
天
皇
の
代
替
わ
り
と
政
教
分
離

在

同

紀

勝

{
川
問
際
基
督
教
火
山
…
十
}

の
代
替
わ
り
と
政
教
分
離
と
い
う
観
点
か
ら
、
最
近
の
出
来
楽
を
検
一
詩
ず
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
出

来
る
だ
け
偽
の
も
の
を
削
っ
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

題

提

時
引
リ

$
r
t
 

)
 

1
 

(
 

憲
法
と
皇
室
の
関
係

最
初
に

4
つ
あ
り
ま
す
。

の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
ら
え
る
か
に
つ
い
て
、
学
誌
を
繋
壊
し
て
み
ま
す
と
、

一
つ
同
誌
、
白
論
議
を
憲
法
の
平
等
原
則
の
例
外
と
し
て
位
諜
づ
け
る
も
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
で
辻
、

の
よ
う
に
扱
お

う
と
、
も
は
や
憲
法
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
政
府
と
い
え
ど
も
そ
こ
ま
で
広
く
泉
護
を
憲
法
の
例
外
に
位
置
づ
け
て
い
ま
せ
ん
。

二
つ
自
は
、
引
き
算
論
と
で
も
い
え
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
皇
室
典
範
の
規
室
を
ど
の
よ
う
に
提
ら
る
か
と
い
う
と

き
、
旧
皇
室
一
典
範
と
現
殺
の
憲
法
と
の
簡
で
矛
殺
す
る
よ
う
な
も
の
、

そ
う
い
う
も
の
を
悶
皇
室
典
範
の
規
窓
か
ら
挺
除
し
た
、

の
結
巣
出
来
た
も
の
と
し
て
、
現
疫
の
皇
家
典
範
を
捉
え
る
。
こ
の
考
え
・
万
は
、

た
し
か
に
歴
史
的
な
あ
る
機
面
を
指
擁
し
て
い
る

で
は
、
議
切
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
皇
室
典
範
に
慕
本
的
に
合
意
の
推
定
会
与
え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
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ま
す
と
、

は
た
し
て
、
そ
う
い
う
よ
う
に
臭
{
祭
典
範
そ
捉
え
る
こ
と
が
出
米
る
か
ど
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
に
謎
え
る
な
ら
、
引
き

官
持
論
は
、
議
室
典
範
に

轄
の
正
当
化
の
論
拠
を
提
供
す
る
よ
う
に
窓
わ
れ
ま
す
。

つ
呂
は
、

バ
ラ
ン
ス
論
と
で
も
い
え
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
政
府
が
か
ね
が
ね
主
張
し
て
い
る
も
の
で
す
。
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
い
ま
す
と
、
種
法
と
皇
室
の
伝
統
、
そ
め
両
方
を
尊
議
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
両
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
両
者

の
課
和
す
る
点
を
求
め
ま
す
か
ら
、
両
方
を
は
か
り
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
政
府
は
、
な
に
と
な

に
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
て
い
る
か
と
い
い
ま
寸
と

日
本
国
憲
法
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う

方
に
は

の
綜
統
、
そ

方
に
は

し
て
侶
尚
一
一
一
室
典
範
や
鷲
極
令
等
す
で
に
廃
ふ
ん
さ
れ
た
問
自
思
議
令
と
い
わ
れ
る
法
が
全
部
慣
習
法
と
い
う
名
に
お
い
て
登
場
し
て
ま
い

り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
が
最
高
誌
規
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
廃
止
さ
れ
た
法
令
が
慣
習
法
と
い
う
名
に

お
い
て
生
き
て
働
い
て
い
る
様
子
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
に
バ
ラ
ン
ス
論
の
一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ぞ
れ
か
ら
、

ラ
ン
ス
論
に
よ
り
ま
す
と
、
結
局
、
ど
こ
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
と
い
う
慕
準
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

そ
の
時
々
の
政
治
状
況
に
よ

っ
て
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
い
く
ら
で
も
変
化
す
る
と
い
う
却
な
開
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

バ
ラ
ン
ス
論
は
き
わ
め
て

政
治
的
な
解
釈
論
で
あ
る
と
思
い
ま
す

G

四
番
目
対
に
、

日
本
間
憲
法
の
観
点
か
ら
潜
在
の
泉
室
と
そ
の
伝
統
あ
る
い
は
今
の
皇
室
典
範
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
み
て
い
く
と

天2塾の代符わりと政教分需産

い
う
観
点
、
こ
れ
は
成
り
立
つ
と
思
い
ま
寸
。
そ
う
い
う
議
味
で
、
私
は
四
番
目
の
立
場
か
ら
天
皇
の
代
替
わ
り
と
政
教
分
離
を
考

え
て
み
ま
し
た
。

(2) 

代
管
わ
り
の
蹴
範
囲

代
努
わ
り
と
い
い
ま
す
と

い
っ
た
い
代
替
わ
り
の
範
舗
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、 ノf
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代
詩
わ
り
に
は
時
間
の
続
過
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
第

段
階
、
第
ニ
段
階
と
い
う
ふ
う
に
二
つ
に
わ
け
で
み
・
ま
し
た
。

第
一
段
階
で
は
、

旧
天
皇
が
苑
に
ま
す
と
、

ぞ
れ
か
ら
も
う

つ
は
回
天
皇

た
だ
ち
に
、
新
天
皇
が
誕
生
す
る
と
い
う
局
留
と
、

の
葬
議
と
い
う
苅
甑
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

間
天
白
臓
の
死
亡
の
直
後
に
世
代
交
替
が
あ
り
ま
し
て
、

一
方
で
新
し
い

生
し
、
他
方
で
氾
天
皇
駄
の
葬
儀
が
狩
わ
れ
る
の
で
す
。

つ
の
出
向
米
事
が
時
閣
を
悼
慨
し
て
生
じ
る
の
で
す
。

段
黙
で
は
、
も
う

市
天
皇
と
は
関
係
が
な
く
な
り
、
新
天
患
の
館
伎
の
札
と
大
様
然
が
開
闘
に
な
り
ま
す
。

2 

代
替
わ
り
の
第

段
措

}
 

1
 

(
 

齢
制
天
皇
の
誕
生

そ
れ
で
内
容
に
つ
い
て
少
し
先
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
北
替
わ
り
の
第
一
段
階
の
新
天
泉
の
誕
生
に
か
ん
し
て
、
先
例
と
な

