活

へ
の
侵

犯
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
記
紀
神
話
の
文
脈
に
即
す
る
か
ぎ

り
､
ス
サ
ノ
ヲ
の
犯
し
た

｢畔
放
ち
｣
以
下
の

(
罪
)
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の

神
田
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
'
決
し
て
日
常
的
な
田
に
対
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
周
知
の
事
実
な
が
ら
'
天
岩
屋
戸
神
話
を
め
ぐ
る

記
紀
の
神
話
叙
述
は
､
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)
の
儀
礼
を
忠
実
に
表
象
す
る

も
の
で
あ
っ
た
｡
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
田
と
は
'
大
嘗
祭
に
お
け
る
悠
紀

･

主
基
田
､
す
な
わ
ち
神
に
対
す
る
供
御
田
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
｡
か
か
る
神
田
に
対
す
る
妨
害
行
為
も
ま
た
'
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)

に
対
す
る
侵
犯
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
方
､
｢生
剥
ぎ

･
逆
剥
ぎ
｣
も
ま
た
'
単
な
る
悪
意
あ
る
呪
術
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)
の
原
質
部
分
に
お
い

て
は
'
ヒ
ル
メ
=
亜
女
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
へ
そ
の
察
紀
す
る
至
上

神
と
の
間
に

一
種
の
聖
婚
が
準
備
さ
れ
て
い
た
が
､
忌
服
屋
で
神
衣
を
織

る
行
為
は
'
か
か
る
聖
楯
に
つ
ら
な
る
神
衣
祭
り
の
原
型
を
示
す
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
『古
事
記
』
に
記
す
ス
サ
ノ
ヲ
の

｢其
の
服
屋

の
頂
を
穿
ち
'
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
堕
し
入
｣
れ
た
と
い
う
行
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為
は
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
神
衣
祭
り

-
聖
楯
に
対
す
る
重
大
な
侵
犯

と
し
て
指
摘
し
う
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
､
こ
の

｢生
剥
ぎ

･
逆
剥
ぎ
｣
の
行
為

が
､
養
蚕
の
起
源
と
し
て
語
ら
れ
る
馬
娘
婚
姻
講
と
の
か
か
わ
り
を
思
わ

せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
馬
娘
婚
姻
講
は
'
本
来
､
東
ア
ジ
ア

一
帯
に
広
-
伝

播
さ
れ
た
伝
承
で
あ
り
'
馬
皮
を
着
た
神

(と
-
に
雷
神
)
と
神
妾

=
亜

女
と
の
聖
楯
を
基
底
的
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は

'
あ

る
意
味
で
は
､
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)
の
聖
婚
幻
想
と
重
な
り
合
う

1
面
を

有
す
る
伝
承
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
事
実
'
『
古
語
拾
遺
』
に
は
'
｢生
剥

ぎ

･
逆
剥
ぎ
｣
と
養
蚕
と
の
か
か
わ
り
が
､
｢
織
室
之
時
に
当
り
､
生
け
る

駒
を
逆
刺
に
し
て
そ
の
室
の
内
に
投
ず
｡
此
天
罪
な
り
｡
-
-
香
織
之
源
'

神
代
に
起

こ
る
也
｣
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
'
｢
生
剥
ぎ

･
逆
剥
ぎ
｣
と

馬
娘
婚
姻
講
と
の
か
か
わ
り
に
は
無
視
し
え
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
ご
と
-
､
天
津
罪
と
は
'
こ
と
ご
と
-
高
天
原
に
お
け
る
ス
サ

ノ
ヲ
の

(
罪
)
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
天
津
罪
と
は
ま
た
'
記
紀

の
神
話
叙
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
ご
と
-
'
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)
に
対
す
る

侵
犯
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
聖
性
を
冒
清
す
る
行
為
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

二

一
万
､
｢大
紋
詞
｣
に
お
け
る
国
津
罪
と
は
い
か
な
る

(
罪
)
で
あ
っ

た
の
か
｡
｢
大
紋
詞
｣
に
は
､
先
述
し
た
ご
と
-
､
次
の
よ
う
な

へ
罪
)
が

国
津
罪
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
｡

生
膚
断
ち

･
死
膚
断
ち

･
白
人

‥
｣-
み

･
お
の
が
母
犯
せ
る
罪

･

お
の
が
子
犯
せ
る
罪

･
母
と
子
と
犯
せ
る
罪

･
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
･

畜
犯
せ
る
罪

･
昆
ふ
虫
の
災

去
同
つ
神
の
災

･
高
つ
鳥
の
災

･
畜
朴

し
轟
物
す
る
罪
｡

こ
れ
ら
の

へ
罪
)
の
あ
り
か
た
が
'
天
津
罪
の
そ
れ
と
い
さ
ざ
か
異
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'

〓
祝
し
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
.
｢
生
膚
断
ち

･
死
膚

断
ち
｣
と
は
傷
害

･
殺
人
罪
'
｢
白
人

･
こ
-
み
｣
と
は

一
種
の
病
､
｢
お

の
が
母
犯
せ
る
罪
-
-
畜
犯
せ
る
罪
｣
と
は
近
親
婚
お
よ
び
獣
楯
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
｢昆
ふ
虫
の
災
｣
以
下
の
三
種
の
罪
と

は
'
そ
れ
ぞ
れ
へ
ど

･
ム
カ
デ
な
ど
に
よ
る
災
､
雷
に
よ
る
災
､
空
飛
ぶ

鳥
に
よ
る
災
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
家
屋
に
対
す
る
災
禍
を
意
味
す
る
も
の

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
最
後
の

｢畜
什
し
轟
物
す
る
罪
｣
と
は
､
諸
説

あ
る
が
､
呪
術
に
よ
っ
て
畜
類
を
兜
死
せ
し
め
る
罪
､
あ
る
い
は

《
畜
類

を
殺
し

て
そ
の
血
を
取
り
､
悪
神
を
配
っ
て
憎
む
相
手
を
の
ろ
､ふ
禁
厭
を

(注六
)

行
な
う
罪
》
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
の

へ
罪
)
に
は
､
あ
さ
ら
か
に
天
津
罪
と
は
異
な
る
性
質
が
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
｡

1!
体
'
国
津
罪
の
顕
著
な
特
色
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
'
そ
こ
に
病
･

災
禍
が

(
罪
)
と
し
て
包
括
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
白

人

･
こ
-
み
｣
の
ご
と
き
病
､
｢昆
ふ
虫

の
災
-
-
｣
の
ご
と
き
災
禍
が

(
罪
)
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
､
天
津
罪
と
の
大
き
な
差
異
が
存
在
し
え
た

の
で
あ
る
｡
｢
白
人

‥
｣-
み
｣
が

(
罪
)
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'