る
も
の
は
、
あ
ま
り
お
い
も
の
℃
は
な
く
て
、
大
正
天
皇
と
格
和
天
出
燃
の
場
合
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

出
患
山
祭
典
範
と
登
極
令

に
基
づ
く
結
成
詐
と
い
う
儀
式
を
経
て
新
天
皇
が
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
夫
阜
の
と
き
か
ら
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
中
身

は
、
賢
掃
の
畿
、
皇
議
難
神
殿
に
奉
告
の
儀
、
剣
耐
強
渡
御
の
議
、
銭
詐
後
朝
廷
の
犠
で
す
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
儀
式
だ
平
成
天
白
紙

の
場
合
に
ど
う
な
っ
た
か
を
兇
て
み
ま
す
。
(
な
お
、
平
成
天
皇
と
い
う
言
葉
は
、
慣
習
的
に
は
、
今
の
天
皇
が
死
ん
だ
と
き
に
贈

ら
れ
る
名
前
で
す
か
ら
、
正
確
に
は
平
成
天
患
と
い
う
一
言
葉
を
使
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
と
い
う
え
号
が

す
で
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
え
て
樹
人
的
な
意
見
で
す
が
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

明
治
と
い
う
元

日
マ
が
使
わ
れ
て
、

明
治
天
良
識
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
大
正
a

昭
和
と
い
う
一
元
号
が
使
わ
れ
て
、
大
正
天
皇
・
昭
和
天
泉
と
い
う
一
吉
田

葉
、
も
生
ま
れ
た
か
ら
で
す
。
)
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さ
て
、
平
成
天
畿
の
誕
生
の
場
合
に
、

沼
白
正
案
典
範
や
登
極
令
に
恭
づ
い
た
諸
儀
式
は
徴
妙
に
変
化
し
て
い

ず
な
わ
ち
、

一
平
成
天
皇
の
部
位
に
か
ん
し
て

一
連
の
犠
式
が
先
憐
に
な
ら
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
賢
一
昨
の
儀
、
自
国
一
議
殿
神
殿
に
奉

告
の
犠
は
皇
獲
の
儀
式
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
剣
欝
渡
御
の
畿
は
鶴
欝
等
承
継
の
議
と
い
い
か
え
ら
れ
、
践
併
後
朝
見
の
儀
は
即
位
後

朝
見
の
犠
と
い
い
か
え
ら
れ
、

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
儀
式
は
国
事
行
為
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、

あ
る
人
は
、
例
え
ば
剣

議
等
承
継
の
儀
の
剣
璽
の
中
身
は
神
話
で
あ
る
か
ら
、
制
約
額
等
承
継
の
畿
は
設
教
分
離
に
反
す
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
、

そ
れ
を
政
教
分
離
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
ど
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
政
教
分
離
の
問
問
題
と
し
て
注
目
し

た
い
の
は
、
平
成
天
皇
の
場
合
、
制
掛
議
等
承
織
の
議
、
陪
枕
後
輯
見
の
犠
の

つ
だ
け
母
国
事
行
為
に
し
た
こ
と
で
す
。
考
え
て
み

ま
す
と
、
新
天
皇
の
誕
生
に
か
か
わ
っ
て
、
自
思
議
神
道

く
部
枕
の
一
連
の
儀
式
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
政
府

;ま

一
連
の
そ
う
い
う
儀
式
の
中
か
ら
、
料
開
塑
等
承
継
の
議
や
即
位
後
朝
見
の
犠
だ
け
を
、
あ
る
窓
味
で
ど
ッ
ク
‘
ア
ッ
プ
し
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
そ
ん
。

ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た

一
つ
の
議
式
に
は
、
表
面
上
宗
教
牲
は
あ
り
ま
せ
ん
の
そ
う
し
ま
す
と
、

皇
室
神
道
の
宗
教
的
儀
式
全
体
の
中
か
ら
、
非
宗
教
的
な
あ
る
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
崩
事
行
為
に
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
誌
ん

と
う
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
関
閣
が
出
て
き
ま
す
。

ヲミ奈の代努わワと政教分韓基

(2) 

回
天
農
の
盤
解
儀

の
葬
儀
を
考
え
ま
す
と
き
に
、
葬
儀
に
は
宗
教
性
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
辻
ど
う
い

ロU

う
所
が
間
同
組
問
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

mw
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
名
誉
市
民
な
ど
の
公
葬
と
出

の
葬
儀
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
す
。
ミ
れ
が
可
能
で
は
な
い
か
と
い

う
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
名
誉
市
民
の
場
合
、
こ
れ
は
紅
会
的
な
形
で
す
で
に
い
く
つ
も
例
が
あ
り
、

ぞ
れ
が
ど
の
程
度
の
焼
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模
の
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
桑
知
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
出
天
皇
の
場
合
の
国
葬
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
般
市
民

の
隈
で
の
通
過
機
械
礼
の
問
問
題
で
は
な
く
て
、

君
主
の
葬
犠
の
慣
行
の
関
越
に
な
り
ま
す
。
そ
フ
い
う
窓
味
で
、

ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
発
想

誌
、
か
な
り
次
元
の
違
う
も
の
を
同
じ
次
元
に
お
こ
う
と
す
る
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
つ
話
に
、
鑓
人
の
信
教
の
自
由
で
国
務
を
正
当
化
出
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
舗
が
あ
り
ま
す
。
偶
人
が
あ
る
特
定
の
宗
教
を

も
っ
て
い
て
、

そ
の
宗
教
を
尊
重
し
て
、
葬
犠
が
公
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
注
意
し
た
い
こ
と
辻
、
名
誉

市
誌
の
宗
教
に
し
た
が
っ
た
葬
犠
を
全
面
的
に
支
捜
す
る
地
方
自
治
体
の
例
が
あ
る
一
方
で
、

そ
う
で
な
い
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
先
例
で
い
い
ま
す
と
、
吉
田
山
茂
と
佐
藤
栄
作
の
葬
儀
の
場
合
に
、

政
府
は
、

そ
れ
ぞ
れ
無
家
教
方
式
を
と
り
ま
し
た
。

り
、
偉
人
の
…
信
仰
に
し
た
が
っ
て
独
自
に
宗
教
性
を
も
っ
た
こ
と
を
し
た
け
れ
ば
、

ぞ
れ
を
遺
朕
が
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
通
過
犠

札
と
し
て
の
葬
犠
は
、

そ
う
し
た
仕
方
で
十
分
宗
教
的
に
実
行
出
来
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
通
過
議
礼
と
し
て
の
葬
儀
と

は
別
椴
に
、
公
務
や
国
葬
は
無
宗
教
万
式
で
可
能
な
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
個
人
の
鵠
教
の
自
由
を
楯
に
と
っ
て
公
葬
や
国
葬

か
ら
宗
教
性
会
抜
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
通
過
議
札
と
し
て
の
葬
儀
の
独
自
性
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で

参
し
ょ
、
7
0

い
い
か
え
れ
ば
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
と
公
葬
・
国
葬
を
肢
別
し
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

三
つ
ね
の
問
題
と
し
て
、
昭
和
天
患
の
葬
儀
の
場
合
、
宮
内
庁
職
員
が
実
際
上
大
変
な
お
膳
立
て
を
し
て
お
り
ま
す
。
泉
築
神
道

に
幕
づ
く
通
過
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
ど
け
で
な
く
、
皇
室
神
道
の
宗
教
牲
を
帯
び
た
国
務
会
般
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
よ
う
に
晃
、
ぇ

ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
に
、
皇
室
神
道
と
留
家
と
の
問
問
に
過
度
の
か
か
わ
り
が
生
と
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
間
離
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

公
費
支
出
の
問
題
も
あ
る
と
患
い

告
具
体
的
に
昭
和
天
皇
の
葬
儀
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と

の
法
統
に
基
づ
い
た
葬
犠
に
は
、
前
鳩
山
治
、
喪
場
殿
、
陵
、
こ
う
い

三
一
一
つ
の
山
場
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

つ
の
山
場
は
、
約
六
十
ほ
ど
の
皇
室
神
遂
に
よ
る
葬
儀
の
犠
式
の
中
に
位
選
づ
け
ら
れ
て
い
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ま
す
。
と
こ
ろ
で
、

現
在
皇
家
典
範
二
十
政
粂
で
は
、

天
皇
が
死
ん
だ
場
合
に
は
、
大
喪
の
礼
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
寸
。
そ

〕
で
政
府
は

の
う
や
り
、
あ
る
部
分
を
取
り
出
し
て
き
て
展
事
行
為
と
し
、

全
体
で
六
十
ほ
ど
の
皇
室
神
道
に
よ
る
葬
儀
の

の
ほ
か
の
宗
教
的
行
為
全
般
に
援
助
す
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
こ
と
は
政
教
分
離
上
関
腿
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

務
官
、
喪
場
殿
、
陵
に
即
し
て
み
て
み
ま
す
と
、
磁
明
{
お
も
喪
場
殿
も
こ
れ
は
向
議
室
典
範
土
法
的
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。
陵
だ
け
が

皇
室
典
範
二
十
七
条
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
政
府
は
、
務
官
も
喪
場
殿
も
国
費
令
つ
く
り
ま
し
た
。

い
っ
た
い
、
特
定
の
宗
教
的

な
葬
儀
の
総
設
を
、

は
た
し
て
国
費
で
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

陵
に
か
ん
し
て
中
し
ま
す
と
、
あ
る
入
は

こ
れ
は
合
意
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
が
、
私
は
納
得
が
い
き
ま
せ

ん
。
そ
の
学
説
は
、
人
口
憲
の
理
由
と
し
て
、
陵
は
遺
体
を
坦
務
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
と
い
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
遺
体
を
埋
葬
す
る

と
い
え
ば
、

な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
託
が
す
る
の
は
、
私
た
や
り
の
通
常
の
纂
の
イ
メ

i
ジ
と
綾
を
認
じ
も
の
の
よ
う
に
重
ね
て
捉
え

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
通
常
の
築
と
綾
と
で
は
、

お
よ
そ
桁
が
違
い
ま
す
。
樹
、
え
ば
、
首
都
末
か
ら
開
明
治
維
新
に
か
け
て
、

動
向
時
一
流
は
、
械
を
王
者
の
し
る
し
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
竣
は
一
般
市
民
の
遺
体
安
埋
葬
す
る
墓
と
は
議

い
ま
す
か
ら
、

そ
れ
に
は
国
民
主
権
と
抵
触
し
て
く
る
而
が
あ
り
ま
す
。

A

，M
の
報
告
で
は
、
国
民
主
権
に
な
ち
入
ら
な
い
で
、

教
分
離
に
重
点
を
お
い
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
か
か
わ
り
で
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
内
主
主
神
港
め
が
J

え
で
は
陵
に
は
視
先
の
神
が
宿
つ

天裂の代替わりと正文豪支分費量

て
い
ま
す
。
綾
で
何
年
毎
に
と
い
う
祭
蛇
を
し
な
が
ら
、

や
が
て
い
臼
年
毎
に
繰
り
.
返
す
と
い
う
ふ
う
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、