こ
れ
ら
が

l
種
の

(
け
が
れ
)
で
あ
り
'
災
禍
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に

へ罪
)
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
｡
金
子
武
雄
氏
は
､

(
罪
)
と
は

｢
わ
ざ
は
ひ
｣
あ
る
い
は

｢
わ
ざ
は
ひ
｣
を
惹
き
起
こ
す
(
け

が
れ
)
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
'
そ
こ
に
病
や
災
禍
が

(
罪
)
と
し
て

包
括
さ
れ
る
必
然
性
を
見
出
し
て
お
ら
栃

3

'O
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こ
う
し
た
金
子
氏
の
所
説
は
'
古
代
に
お
け
る

(
罪
)
の
あ
り
か
た
を

考
え
る
際
'
は
な
は
だ
示
唆
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'

か
か
る
病
や
災
禍
を

(
罪
)
の
範
噂
に
含
む
資
料
は
'
｢大
敵
詞
｣
『皇
大

神
宮
儀
式
帳
』
の
二
書
以
外
に
恥

報

い

,し
か
も

｢大
敵
詞
｣
に
お
い
て
､

｢昆
ふ
虫
の
災
｣
以
下
の
災
禍
を
明
瞭
に

｢災
｣
と
表
記
し
て
い
る
事
実

は
'
こ
れ
ら
の
病
や
災
禍
が
二
次
的
な

(
罪
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢仲
哀
記
｣
の
い
わ
ゆ
る

｢国
之
大
敵
｣

が
､
の
ち
の
天
津
罪

･
国
津
罪
の
原
型
と
な
る
べ
き

へ
罪
)
を
列
挙
し
な

が
ら
も
'
そ
こ
に
病
や
災
禍
に
か
か
わ
る

(
罪
)
を
記
さ
ぬ
事
実
は
'
や

は
り
こ
れ
ら
の

(罪
)
の
二
次
性
を
際
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

1
万
､
石
母
田
正
氏
は
､
天
津
罪
と
国
津
罪
の

(
罪
)
に
は
本
質
的
な
区
別
は
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
'
ス
サ
ノ
ヲ
起
源

の

(
罪
)
が
天
津
罪
と
さ
れ
'
他
は
す
べ
て
国
津
罪
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ

(払仕九
)

と
す
る

見

解

を
呈
示
し
て
お
ら
れ
る
｡
か
か
る
石
母
田
氏
の
見
解
は
'
い

わ
ば
国
津
罪
に
包
括
さ
れ
る
病
や
災
禍
を
も
本
源
的
な

(
罪
)
と
し
て
把

握
し
う
る
と
す
る
立
場
を
示
す
も
の
だ
が
､
天
津
罪

･
国
津
罪
の
分
類
名

称
の
新
し
さ

(
こ
れ
ら
の
名
称
は
'
｢大
赦
詞
｣
の
ほ
か

『古
語
拾
遺
』

冒
王
大
神
宮
儀
式
帳
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
記

紀
の
世
界
に
お
い
て
は
見
出
せ
な
い
)
を
考
え
る
時
､
あ
る
意
味
で
は
首

肯
し
う
る

一
面
を
有
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
.

も
と
よ
り

へ
罪
)
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
中
に
も
考
う
べ
き
問
題

が
含
ま
れ
て
い
た
｡
(
罪
)

=
ツ
-
の
語
源
に
つ
い
て
､注
目
す
べ
き
見
解

を
示
し
て
い
る
の
は
本
居
宣
長
で
あ
る
｡
宣
長
は
､
『古
事
記
伝
』
中
で

次
の
ご
と
-
に
述
べ
て
い
る
｡

凡
て
都
美
は
'
都
々
美
の
切
ま
り
た
る
言
に
て
'
古
語
に
､
都
々
美

郡
久
'
又
都
々
麻
波
受
な
ど
云
る
郁
々
美
と

1
つ
に
て
'
諸
の
凶
事

を
云
｡
郁
々
皐
は
､
都
都
志
皐
と

一
つ
な
る
を
'
つ
つ
し
む
は
､
凶

事
あ
ら
じ
'
あ
ら
せ
じ
と
す
る
万
に
云
ひ
'
つ
つ
む
は
'
凶
き
事
を

露
は
さ
じ
と
隠
す
方
に
云
ひ
つ
つ
み
な
し
な
ど
は
'
凶
き
事
な
き

を
云
ふ
.
こ
れ
ら
未
は
各
異
な
る
が
如
-
な
れ
ど
､
本
は

一
つ
な
り
'

某
は
必
L
も
悪
行
の
み
を
云
に
非
ず
｡
積
れ
又
禍
な
ど
､
心
と
為
る

に
は
非
で
'
自
然
に
あ
る
事
に
て
も
'
凡
て
厭
ひ
恵
む
べ
き
凶
事
を

ば
'
皆
都
美
と
云
な
り
｡

宣
長
は
'
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を

『大
赦
詞
後
釈
』
中
で
も
示
し
て
い
る

が
､
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
ツ
ミ
と
は
動
詞
ツ
ツ
ム
の
連
用
形

(転
成
名
詞
)

ツ
ツ
-
の
約
言
で
あ
り
､
悪
行
の
み
な
ら
ず
積
れ
や
災
禍
な
ど
'
人
々
が

厭
い
恵
む
も
の
は
す
べ
て

(
罪
)
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ

う
し
た
宣
長
の
見
解
は
､
病
や
災
禍
を

(
罪
)
の
範
噂
に
包
括
す
る
国
津

罪
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
際
､
示
唆
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
｡
ツ
ツ
ム
は
､

宣
長
の
指
摘
の
ご
と
-
､
た
し
か
に

(
罪
)
と
か
か
わ
り
深
い
こ
と
ば
で

あ
っ
た
｡
『万
葉
集
』
に
は
'

大
舟
を
荒
海
に
出
だ
し
い
ま
す
君
つ
つ
む
こ
と
な
-
は
や
帰
り
ま
せ

(15
-
三
五
二
八
)

-
-
大
君
の

命
の
ま
に
ま

ま
す
ら
お
の

心
を
持
ち
て

あ
り

巡
り

事
し
終
は
ら
ば

つ
つ
ま
は
ず

帰
り
釆
ま
せ
と
-
‥
･

(20
-
四
三
三

一
)

青
海
原
風
波
な
び
さ
行
-
さ
来
さ
つ
つ
む
こ
と
な
-
舟
は
早
け
む

(2
-
四
五

一
四
)

の
ご
と
き
用
例
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
ら
は
'
す
べ
て
旅
中
に
あ
る
人
々
の

平
安
を
祈
念
す
る
歌
で
あ
り
､
こ
こ
で
の
ツ
ツ
ム
の
語
義
は
､
病
や
災
禍
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を
蒙
る
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
一
方
､
こ
の
ツ
ツ
ム
に
は
'

(
罪
)

-
ツ
-
の
意
味
を
考
え
る
際
､
無
視
し
え
ぬ
別
の
語
義
も
存
在
し

て
い
た
｡
『万
葉
集
』
に
は
'

荊
波
の
里
に
宿
借
り
春
雨
に
隠
り
つ
つ
む
と
妹
に
告
げ
つ
や

(18
-
四

1
三
八
)