の
祭
認
は
永
遠
に
続
き
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、

そ
れ
は
祖
先
崇
持
と
い
う
蹴
側
面
を
も
っ
た
宗
教
施
設
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
管
理
の
実
態
を
兇
て
み
ま
す
と
、
綾
は
宮
内
庁
の
管
轄
に
な
っ
て
い
て
、
決
し
て
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
文
化

庁
の
管
理
の
下
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
管
理
の
実
態
は
ま
さ
に
聖
な
る
も
の
を
詑
る
そ
う
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え

に
、
韓
に
は
同
国
民
主
犠
と
政
教
分
離
の
上
で
開
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ政ゅぞ
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わ
り
の
第
二
段
措
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即
伎
の
札

第
二
段
階
は
、
先
ほ
ど
ゆ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
新
天
皇
の
即
位
の
札
に
か
か
わ
り
ま
す
。
こ
こ
で
議
論
に
な
り
ま
す
も
の
は
、

位
の
礼
と
大
俊
樹
祭
で
す
。
事
柄
を
わ
け
て
検
討
し
て
み
た
い
と
患
い
ま
す
。

却
設
の
礼
も
ま
た

速
の
皇
室
神
道
の
議
式
で
す
。
先
例
で
は
、

ぞ
れ
は
、

即
位
礼
と
も
呼
ば
れ
、
京
都
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
さ

開
設
札
の
当
日
行
わ
れ
る
議
式
を
見
て
み
・
ま
し
ょ
う
。

戦
前
の
政
府
の
資
料
を
見
ま
す
と
、
午
前
中
に
春
輿
殿
に
お
い
て
賢
所
大
前
の
議
が
あ
り
ま
す
ο

こ
こ
か
ら
す
べ
て
の
儀
式
が
給

て
‘
そ
の

遠
の
犠
式
の
中
で
、

ま
り
ま
す
。

天
皇
は
二
千
入
試
ど
の
群
臣
を
引
き
連
れ
て
賢
所
の
前
で
位
に
つ
い
た
こ
と
を
神
に
奉
告
し
ま
す
む
そ
し
て
人
々
が
天

皇
の
拝
礼
に
合
せ
て
神
に
拝
礼
し
ま
す
。
午
後
、
左
鶴
間
り
に
あ
り
ま
す
紫
寝
鍛
で
即
投
礼
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
午
前
中
の
儀

式
と
対
象
的
に
、
宗
教
教
は
強
調
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
午
後
の
即
控
札
だ
け
兇
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
希
主
が
位
に
つ

い
た
こ
と
を
笈
詰
す
る
場
面
で
す
。
外
観
と
し
て
は
、
午
前
中
の
賢
所
大
前
の
議
の
宗
教
性
と
切
り
離
さ
れ
て
い
ま
す

G

し
か
し
、

み
る
人
は
、
大
正
夫
患
や
昭
和
天
皇
が
即
校
式
で
登
り
ま
し
た
高
揚
感
、

そ
れ
か

の
蒙
る
御
接
台
、
こ
う
い
う
も
の
は
神
話

に
基
づ
い
て
い
る
、

そ
の
つ
く
り
が
宗
教
笠
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
忍
は
、

そ
う
い
う
根
拠
付
け
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
と

怠
い
ま
す
け
れ
ど
、
宗
教
性
を
あ
ま
り
強
調
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
に
、
現
行
の
皇
室
典
範
ご
十
四
条
が
即
設
の
礼
を
定
め
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
に
郎
し
て
考
、
え
て
み
ま
す
。

十
鶏

粂
は
簡
単
な
規
定
で
あ
っ
て
、

部
設
の
礼
の
実
施
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
を
、
解
釈
者
に
広
く
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
い
わ
ぢ
る
を
え
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ま
性
ん
。
そ
こ
で
は

の
観
点
か
ら
、

際
伎
の
礼
の
具
体
化
が
考
案
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、
宮
内
庁
は
そ
う
い
た
し
ま

せ
ん
。宮

内
庁
の
解
釈
で
は
、

時
詮
の
札
は
、
約
一
一
一
十
ほ
ど
の
大
礼
簡
保
諸
犠
式
に
よ
っ
て
呉
体
化
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
約
一

の
議
式
は
、
議
案
典
範
や
登
極
令
ぬ
掠
れ
に
沿
っ
て
い

す
を
わ
ち
、
こ
の
約
一
二
十
の
議
式
も
、
泉
室
神
道
の
儀
式
に
よ
っ
て

プ
ロ
グ
ラ
ム
花
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

政
府
は
、

即
伎
の
礼
に
か
ん
す
る
も
の
と
し
て
、

部
設
羽
化
正
躍
の
様
、
祝
駕
解
剖
均
の

儀
、
饗
宴
の
犠
の
一
一
一
つ
だ
け
を
取
り
出
し
て
、

そ
れ
ら
を
冨
事
行
為
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
す
で
に
新
天
皇
の

の
場
合
、

そ
れ
か
ら
間
天
皇
の
葬
犠
の
場
合
に
も
述
べ
た
こ
と
で
す
が
、

一
連
の
南
部
護
神
道
の
大
礼
閥
関
係
諸
幾
式
と
い
う
中
に

お
い
て
、
あ
る
も
の
だ
け
を

つ
だ
け
を
取
り
上
げ

全
体
の
流
れ
か
ら
切
り
離
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と

つ
ま
り
一

式
全
体
が
皇
家
神
道
に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、

そ
の
や
め
議
要
な
部
分
を
政
府
が
盟
事
行
為
と
し
た
場
合
、

皇
室
神
道
全
体
へ
の
援
助
や
助
長
が
起
き
な
い
の
か
ど
う
か
。
こ
う
し
て
み
ま
す
と
、
今
ま
で
指
摘
し
ま
し
た
と
こ
ろ
と
附
じ
問
問
題

点
が
見
え
て
き
ま
す
。

手
成
天
患
の
場
合
を
兇
ま
し
ょ
う
。
当
日
午
前
中
に
賢
所
大
窮
め
儀
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
午
後
に
即
位
礼
正
般
の
畿
が
{
呂
敷
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
午
頭
市
?
の
賢
一
所
大
前
の
儀
に
、
肉
親
総
理
大
臣
を
は
じ
め
と
し
て
、
ふ
口
削
殺
高
官
が
出
席
し
ま
し
た

天皇の代務わりと波数分離

か
ら
、
戦
前
と
間
関
じ
こ
と
が
お
き
ま
し
た

Q

出
席
は
、
特
定
話
教
の
活
動
を
援
助
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ

政
教
分
離
を
俊
容
し

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、
宮
内
庁
職
員
が
、
政
府
が
国
事
行
為
に
し
た
三
つ
だ
け
で
な
く
、
火
花
関
係
諸
儀
式
全
体
を
お
膳
立
て
し
て
い
ま
す

か
ら

}
れ
ま
た
、
政
教
分
離
の
論
点
が
出
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
即
位
の
礼
全
体
に
か
か
わ
る
政
教
分
離
の
大
き
な
論
点
は
、

の
一
連
の
儀
式
の
山
中
か
ら
三
つ
だ
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け
を
国
事
行
為
に
す
る
問
題
、
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
高
位
高
官
が
賢
所
大
前
の
儀
に
参
列
す
る
問
題
、

そ
れ
か
ら
宮
内
庁
職
員

が
皇
室
神
道
の
宗
教
活
動
全
体
を
お
膳
立
て
す
る
問
題
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

(2) 

嘗

祭

大

大
嘗
祭
は
、

旧
皇
室
典
範
と
登
極
令
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
実
態
を
一
調
べ
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
参
考
に
な
る
と
忠

い
ま
す
。
た
だ
時
聞
の
関
係
上
端
折
っ
て
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
を
お
許
し
下
さ
い
。

①
大
正
天
皇
、
昭
和
天
皇
の
場
合
で
も
、
大
嘗
祭
は
、
斎
田
卜
定
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
亀
の
甲
ら
を
焼
い
て
占
っ
て

悠
紀
の
地
方
、
主
基
の
地
方
を
定
め
ま
す
。
こ
の
上
口
い
は
、
掌
典
長
が
行
い
ま
す
。
掌
典
長
は
、
神
々
に
適
切
な
場
所
を
選
ん
で
ほ

し
い
と
い
う
祈
り
を
も
っ
て
実
行
し
ま
す
。
神
官
の
か
か
わ
り
は
、

そ
の
レ
ベ
ル
ま
で
で
す
が
、
具
体
的
に
こ
れ
か
ら
あ
と
悠
紀
の

地
方
、
主
基
の
地
方
の
ど
こ
の
田
圃
を
選
定
す
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
戦
前
で
す
と
、
宮
内
大
臣
が
当
該
知
事
に
選
定
を
命
じ

ま
し
た
。
そ
こ
で
知
事
は
、
具
体
的
に
田
圃
を
選
定
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
両
方
の
田
圃
で
出
来
た
米
を
も
と
に
し
て
悠
紀
殿
、
主

基
殿
す
な
わ
ち
大
嘗
宮
で
、

天
皇
が
祭
儀
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
米
は
、
具
体
的
に
は
、
食
べ
る
米
、

飲
む
酒
と
し
て
使
わ
れ
ま

す。
悠
紀
殿
、
主
基
殿
の
秘
儀
は
、
ま
さ
に
皇
室
神
道
の
中
心
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
悠
紀
殿
と
主
基
殿
で
同
じ
こ
と
が
繰
り
返

さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
は
夕
方
と
真
夜
中
の
相
違
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
悠
紀
殿
に
絞
っ
て
お
話
し
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
大
嘗
祭
は

一
般
に
、
農
耕
の
収
穫
祭
に
起
源
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
有
力
説
は
、

天
皇
が
悠
紀
殿

と
い
う
建
物
の
中
に
設
け
ら
れ
た
場
所
で
、
食
べ
物
を
神
と
共
に
食
べ
た
あ
と
で
、

ベ
ッ
ド
に
寝
る

そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
霊
を
受

け
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
戦
前
の
政
府
の
説
明
で
は
、
大
嘗
祭
の
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
側
面
に
力
点
が
あ
り
ま
し
て
、

天
皇
が
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天
山
阿
部
霊
合
受
け
る
、
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
う
か
が
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
現
代
の
陪
謡
に
移
り
ま
す
。
現
行
の
皇
室
典
範
に
は
大
嘗
祭
の
器
拠
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
現
骨
伐
の
泉

葉
興
範
の
制
蓮
過
緯
で
、
隊
法
案
に
は
大
嘗
祭
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
ど
う
し
た
の
か
と
い
う
鷲
誌
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対

は
、
そ
れ
は

思
思
と
か
宗
教
と
か
に
か
か
わ
ら
な
い
の
だ
と
筈
弁
し
ま
し
た
c

そ
し
て
、
今
後

の
私
的
な
議
式
と
し
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
答
弁
は
、
今
日
の

し
て
金
森
関
務
大
臣
は
、
国
と
い
う
も
の
は
、

い
い
ま
?
と

臣
家
の
非
宗
教
性
の
主
張
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
後
政
府
は
、
ず
っ
と
、
こ
の
考
、
ぇ
方
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
天
白
燃
の
大
議
祭
の
検
討
の
た
め
に
即
位
札
準
備
委
員
会
が
発
足
し
ま
し
た
。
そ
し
て
関
委
員
会
は
、
政
府
見
解
を
発
表
し
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
大
嘗
祭
は
、