の
ご
と
き
用
例
が
あ
り
'
こ
こ
で
の
ツ
ツ
ム
は
'
忌
み
こ
も
る
こ
と
､
謹

慎
す
る
こ
と
の
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
､
こ
れ

ら
の
ツ
ツ
ム
は
､
本
来
無
関
係
な
も
の
で
は
な
-
､
お
そ
ら
-
は
同

一
語

根
か
ら
派
生
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
｡
『岩
波
古
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
'

こ
れ
ら
の
ツ
ツ
ム
の
原
義
は

｢包
む
｣
で
､
悪
事
を
外
部
に
洩
き
ぬ
意
で

あ
り
､
そ
こ
か
ら
謹
慎
の
意
が
生
じ
'
さ
ら
に
転
じ
て
災
禍
に
槽
遇
す
る

意
が
生
じ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
｡
『万
葉
集
』
に
お
け
る
病
や
災
禍

を
蒙
る
意
の
ツ
ツ
ム
の
用
例
は
'
す
べ
て
奈
良
朝
後
期
の
も
の
で
あ
り
'

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
'
こ
れ
を
ツ
ツ
ム
の
基
本
的
意
味
か
ら
の
転
用

と
す
る

『岩
波
古
語
辞
典
』
の
所
説
に
は
､
首
肯
さ
る
べ
き
も
の
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ツ
ツ
ム
の
基
本
的
意
味
は
､
や
は
り
忌
み
こ
も
る

こ
と
'
謹
慎
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
､
こ
の
こ
と
ば
と

(
罪
)
と
の
か
か
わ

り
は
'
か
か
る
点
か
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
､
折
口
信
夫
氏
が
､
(
罪
)
の
語
義
を
､

神
の
処
置
を
甘
ん
じ
て
受
け
る
謹
慎
の
状
態
を
示
す
も
の
と
解
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
折
口
氏
は
'
(
罪
)
と
は
'
共
同
体
の
成
員
の
一
人
が

犯
し
た
行
為
が
消
却
さ
れ
る
間
に
執
る
部
落
民
の

｢不
行
為
｣
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
神
の
処
置
を
甘
受
す
る
古
代
人
の
心
の
あ
り
か

(注
一〇)

た
を
見
出
し
て
お
ら

れ
る

｡

こ
う
し
た
折
口
氏
の
所
説
に
お
い
て
兄
の
が
し
え
ぬ
の
は
､
そ
こ
に

(
罪
)
が
共
同
体
の
存
在
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
捉
､そ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
｡
(
罪
)
が
共
同
体
の
神

へ
の
謹
慎
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

以
上
'
そ
れ
は
ま
た
共
同
体
の
祭
政
秩
序
に
対
す
る
侵
犯
を
意
味
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
天
津
罪
が
新
嘗
祭

(大
嘗
祭
)
に
対
す
る
侵

犯
で
あ
り
'
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
聖
性

へ
の
冒
溝
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し

た
と
こ
ろ
だ
が
､
か
か
る
天
津
罪
の
あ
り
か
た
は
い
わ
ば
共
同
体
の

(祭

式
)
に
対
す
る
侵
犯
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
'
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
､

天
津
罪
と
は

(
罪
)
の
本
質
を
さ
し
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

記
紀
神
話

の
世
界
に
お
い
て
'
(
罪
)
が
す
べ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
犯
し
に
限

定
さ
れ
て
い
る
事
実
は
'
国
津
罪
の
'
と
り
わ
け
そ
の
病

･
災
禍
に
か
か

わ
る

(
罪
)
の
副
次
性
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
金
子

武
雄
氏
の
説
か
れ
た
ご
と
-
､
｢
わ
ざ
は
ひ
｣
を
惹
き
起
こ
す

(け
が
れ
)

の
中
に

(
罪
)
の
根
源
を
見
定
め
る
こ
と
は
'
む
し
ろ
後
代
に
お
け
る

(
罪
)
と

(け
が
れ
)
の
混
用
を
是
認
す
る
も
の
で
も
あ
っ
て
'
こ
こ
で
は

や
は
り
病
や
災
禍
を
含
む
国
津
罪
の
副
次
性
を
明
確
に
認
識
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
｡
古
代
に
お
い
て
は
､
と
り
わ
け
記
紀
神
話
の
世
界
に
お

い
て
は
'
(
罪
)
と

(け
が
れ
)
と
は
､
そ
の
相
違
が
画
然
と
意
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
す
る
儀
礼
の
あ
り
か

た
の
中
か
ら
明
確
に
主
張
さ
れ
る
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

三

(
罪
)
に
対
応
す
る
儀
礼
と
し
て
存
在
し
た
の
が
ハ
ラ
へ

(蔽

･
解
除
)

で
あ
っ
た
｡

ハ
ラ
へ
は
'
-
ソ
ギ
ハ
ラ
へ
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
知
ら
れ

る
ご
と
上

の
ち
に
ミ
ソ
ギ

(硬
)
と
混
用
さ
れ
る
に
い
た
る
が
､
両
者

は
'
本
来
そ
の
目
的
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
｡

ハ
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ラ
へ
は

(
罪
)
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
'
-
ソ
ギ
は

(け
が
れ
)
に
対
す

る
も
の
で
あ
っ
た
｡
ミ
ソ
ギ
と
は
'
-
ソ
ソ
ギ

(身
濯
ぎ
)
の
約
言
か
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
'
神
聖
な
水
の
呪
力
に
よ
っ
て
心
身
の
汚
砲
の
浄
化
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
神
に
近
ず
-
も
の
が
'
自
ら
す
す
ん
で
そ
の

(け
が
れ
)
を
洗
源
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
〇

一
万
'
ハ
ラ

へ
は

(
罪
)
の
除
却
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
級
柱
に
託
し
て
そ
の

(
罪
)
の
解
除
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ハ
ラ
へ
と
-
ソ
ギ
の
起
源
講
も
ま
た
'
記
紀
神
話
の
世
界
の
中
に
も
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ハ
ラ
へ
の
起
源
講
は
､
(
罪
)
の
起
源
講
に
引
き
続

-
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
迷
い
の
一
段
で
あ
っ
た
｡

諸
の
神
罪
過
を
素
養
鳴
尊
に
帰
せ
て
'
科
す
る
に
千
座
置
戸
を
以
て

し
て
'
遂
に
促
め
徴
る
｡
髪
を
抜
き
て
'
其
の
罪
を
婚
は
し
む
る
に

至
る
｡
亦
日
は
-
'
其
の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
頗
ふ
と
い
ふ
｡
巳
に

し
て
寛
に
逐
降
ひ
き

(
｢神
代
紀
｣
第
七
段
本
文
)0

こ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
'
新
嘗
の
場
で
犯
し
た
自
身
の

(罪
)
を
除
却
す

べ
き
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
の

(
罪
)
除
却
の
方
法
が
､

級
柱
の
提
出
に
よ
る
ハ
ラ
へ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
級
柱
と

は
'
こ
こ
で
の
千
座
置
戸
に
あ
た
る
も
の
だ
が
'
こ
れ
は
本
来
､
そ
の

(
罪
)
の
あ
り
か
た
に
応
じ
て
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
千
座
置
戸
の