や
は
り
農
耕
の
収
機
祭
に
起
源
が
あ
る
と
捉
、
え
ま
し
て
、

天
皇
が
天
撚
大
神
と
天
神
地

紙
に
同
家
の
安
寧
と
五
穀
盟
援
会
感
謝
し
、
ま
た
そ
れ
を
祈
る
宗
教
犠
式
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
政
府
見
解
は
、
文
面
上
で

は
皇
被
と
だ
け
い
っ
て
い
て
、

天
照
大
神
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
、
皇
視
と
は
、
光
照
大
神
を
さ
す
と
理
解
し
て

い
ま
す
の

と
こ
ろ
で
、
政
府
は
、
大
嘗
祭
の
宗
教
性
を
認
識
し
て
い
ま
す
が
、
ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
議
祭
に
か
か
わ
る
の
は
、
ぞ
れ

が
皇
佼
継
承
に
と
も
な
う
皇
室
の
議
式
で
あ
っ
て
、
憲
法
が
世
襲
射
を
定
め
て
い
る
の
で
、
震
一
大
な
関
心
を
も
ち
、

そ
の

ヲミ皇の代替わりと政教分緩

法
う
方
途
を
講
ず
る
か
ら
で
あ
る
と
い
い
・
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
要
す
る
に
、
政
時
の
理
解
で
は
、

}

吋

ノ

4
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大
議
祭
に
は

が
行
う
か
ら
、

宗
教
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
も
う

や
り
、
手
助
け
す
る
。
こ
う
し
て
、
私
は
、
政
府
見
解
に
は
要
点
が

つ
に
は
、
憲
法
が
佼
襲
艇
を
定
め
て
い
て

政
府
は
重
大
な
関
心
を
も

つ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
実
際
の
例
に
即
し
て
、
こ

の
見
解
合
も
っ
と
考
、
え
て
み
た
い
と
患
い
ま
す
。

大
嘗
舵
恨
の
た
め
に
、
今
国
も
斎
田
ト
主
が
行
わ
れ
、
・
占
い
の
た
め
に
晶
憾
の
甲
ら
を
使
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

:主教法lO'~J 行事告1)8骨



保
護
勤
務
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
お
い
の
結
果
、
秋
田
県
と
大
分
県
が
選
立
れ
ま
し

た
。
関
係
の
知
事
が
動
い
た
そ
う
明
、
す
が
、
ま
だ
そ
の
内
容
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
先
例
に
よ
れ
ば
、
知
事
は
、
模
範
的
地
方
の

模
範
的
農
家
を
選
び
、
斎
関
を
決
定
し
ま
す
。
今
国
は
、

ど
こ
の
国
磁
慨
が
選
ば
れ
た
の
か
は
、
度
前
に
な
ら
な
い
と
公
に
な
ら
な
い

だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
通
り
で
し
た
。
も
し
知
事
が
、
大
儀
祭
の
事
務
に
協
力
い
た
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
地

方
自
治
法
一
一
回
ニ
条
に
基
づ
い
て
、
連
法
も
し
く
は
不
当
な
公
金
の
支
出
と
い
う
問
題
が
起
き
ま
す
。
枝
氏
訴
訟
の
可
能
性
が
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。

争
怒
紀
毅
に
お
け
る
天
皇
の
宗
教
的
な
秘
犠
を
政
府
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
少
し
検
討
し
て
み
ま
す
。
先
ほ
ど
政
府
見

解
で
見
ま
し
た
よ
う
に
、
政
府
は
、
大
嘗
祭
は
天
皇
が
神
に
な
る
儀
式
で
あ
る
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
ぞ
う
℃
は
な
く
て
、

そ
の
儀
式

は
、
一
大
泉
が
国
家
の
安
寧
と
五
穀
豊
穣
を
神
に
感
謝
し
祈
る
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
核
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ

の
考
え
方
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

尚
湖
一
室
神
道
の
考
え
方
で
は
、
懲
紀
殿
に
お
け
る
天
患
の
秘
穫
の
中
心
に
ど
ん
な
神
が
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

G

天
照
大
神

か
そ
れ
と
も
天
神
地
紙
か
、

そ
れ
と
も
調
者
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
神
道
学
者
の
閉
で
争
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
リ
決
定
打
は
出
な
い
と

患
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
も
そ
れ
を
覗
く
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
、

か
り
に
覗
い
た
と
し
て
も
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ

、7
0

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
信
停
の
問
題
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
神
学
的
な
核
心
部
分
に
お
い
て
揺
れ
が
あ
る
の
で
す
が
、

う
し
た
揺
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も

〕
の
秘
儀
の
該
心
部
分
を
統

的
に
扱
え
る
の
は
、
天
皇
だ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
天
皇
に

よ
っ
て
泉
護
神
道
の
核
心
部
分
は
支
え
ら
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

大
嘗
祭
は
、
天
皇
が

1:1士

度
だ
け
行
う
儀
式
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
お
い
て
、
天
皇
は
神
と
あ
る
い
は
神
々
と
直
接
交
わ
る
、

そ
し
て
、
天
皇
は

ベ
ッ
ド
に
寝
て
、
神
の
一
識
を
受
け
る
、
天
照
大
神
と
交
わ
る

や

こ
う
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
意

70 ;;Hxi).J 0 '，} (J的I)
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見
が
最
近
神
道
学
者
の
聞
に
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
最
近
の
主
張
を
少
し
紹
介
し
た
い
と
怠
い
ま
す
。

こ
の
学
説
を
理
解
す
る
龍
提
と
し
て
、
態
紀
殿
の
や
を
見
て
お
き
ま
す
。

大
嘗
祭
の
怒
紀
殻
の
中
に
は
、
誰
か
が
寝
る
畳
八
枚
重
ね
た
ベ
ッ
ド
が
尚
北
に
お
か
れ
て
い
ま
し
て
、
足
を
北
の
ふ
・
々
に
・
向
け
て
い

ま
す
。

そ
の
隣
に
東
南
〈
今
閣
の
場
合
は
「
東
南
」

で
は
な
く
「
閥
南
乙
に
向
け
て
、

天
皇
が
座
る
御
座
と
神
食
薦

そ
し
て
、

〈
か
み
の
け
こ
も
)

と
い
わ
れ
る
む
し
ろ
あ
る
い
は
ご
ざ
が
お
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
采
女
す
な
わ
ち
泰
荘
す
る
女
性
に
手
伝

わ
れ
て
、

天
白
紙
は
御
鹿
に
座
り
ま
す
。
そ
し
て
衿
食
鳶
で
天
皇
は
、
神
み
る
い
は
神
々
に
食
べ
物
を
捧
げ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
最
近
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
い
い
ま
す
。
神
食
騰
で
食
べ
る
の
は
天
穎
大
神
で
あ
る
、
天
照
犬
神
が
天
皇
か

ら
食
べ
物
を
受
け
取
り
、
食
べ
る
、
す
な
わ
ち
共
食
す
る
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
天
略
H

大
神
は
、

ベ
ッ
ド
に
寝
る

だ
か
ら
天
皇
が
べ

ッ
ド
に
寝
て
天
皇
霊
会
受
け
る
と
い
う
主
張
は
根
拠
が
な
い
、
文
献
上
ど
こ
に
も
そ
れ
は
見
当
た
ら
な
い
、
こ
う
い
い
ま
す
。
さ
ら

に
こ
の
説
に
い
わ
せ
ま
す
と
、

一
誌
に
自
ら
も
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
壌
を
身
に

一
大
患
は
、
食
べ
物
を
天
際
大
神
に
俸
げ
、

受
け
る
、
こ
う
し
て
天
際
大
神
と
天
皇
と
の
関
で
、
霊
的
な
交
流
が
生
じ
る
、
た
だ
し
、

天
間
大
神
と
天
皇
と
の
関
に
は
は
っ
き
り

下
関
係
が
あ
っ
て

天
皇
が
天
照
大
林
か
ら
食
べ
物
を
受
け
取
る
と
き
、

こ
れ
は
よ
称
略
」

い
ち
い
ち
「
お
う
」
と
い
う
が

〈
い
し
よ
う
)
と
い
っ
て
、
下
の
も
の
が
上
の
も
の
に
答
え
る
と
き
に
い
う
言
葉
で
あ
り
、
普
通
は
使
わ
な
い
。

ヲミ畿の{'(;努わりとま文教分緩

こ
の
主
張
は
、

天
皇
が
神
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
た
な
正
当
化
を
は
じ
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
古
い
有
力
説

は
、
折
口
説
と
い
わ
れ
ま
す
が

こ
の
説
の
接
拠
は
、
文
献
学
上
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
折
口
説
は
、
ま
ち
が

い
な
く
否
定
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
逆
に
、
新
し
い
説
は
、

天
皇
が
天
照
大
持
と
霊
的
な
交
わ
り
を
す
る
と
い
う
宗
教
性
を
は

っ
き
り
浮
が
ぴ
上
が
ら
せ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
古
い
説
で
あ
れ
、
新
し
い
抵
で
あ
れ
、

ど
ち
ら
も
、

天
白
川
悦
だ
け
が
天
照
大

神
と
寵
接
交
わ
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
認
め
主
張
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
天
皇
以
外
の
だ
れ
も
ぞ
う
し
た
こ
と
を
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な
し
え
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
主
張
は
、
大
嘗
祭
の
宗
教
性
の
重
要
な
問
題
点
授
は
っ
き
り
示
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

命
先
に
科
閉
し
ま
し
た
戦
前
の
資
料
を
克
ま
す
と
、

天
皇
が
大
鐘
摂
に
お
い
て
神
み
る
い
は
神
々
と
交
わ
る
儀
式
の
場
面
は
、
私

の
党
る
か
ぎ
り
、

一
つ
は
供
蝿
棋
の
能
、

そ
れ
か
ら
御
告
文
、

そ
し
て
御
直
会
で
す
。
供
撲
の
儀
辻
、

天
皇
が
衿
あ

つ
あ
り
ま
す
。

る
い
は
神
々
に
食
べ
物
を
捧
げ
る
譲
式
で
す
。
そ
し
て
、
御
成
会
は
、

が
衿
あ
る
い
は
神
々
か
ら
食
べ
物
を
「
お
う
」
と
い
勺

て
も
ら
っ
て
食
べ
る
儀
式
で
す
。
そ
れ
か
ら
伽
抑
止
詩
文
は

が
神
あ
る
い
は
神
々
に
食
べ
物
を
捧
げ
る
祈
り
で
す
。

そ
う
し
ま
す

と
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
神
道
学
者
は
、
供
慌
の
儀
と
併
症
全
の

つ
の
儀
式
に
注
註
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
御
告
文
の
部
分
に
は
注
巨
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
御
告
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
す
。

神
あ
る
い
は
神
々
に
食
べ
物
を
捧
げ
て
、

そ
し
て
次
に
お
分
も
食
べ
る

の
で
す
が
、

そ
の
問
に
、
神
あ
る
い
は
神
々
に
祈
り
を
捧
げ
ま
す
。
こ
の
折
り
の
・
中
身
は
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
戦

前
の
政
府
の
資
料
℃
は
、

天
山
関
紙
は
神
み
る
い
は
神
々
に
問
問
中
糸
の
安
複
す
と
五
穀
豊
穣
を
惑
謝
し
ま
た
祈
る
と
い
う
ふ
う
に
山
山
て
い
ま

す
。
今
関
の
政
府
見
解
で
も
、
大
嘗
祭
で
宗
教
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
と
き
、
宗
教
性
の
桜
に
な
る
も
の
と
し
て
は
、
供
餅
の
犠
、