原
義
は
不
明
だ
が
'
ク
ラ

(座
)
と
は
級
柱
を
差
出
す
高
い
場
所
を
意
味

し
た
と
考
､そ
ら
れ
'
千
座
置
戸
と
は
､
お
そ
ら
-
は
移
し
い
数
の
級
柱
を

(‥圧
7こ

意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ

っ

た

｡

ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
の
重
大
さ
を
'
こ
こ

に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
髪

･
手
足
の
爪
を
抜
か
し
め
た
と
い
う
の
は
､
こ
れ
ら
が
級
柱

で
あ
っ
た
と
同
時
に
､
呪
的
転
移
を
は
か
る
も
の
と
し
て
捉
､見
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
も
の
が
た
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
｢神
代
紀
｣
に
は
､
ス
サ
ノ
ヲ

が

｢唾
を
以
て
白
和
幣
と
し
､演
を
以
て
青
和
幣
と
し
て
｣
(第
七
段

一
書

第
二
)
ハ
ラ
へ
を
科
せ
ら
れ
た
記
事
が
見
え
る
が
､
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

肉
体
の
1
部
を
提
出
す
る
こ
と
で
自
己
の
自
由
を
相
手
に
委
ね
う
る
と
す

る
'
感
染
呪
術
の
観
念
の
あ
ら
わ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
う
し
た
ハ
ラ
へ
の
起
源
講
が
､
高
天
原
に
お
け
る

ス
サ
ノ
ヲ
の

(
罪
)
と
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
事
実
は
'
ハ
ラ
へ
が

(
罪
)

除
却
の
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
｡

一
万
'
ミ
ソ
ギ
の
起
源
講
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
'
日
向
の
ア
ハ
キ
原

に
お
け
る
イ
ザ
ナ
キ
の
-
ソ
ギ
を
伝
え
る

1
段
で
あ
っ
た
O

伊
柴
諾
尊
'
既
に
還
り
て
､
乃
ち
追
ひ
て
悔
ひ
て
日
は
-
､
｢吾
前

に
不
須
也
凶
日
き
汚
積
き
処
に
到
る
｡
故
'
吾
が
身
の
濁
積
を
准
ひ

去
て
む
｣
と
の
た
ま
ひ
て
'
則
ち
往
き
て
筑
紫
の
日
向
の
小
戸
の
橘

の
植
原
に
至
り
ま
し
て
､
級
ぎ
除
へ
た
ま
ふ
(｢神
代
紀
｣
第
五
段

一

書
第
六
)｡

こ
れ
は
､
黄
泉
国
か
ら
脱
出
し
た
イ
ザ
ナ
キ
が
'
そ
の
汚
積
を
神
聖
な

水
の
呪
力
に
よ
っ
て
洗
い
清
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
伝
え
る

一
段
だ
が
'

こ
こ
に
は
-
ソ
ギ
が

(け
が
れ
)
の
除
却
に
か
か
わ
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と

が
判
然
と
示
さ
れ
て
い
た
｡
ミ
ソ
ギ
と
は
'
い
わ
ば

〈
始
源
的
混
沌
を
意

味
す
る
水
を
身
に
浴
び
る
こ
と
で
,

l
種
の
再
生
を
は
か
ろ
う
と

(%

1髭

浄
化
行
為
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
-
ソ
ギ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
'
こ
の
起
源
講
か
ら

も
知
ら
れ
る
ご
と
-
､
そ
れ
が
汚
穂
の
浄
化
を
目
的
と
し
て
主
体
的
に
な

さ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
事
実
は
､
(
罪
)
の
除
却
を
求

め
て
他
か
ら
科
せ
ら
れ
る
ハ
ラ
へ
と
は
'
大
き
な
相
違
を
そ
こ
に
生
ぜ
し
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め
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
先
述
し
た
ご
と
-
I
(
罪
)
と
は
新
嘗

輿

(大
嘗
祭
)
の
ご
と
き

(祭
式
)､
す
な
わ
ち
共
同
体
の
祭
政
秩
序
に

対
す
る
侵
犯
行
為
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
｡

ハ
ラ
へ
と
は
､
か
か

る

(罪
)
の
除
却
に
か
か
わ
る
儀
礼
で
あ
り
'
侵
犯
さ
れ
た
祭
政
秩
序
の

復
旧
を
目
的
と
し
て
'
そ
の
侵
犯
者
に
級
柱
の
提
出
を
も
と
め
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'

一
万
㌧
か
か
る

(罪
)
と
は
､
祭
政
秩
序

へ
の
侵
犯
で
あ

る
が
ゆ
え
に
'
そ
の
聖
性

へ
の
冒
清
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
い

わ
ば
､
そ
こ
に

(
罪
)
と

(
け
が
れ
)
の
近
接
が
促
が
さ
れ
る
契
機
が
存

在
し
え
た
の
で
あ
る
｡
の
ち
に
ハ
ラ
へ
と
ミ
ソ
ギ
が
混
用
さ
れ
､
(
罪
)
の

範
噂
に
病
や
災
禍
が
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
も
､
(
罪
)
の
原
義
が
ほ
か
な

ら
ぬ
聖
性
の
侵
犯
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
要
因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

け
れ
ど
も
'
記
紀
神
話
の
段
階
に
お
い
て
は
､
(
罪
)
と

(け
が
れ
)
､

ハ
ラ
へ
と
ミ
ソ
ギ
と
は
'
互
い
に
近
接
す
る
要
素
を
具
有
し
な
が
ら
も
､

明
瞭
に
そ
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
｡
事
実
'
記
紀
の
世
界
'
お
よ
び
そ

れ
以
降
の
ハ
ラ
へ
の
用
例
を
な
が
め
た
時
'
そ
れ
ら
は
す
べ
て

へ祭
式
)

に
対
す
る
妨
害
行
為
､
祭
政
秩
序
に
対
す
る
侵
犯
行
為
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢履
中
紀
｣
五
年
十
月
条
に
は
'
宗

像
神
社
の
神
戸
を
横
奪
し
た
車
持
君
に
対
し

｢悪
解
除

･
善
解
除
｣
を
科

せ
し
め
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
､ま
た

｢雄
略
紀
｣
十
三
年
三
月
条
に
は
､

采
女
を
許
し
た
狭
穂
彦

の
玄
孫
'
歯
田
根
命
に
対
し
､
｢馬
八
匹

･
大
刀

(注
三
)

八
ロ
｣
を
科
し
て
そ
の

(
罪
)
を
敵
除
せ
し
め
た
こ
と
が
見
え
て
い

る

｡

こ
れ
ら
は
､
い
ず
れ
も
神
事
に
対
す
る
冒
槽
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
､
ハ

ラ
へ
の
対
象
と
な
る
べ
き

(
罪
)
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
理
解

ち
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
ほ
か

『貞
観
儀
式
』
に
は

｢級
詞
所
レ
云
､
天

罪
国
罪
之
頬
'
皆
神
之
所
∨積
所
レ

悪
也
｣
と
あ
り
'
こ
こ
に
も

(
罪
)
が

聖
性
の
冒
清
で
あ
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
て
い
た
｡
さ
ら
に

｢延
暦
二
十
年

五
月
十
四
日
太
政
官
符
｣
(『類
衆
三
代
格
』
所
引
)
に
は
､
級
柱
を
科
す

べ
き

(
罪
)
が
､
大

･
中

･
小
に
分
類
さ
れ
て
記
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
ら

は
す
べ
て
神
事

=
(祭
式
)
に
対
す
る
開
怠
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡

さ
ら
に

｢孝
徳
紀
｣
大
化
二
年
三
月
詔
に

｢愚
俗
｣
と
し
て
禁
断
さ
れ

た
ハ
ラ
へ
の
実
例
は
'
こ
と
ご
と
-
共
同
体
の
祭
政
秩
序
に
対
す
る
外
部

か
ら
の
侵
犯
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
共
同
体
の
閉
鎖
性

を
考
え
る
時
'
外
部
か
ら
の
侵
入
者

(と
り
わ
け
溺
死
者
や
行
路
死
人
)

は
､
そ
の
祭
政
秩
序
の
維
持
に
重
大
な
脅
威
を
及
ぼ
す
存
在
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
祭
政
秩
序
の
維
持
は
'
共
同
体
の
存
在
に
と
っ

て
不
可
欠
の
要
件
で
あ
り
'
こ
れ
を
侵
犯
す
る
外
部
か
ら
の
侵
入
者
は
'

災
気
'
ワ
ザ

ハ
ヒ
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
徹
底
的
な
排
撃
を
蒙
っ
た
の

で
あ
る
｡
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
､
か
か
る
侵
入
者
に
対
し

ハ
ラ
へ
を

科
し
た

｢孝
徳
紀
｣
の
実
例
は
､
ハ
ラ
へ
の
有
す
る
本
質
的
な
意
味
を
忠

実
に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

け
れ
ど
も

一
万
､
大
化
と
い
う
時
代
に
お
い
て
'
か
か
る
ハ
ラ
へ
が

｢愚
俗
｣
と
し
て
禁
断
さ
れ
た
事
実
は
'
こ
れ
が
統

一
国
家
の
国
家
原
理

に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
｡

共
同
体
の
閉
鎖
性
は
'
中
央
集
権
と
い
う
新
た
な
国
家
原
理
に
と
っ
て
打

破
す
べ
き
隅
習
で
あ
り
'
か
か
る
閉
鎖
性
に
支
､え
ら
れ
た
ハ
ラ
へ
そ
の
も

の
も
ま
た
'
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
'
｢愚
俗
｣
と
し
て
処
断
さ
れ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
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四

以
上
の
ご
と
-
な
が
め
た
時
'
か
か
る
新
た
な
国
家
体
制
に
適
合
す
る

か
た
ち
で
制
度
化
さ
れ
た
大
敵
の
意
味
は
'
(
罪
)
と
ハ
ラ
へ
の
関
係
を

考
え
る
際
'
新
た
な
問
題
を
呈
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
大
敵
の
記
事

の
初
見
は
､
先
に
も
触
れ
た
ご
と
-
'
｢仲
哀
記
｣
に
記
す

｢国
之
大
敵
｣

の
例
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の

｢国
之
大
敵
｣
は
'
い
わ
ば
天
武

朝
に
お
け
る
大
敵
の
起
源
詩
的
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
'
現
実
に

行
な
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
大
敵
の
初
見
例
は
'
や
は
り
次
に
引
用
す
る

ご
と
-

｢
天
武
紀
｣
五
年
八
月
十
六
日
条
の
記
事
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
｡

四
方
に
大
解
除
せ
む
｡
用
ゐ
む
物
は
'
国
別
に
国
造
輸
せ
｡
敵
柱
は

馬

一
匹

･
布

一
骨
｡
以
外
は
郡
司
｡
各
刀

一
口

･
鹿
皮

一
張

･
鎮

一

口

･
刀
子

一
口
･
鎌

一
口

･
矢

一
具

･
稲

一
束
｡
且
戸
毎
に
'
麻

一

条
｡

こ
こ
に
見
ら
れ
る
級
柱
に
関
す
る
規
定
は
､
の
ち
の

｢神
祇
令
｣
大
赦

条

･
諸
国
条
の
規
定
を
祐
循
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
｢神
祇
令
｣
の
規
定

は
'
お
そ
ら
-
は
こ
の

｢
天
武
紀
｣
の
記
事
が
'

一
つ
の
規
範
と
し
て
定

着
し
た
様
態
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
戸
毎
に

麻

一
条
を
輸
せ
し
め
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
て
､
こ
の
こ
と
は
国
家
の
成

員
す
べ
て
が
'
新
た
な
国
家
原
理
に
即
す
る
か
た
ち
で
'
こ
の
大
赦
の
儀

礼
に
参
画
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

井
上
光
貞
氏
は
'
こ
の
大
敵
の
記
事
を
も
と
と
し
て
'
(
罪
)
と
は
国
家
全

体
を
覆
う

一
種
の
災
気
で
あ
る
と
さ
れ
'
そ
の
災
気
は
'
国
家
の
成
員
が

そ
の
末
端
に
い
た
る
ま
で
麻

一
条
を
輸
す
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
解
除

(注
一四)

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ

る

0

㌢
_P
に
石
母
田
正
氏

は
'
そ
こ
に
国
家
レ
ベ
ル
以
前
の
'
す
な
わ
ち
国
造
的
地
方
豪
族
層
の
支

配
す
る
共
同
体
に
お
け
る
ハ
ラ
へ
の
あ
り
か
た
の
原
型
を
見
定
め
て
お
ら

(睦
言
)

れ

る

｡
け
れ
ど
も
､
本
来

ハ
ラ
へ
と
は
'
先
述
し
た
ご
と
-
､
共
同
体
あ
る
い

は
国
家
の
成
員
す
べ
て
が
'
そ
の

(
罪
)
の
除
却
を
意
図
し
て
参
画
す
る

儀
礼
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
共
同
体
の
祭
政
秩
序
の
侵
犯
者
に
対
し
'

共
同
体
の
名
に
お
い
て
級
柱
を
科
せ
し
め
'
そ
の

(
罪
)
の
解
除
を
は
か

る
儀
礼
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
共
同
体
あ
る
い
は
国
家
の
成
員
す
べ
て
が

参
画
す
る
形
態
の
ハ
ラ
へ
は
'
律
令
国
家
体
制
と
い
-
新
た
な
政
治
制
度

の
中
で
'
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
っ
た
｡
｢孝
徳
紀
｣
二
年

三
月
詔
に
お
い
て
､
本
来
の
ハ
ラ
へ
が

｢愚
俗
｣
と
し
て
処
断
さ
れ
た
こ

と
も
､
そ
こ
に
中
央
集
権
の
国
家
原
理
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
が
含
ま
れ
て

い
た
が
た
め
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の

｢
天
武
紀
｣
の
記
事
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
､
国

造

･
郡
司
と
い
っ
た
地
方
家
族
層
が
'
こ
の
儀
礼
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ

て
い
る
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
い
わ
ば
の
ち
の

｢神
祇
令
｣
に
お

い
て
制
度
化
さ
れ
る
諸
国
の
大
敵
の
原
型
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を

窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
､
他
方
'
こ
の
大
敵
が
'
す
で
に
律
令
国

家
の
支
配
構
造
に
相
応
ず
る
儀
礼
と
し
て
実
修
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢
天
武
紀
｣
に
お
け
る
大
敵
の
記
事
は
'
他
に
十
年
七
月
三
十
日
粂
'

朱
鳥
元
年
七
月
三
日
条
に
存
在
し
て
い
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
'
天
皇
の

病
平
愈
を
目
的
と
す
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
､
こ
れ
ら
が
い
わ
ば

臨
時
の
大
政
で
あ
っ
て
'
天
武
朝
に
お
け
る
大
敵
は
'
い
ま
だ
定
時
化
さ

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

天
武
朝
は
'
あ
る
意
味
で
新
た
な
神
祇
祭
紀
体
制
の
確
立
が
'

一
段
と
お
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(注
〓
ハ)

し
す
す
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
｡
青
木
紀
元
氏
の
指

摘

さ

れ
た
ご
と
-

広
瀬

･
竜
田
の
神
は
'
従
来
の
氏
族
の
祖
神
と
は
異
な
る
新
た
な
性
格
を

有
す
る
神
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
神
の
祭
紀
が
毎
年
四
月

･
七
月
に
恒
例
化

さ
れ
る
の
は
､
こ
の
天
武
朝
に
お
い
て
で
あ

っ
た
｡
伊
勢
神
宮
が
'
皇
室

の
祖
先
神
と
し
て
国
家
察
配
の
中
心
的
位
置
を
与
え
ら
れ
た
の
も
天
武
軸

に
お
い
て
で
あ
り
､
他
方
'
朝
廷
の
幣
畠
が
地
方
諸
神
に
放
た
れ
た
こ
と

も
'
中
央
集
権
原
理
に
適
合
し
う
る
新
た
な
祭
配
体
制
の
確
立
が
こ
の
時

期
に
お
い
て
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
出
来
事
で
あ

っ
た
の
で

あ
る
｡
外
来
宗
教
た
る
仏
教
が
､
宮
廷
行
事
の
中
に
積
極
的
に
導
入
さ
れ

た
の
も
天
武
朝
に
お
い
て
で
あ
り
'
大
敵
も
ま
た
か
か
る

一
連
の
宗
教
政

策
に
応
ず
る
か
た
ち
で
､
新
た
な
国
家
儀
礼
と
し
て
再
編
の
手
が
加
､そ
ら

れ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
と
よ
り

ハ
ラ
へ
と
は
､
特
定
の
個
人
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
大
敵
は
国
家
の
成
員
す
べ
て
の
参
画
を
前
提
と

す
る
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
こ
に
ハ
ラ
へ
の
意
義
の
大
き
な
転
換
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
｡
本
来
､
共
同
体
の

(祭
式
V
t
あ
る
い
は
そ
の
祭
政
秩
序

の
侵
犯
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た

(
罪
)
が
､
そ
の
聖
件
の
冒
酒
で
あ

っ
た

が
ゆ
え
に

(
け
が
れ
)
と
重
ね
合
わ
さ
れ
､
そ
の
結
果
と
し
て
ハ
ラ
へ
と

ミ
ソ
ギ
の
近
接
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
'
い
わ
ば
国
家
の
儀
礼
と

し
て
の
大
政
の
登
場
と
無
視
し
え
ぬ
か
か
わ
-
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
｡五

天
武
朝
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
大
紋
は
､
天
武
朝
の
末
年
､
あ
る
い
は

持
続
朝
に
お
い
て
､
年
二
回
､
六
月

･
十
二
月
の
晦
日
に
実
修
さ
れ
る
儀

礼
と
し
て
定
時
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(『続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
十

二
月
三
十
日
条
に

｢廃
二
大
級
J｡
但
東
西
文
部
解
除
如
レ常
｣
と
あ
る
こ

と
か
ら
'
少
-
と
も
こ
の
段
階
で
大
敵
が
走
時
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
)｡

も
と
よ
り
'
か
か
る
大
紋

の
定
時
化
は
､
｢大
紋
詞
｣
の
成
立
と
も
不

可
分
の
か
か
わ
り
を
有
し
て
い
た
o
｢大
紋
詞
｣
の
成
立
に
つ
い
て
は
､
様

様
な
見
解
が
存
在
す
る
が
'
複
雑
な
構
造
の
分
析
を
通
じ
て
'
そ
の
成
立

､.･t
l))

過
程
を
解
き
明
か
さ
れ
た
青
木
紀
元
氏
の
所

論

に

着
目
す
べ
き
点
が
多

い
｡

青
木
氏
は
'
(
罪
)
と

(
け
が
れ
)
､

ハ
ラ
へ
と
ミ
ソ
ギ
の
差
異
を
明
確
に

主
張
さ
れ
る
立
場
か
ら
'
｢大
紋
詞
｣
の
核
心
部
分
､
す
な
わ
ち

《
級

へ

つ
物
が
､
川
か
ら
海

へ
流
れ
矢
は
れ
る
有
様
に
基
い
て
'
罪
が
川
1
海
1

根
の
国

･
底
の
国

へ
と
運
ば
れ
､
失
は
れ
る
と
描
-
》
部
分
は
､
本
来
の

ハ
ラ
へ
と
は
異
な
る
新
た
な
観
念
を
示
す
も
の
と
さ
れ
､
級
柱
に
託
さ
れ

た

(
罪
)
を
水
の
力
で
浄
化
す
る
と
す
る
こ
の
部
分
の
記
述
は
､
ミ
ソ
ギ

の
思
想
の
ハ
ラ
へ
へ
の
混
入
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
｡
青
木
氏

は

1
万
'
｢大
紋
詞
｣
の
詞
章
に
は
'
文
章
構
造
'
用
語

･
用
字
の
上
で

い
-
つ
か
の
断
層
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
'
か
か
る
点
か
ら
そ
の
成
立

が
天
武
朝
以
降
'
最
終
的
に
は
延
書
に
近
い
平
安
朝
に
い
た
る
段
階
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
｡
従
う
べ
き
見
解
と
い
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
青
木
氏
に
よ
っ
て
'
-
ソ
ギ
の
思
想
の
ハ
ラ
へ
へ
の
混
入

と
さ
れ
た
部
分
は
'
先
述
し
た
ご
と
-

｢大
赦
詞
｣
の
も

っ
と
も
核
心
的

部
分
で
あ

っ
た
｡

-
-
遣
る
罪
は
あ
ら
じ
と
級

へ
た
ま
ひ
清
め
た
ま
ふ
事
を
､
高
山

･

無
山
の
末
よ
り
､
さ
-
な
だ
リ
に
落
ち
た
ぎ
つ
速
川
の
瀬
に
坐
す
瀬

織
つ
ひ
め
と
い
ふ
神
､
大
海
の
原
に
持
ち
出
で
な
む
｡
か
-
拝
ち
出
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で
往
な
ば
'
荒
塩
の
塩
の
八
百
道
の
､
八
塩
道
の
塩
の
八
百
会
に
坐

す
連
関
つ
ひ
め
と
い
ふ
神
､
持
ち
か
か
春
み
て
む
｡
か
-
か
か
呑
み

て
は
､
気
吹
戸
に
坐
す
気
吹
戸
主
と
い
ふ
神
､
根
の
国

･
底
の
国
に

気
吹
き
放
ち
て
む
｡
か
-
気
吹
き
放
ち
て
は
､
根
の
国

･
底
の
国
に

坐
す
速
さ
す
ら
ひ
め
と
い
ふ
神
へ
持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て
む
｡

｢大
敵
詞
｣
は
'
い
わ
ば

(
罪
)
を

一
個
の
物
質
と
し
て
具
象
化
し
'

水
の
呪
力
に
よ
っ
て
､
そ
の
除
却
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

一
方
'
か
か
る
水
の
呪
力
は
'
セ
オ
リ
ツ
ヒ
メ

･
ハ
ヤ
ア
キ
ッ
ヒ
メ

･
イ

ブ
キ
ド
ヌ
シ

･
ハ
ヤ
サ
ス
ラ
ヒ
メ
と
い
っ
た
抽
象
神
に
よ
っ
て
そ
の
機
能

が
分
化
せ
し
め
ら
れ
'
級
柱
に
託
さ
れ
た

(
罪
)
は
､
こ
れ
ら
の
神
の
は

た
ら
き
に
よ
り
､
つ
い
に
根
の
国

･
底
の
国
と
い
う
他
界

へ
流
し
や
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡

(
罪
)
の
行
方
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
思
考
の
根
底
に
は
'
青
木
氏
の
指

摘
さ
れ
る
ご
と
-
'
た
し
か
に
-
ソ
ギ
の
観
念
が
投
影
さ
れ
て
い
た
｡
水

の
呪
力
に
よ
る

一
種
の
浄
化
が
は
か
ら
れ
る
以
上
'
ミ
ソ
ギ
の
観
念
の
介

在
は
否
定
す
べ
-
も
な
い
の
で
あ
る
｡

一
万
㌧
そ
こ
に
出
現
す
る
セ
オ
リ

ツ
ヒ
メ
以
下
の
神
々
の
機
能
が
､
ミ
ソ
ギ
の
起
源
講
に
登
場
す
る
マ
ガ
ツ

ヒ
ノ
神

･
ナ
ホ
ビ
ノ
神
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
'

そ
の
か
ぎ
り
で
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た

(
た
と
え
ば
､
本
居
宣

長
は

『古
事
記
伝
』
中
で
'
セ
オ
リ
ツ
ヒ
メ
を
マ
ガ
ツ
ヒ
ノ
神
の
別
称
と

し
て
い
る
｡
ま
た
ハ
ヤ
ア
キ
ッ
ヒ
メ
は
'
イ
ザ
ナ
キ

･
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
の

神
生
み
の
段
に

｢水
戸
神
｣
と
し
て
登
場
す
る

)｡
む
し
ろ
ア
ハ
キ
原
の

ミ
ソ
ギ
の
記
事
は
'
単
に
ミ
ソ
ギ
の
起
源
講
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
､

大
敵
そ
の
も
の
の
起
源
講
と
し
て
も
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
｡

と
こ
ろ
で
ア
ハ
キ
原
の
ミ
ソ
ギ
の
記
事
に
登
場
す
る
マ
ガ
ツ
ヒ
ノ
神
'

ナ
ホ
ビ
ノ
神
は
､
そ
の
神
名
の
中
に
抽
象
的
な
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
た
｡

こ
れ
ら
二
神
の
存
在
は
､
｢大
赦
詞
｣
に
お
け
る
セ
オ
リ
ツ
ヒ
メ
以
下
の
神

神
の
'
呪
力
の
機
能
の
抽
象
化
さ
れ
た
あ
り
か
た
と
軌
を

一
に
す
る
も
の

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
'
こ
れ
ら
の
神
々
の
存
在
は
'
神

概
念
の
も
っ
と
も
高
次
な
段
階
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
う
る

も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
体
'
神
概
念
の
あ
り
か
た
と
は
'
自
然

の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
神
と
感
得
す
る
自
然
神
'
神
の
存
在
の
中
に
人

間
的
な
も
の
の
現
わ
れ
を
見
出
す
人
格
神
を
経
て
'
か
か
る
抽
象
神

へ
と

進
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
マ
ガ
ツ
ヒ
メ
神

･
ナ
ホ
ビ
ノ
神
'
セ
オ
リ

ツ
ヒ
メ
以
下
の
神
々
は
､
か
か
る
抽
象
神
と
し
て
も

っ
と
も
高
次
の
発
達

(注
一八)

を
と
げ
た
神
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
津
田
左
右
吉
氏
の
指

摘

さ

れ

る
ご
と
-
'
こ
れ
ら
の
神
々
の

〈
新
ら
し
さ
〉
は
'
-
ソ
ギ
の
起
源
講
'

｢大
敵
詞
｣
の
成
立
の
後
代
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
｡
｢大
紋
詞
｣
に
お
い
て

(
罪
)
が
除
却
さ
れ
る
過
程
は
'
〈
人
に

擬
せ
ら
れ
た
神
の
力
の
は
た
ら
き
に
よ
る
》
の
で
あ
り
､
い
わ
ば
呪
術
の

宗
教
化
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
O
そ
し
て
か
か
る
抽
象
神
の
成
立

は
'
す
-
な
-
と
も

内
大
化
前
後
以
前
の
も
の
で
は
な
》
か
っ
た
の
で
あ

る
｡
事
実
'
大
敵
の
儀
礼
と
し
て
の
成
立
は
､
先
述
し
た
ご
と
-
天
武
朝

に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
｢大
紋
詞
｣
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
観
念
の
成
立
も

ま
た
'
こ
れ
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

大
敵
は
'
先
述
し
た
ご
と
-
'
中
央
集
権
の
国
家
原
理
に
見
合
う
べ
-

新
た
に
再
編
さ
れ
た
国
家
儀
礼
で
あ
っ
た
｡
大
敵
は
'
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
､

か
か
る
国
家
原
理
の
頂
点
に
立
つ
天
皇
の
た
め
の
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で

あ
る
｡
｢大
敵
詞
｣
が
､
天
孫
降
臨

の
叙
述
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
､
皇
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御
孫
に
よ
る
支
配
の
正
統
性
の
確
認
が
そ
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
事

実
は
～
(
罪
)
の
除
却
が
､
ほ
か
な
ら
ぬ
皇
御
孫
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
あ
か
し
だ
て
る
も
の
で
も
あ

っ
た
〇

一
万
'
大
紋
に
お
い
て
は
､
そ

の
当
日
､
｢大
敵
詞
｣
の
唱
え
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
､
東
西
文
部
に
よ
る

｢級
詞
｣
奏
上

の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
｡
こ
れ
は
､
天
皇
に
金
刀

(鉄
刀
)
二
口
'
禄
人
二
枚
を
献
じ
､
漢
語
に
よ
っ
て
呪
を
唱
え
る
も
の

で
あ

っ
た
が
､
そ
こ
に

｢禍
災
を
除
か
む
こ
と
を
請
ふ
｣
｢帝
酢
を
延
べ

む
こ
と
を
請
ふ
｣
と
あ
る
ご
と
-
'
禍
災
を
除
却
L
t
聖
寿
の
長
久
を
祈

念
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢大
敵
詞
｣
の
唱
え
が
中
止
さ
れ
た
場

合
に
あ

っ
て
も
､
東
西
文
部

の

｢
解
除
｣
は
常

の
ご
と
-
実
修
さ
れ
た

(先
掲

『続
日
本
紀
』
大
玉
二
年
十
二
月
三
十
日
粂
参
照
)
の
で
あ
り
､

こ
の
事
実
は
'
大
敵
の
主
た
る
目
的
が
何
で
あ

っ
た
の
か
を
明
瞭
に
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
｡

六

つ
ま
る
と
こ
ろ
大
敵
と
は
'
中
央
集
権
の
国
家
原
理
に
支
え
ら
れ
た
新

た
な
国
家
儀
礼
で
あ

っ
た
｡
(
罪
)
の
除
却
を
目
的
と
し
て
個
人
に
科
せ

ら
れ
た
ハ
ラ
へ
が
'国
家
の
成
員
す
べ
て
が
参
画
す
る
大
破
と
さ
れ
た
時
､

そ
れ
を
支
え
る
べ
き
理
念
と
し
て
の
国
家
原
理
が
そ
こ
に
導
入
さ
れ
た
の

で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
'
こ
う
し
た
事
実
は
､
(
罪
)
そ
の
も
の
の
意
味
を
転

換
せ
し
む
る
も
の
で
も
あ

っ
た
｡
共
同
体
の
祭
政
秩
序
の
侵
犯
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た

(
罪
)
が
､
病
や
災
禍
を
含
む
も
の
と
さ
れ
'
そ
こ
に
国
家

全
体
を
覆
､つ
災
気
と
し
て
の
意
味
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
'
あ
る
意
味

で
は

(
罪
)
と

(
け
が
れ
)
と
の
近
接
を
促
す
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ

る
｡
大
敵
は
､
か
か
る
国
家
全
体
を
覆
う
災
気
と
し
て
の

(
罪
)
の
除
却

で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
､
国
家
そ
の
も
の
の
存
立
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
'

国
家
原
理
の
頂
点
に
立
つ
天
皇
個
人
の
長
久
を
祈
念
す
る
た
め
の
も
の
で

む
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡
天
津
罪

･
国
津
罪
の
名
称
は
'
天
津
神

･
国
津

神
と
の
連
想
か
ら
'
記
紀
の
神
話
体
系
の
形
成
過
程
と
も
か
か
わ
る
も
の

で
あ

っ
た
が
､

一
万
､
こ
れ
ら
の
名
称

の
成
立
も
ま
た
'
(
罪
)
と

(
け

が
れ
)
の
近
接
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
大
敵
を
支
え
る

観
念
の
あ
り
か
た
は
､
い
わ
ば
呪
術
の
宗
教
化
と
も
い
い
う
る
段
階
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
が
'
｢大
紋
詞
｣
と
は
'
そ
の
意
味
に
お
い
て
'
か
か
る

宗
教
化
さ
れ
た
儀
礼
を
導
き
出
す

一
種
の
法
式
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡

(注

1
)
本
文
の
引
用
は
､
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
o

l
部
私
意
に

よ
り
表
記
を
改
め
た
｡

(注
二
)
本
文
の
引
用
は
､
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
よ
る
｡

(注
三
)
本
文
の
引
用
は
'
新
撰
日
本
古
典
文
庫
本
に
よ
る
｡

(注
四
)
本
文
の
引
用
は
'
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
｡

(注
五
)
金
子
武
雄

｢天
津
罪
国
津
罪
考
｣
(『国
語
と
国
文
学
)
昭
和
25
年

8
月
)

(注
六
)
青
木
紀
元

｢罪
の
敵
へ
｣
(『神
道
宗
教
』
昭
和
54
年
7
月
)

(注
七
)
金
子
武
雄

『上
代
の
呪
的
信
仰
』

(注
八
)

F皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
に
お
い
て
は
'
災
禍
に
か
か
わ
る

(罪
)

に
つ
い
て
は
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡

(注
九
)
石
母
田
正

｢古
代
法
の
成
立
に
つ
い
て
｣
(『歴
史
学
研
究
』
昭
和

40年
)

(注
一〇
)
折
口
信
夫

｢道
徳
の
発
生
｣
(『折
口
信
夫
全
集
』
第
15
巻
所
収
)
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(清
二
)
日
本
古
典
文
学
大
系

『
日
本
書
紀
』
補
注

(注
三
)
西
郷
信
綱

『古
事
記
注
釈
』

(注
三
)
こ
の
ほ
か

｢崇
神
紀
｣
十
二
年
三
月

一
日
条
に
は

｢疫
病
多
に
起

い
て
'
百
姓
災
を
蒙
る
｡
然
る
を
今
罪
を
解

へ
､
過
を
改
め
て
'

敦
-
神
祈
を
礼
ふ
｣
と
い
う
用
例
が
存
在
す
る
｡

(注
1E
)
井
上
光
貞

｢古
典
に
お
け
る
罪
と
制
裁
｣
(『
日
本
古
代
国
家
の
研

究
』
所
収
)

(注
一五
)
石
母
田
前
掲
論
文

(注
宗
)
青
木
紀
元

｢天
武
朝
に
お
け
る
神
祈
祭
紀
｣
(『
日
本
神
話
の
基
礎

的
研
究
』
所
収
)

(注
1七
)
青
木
紀
元

｢大
蔵
詞
の
構
造
と
成
立
過
程
｣
(｢
芸
林
｣
昭
和
38
年

12
月
)

(注
1人
)
津
田
左
右
吉

｢上
代
日
本
人
の
道
徳
生
活
｣
(F
日
本
上
代
史
の
研

究
』
所
収
)

(本
学
教
官
)
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