制
御
夜
会

そ
れ
か
ら
も
う

つ
国
家
の
安
寧
と
瓦
殺
豊
穣
を
惑
謝
し
折
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
一
一
つ
の
要
素
安
正
し
く
捉
え
、

そ
し
て

従
米
の
御
告
文
と
同
じ
よ
う
な
内
容
を
い
い
ま
す
。

が
神
あ
る
い
は
神
々
に
食
べ
物
を
捧
げ
る
侠
棋
の
儀
と
僻
直
会
の
内
容

iま

一
応
ど
う
い
う
も
の
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
制
御
告
文
の
中
身
、
す
な
わ
ち
、
戦
前
戦
後
の
政
府
に
よ
れ
ば
、
同
協
家
の

安
市
職
?
と
瓦
穀
豊
穣
を
、
証
明
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
。

政
府
の
認
識
と
し
て
、

日
本
と
い
う
悶
家
の
繁
栄
と
安
全
を
神
あ
る
い
は
神
々
に
掠
っ
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
、
議
俗
的

に
は
、
手
紙
の
や
り
と
り
の
あ
と
に
、
伽
抑
穫
療
を
祈
り
ま
す
と
い
う
文
言
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
ず
か
ら
、
御
告
文
の
や
身
と
し
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て
そ
う
し
た
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
だ
と
開
け
ば
、

そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
い
っ
て
わ
か
っ
た
気
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は

側
人
的
な
慣
習
で
寸
が
、
大
嘗
祭
の
場
合
事
柄
は
そ
う
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
い
ま
十
の
は
、
戦
前
戦
後
の
政
府
の
い
う
通

り
の
鰐
告
文
の
中
身
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
、
醤
家
が
特
定
め
宗
教
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
持
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
と
、
そ
う
し
た
祈
り
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
開
題
に
な
り
ま
す
む
ま
た
間
総
に
し
な
け
れ

は
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
祈
り
の
や
身
が
ど
ん
な
も
の
か
そ
実
証
的
に
捉
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
戦
前
で
す
が
、
強
紀
殿

の
内
轄
に

そ
こ
か
ら
ぬ
一
十
メ

i
ト
ル
く
ら
い
離
れ
て
、
内
閣
総
環
大
箆
が
い
ま
す
。
そ
し
て
、
議
口
書
記
官
が
そ
の

お
り
、

近
く
に
い
ま
し
た
0

2

後
の
い
た
場
所
が
ど
こ
か
を
特
定
出
来
ま
せ
ん
が
、
後
は
天
皇
の
動
作
を
外
部
に
待
機
し
て
い
る
七
百
人
く
ら

い
の
人
た
ち
に
い
ち
い
ち
伝
達
す
る
。
ま
た
、
情
が
聞
こ
え
た
か
を
述
べ
て
い
ま

そ
う
し
ま
す
と

戦
前
の
致
府
は
、
ど
う

や
っ
て

の
祈
り
の
中
身
を
把
握
出
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
今
日
の
政
府
も
ど
う
し
て
、
政
府
見
解
の
よ
う
に
い
え
た
の

で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
宗
教
性
の
核
に
な
る
と
こ
ろ
を
捉
え
よ
う
と
し
ま
す
と
、
謎
に
出
会
う
の
で
す
。
公
表
出
米
な
い
タ
ブ
ー

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
第
一
に
は
、
態
紀
殺
に
内
関
総
期
大
阻
が
参
列
す
る
こ
と
は
、
泉
室
持
道
の
活
動
へ
の
援

助
助
長
に
な
ら
な
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
第
二
に
、
開
く
と
こ
ろ
で
は
、
史
家
林
道
を
直
接
担
う
掌
典
及
、
掌
典
た
ち
は

十
人
前
後
の
少
数
で
す
c

そ
う
し
ま
す
と
、
多
人
数
を
必
裂
と
す
る
大
嘗
祭
の
議
式
を
、

た
か
だ
か
十
人
議
後
の
人
た
ち
が
取
り
仕

天皇の代務おりとま主教分離

切
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
宮
・
内
庁
職
員
が
、
祭
儀
を
企
融
実
行
ム
ず
る
こ
と
に
な
り
、
宮
内
庁
鞍
員
と
挙
興
開
い
氏
、
掌
品
皿
(
た

ち
が

諸
に
な
っ
て
、

タ
ブ
ー
を
守
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
摂
に
過
度
の
か
か
わ
り
が
生
ず
る
の
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
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4 

結

び

の
葬
議
と
、
新
夫
患
の
即
位
・
開
設
の
礼
・
大
嘗
祭
を
通
し
て
見
た
と
き
、
政
教
分
離
の
か
か
わ
り
で
は
、
や
は
り
津
地

鎮
祭
事
件
最
高
裁
判
決
の
い
わ
ゆ
る
目
的
効
果
基
準
は
重
要
で
あ
る
と
患
い
ま
す
。
し
か
し
、
目
的
効
果
基
準
を
使
う
と
し
て
も
、

18 

部
し
て
考
、
え
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
特
徴
と
問
問
題
点
を
見
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

政
府
は
、

全
体
と
し
て
は
宗
教
性
の
あ
る
犠
式
の
中
で
、
あ
る
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
政
教
分
離
に
違
反
し
な
い
、
川
国

事
行
為
に
出
来
る
と
い
う
の
で
す
が
、
会
体
と
の
関
連
を
あ
ま
り
に
軽
視
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
い
い
ま
す
と
、
政
府
は
、
あ
る
部
分
だ
け
を
同
事
行
為
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
費

用
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
都
合
め
よ
い
部
分
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
宗
教
議
式
全
体
を
援
飴

す
る
と
い
う
開
騒
が
あ
り
ま
す
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、

政
府
の
抽
出
し
た
と
こ
ろ
だ
け
を
党
て
、
目
的
効
果
悲
愁
の
連
用
を
議
論
す
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(2) 

の
葬
犠
だ
け
で
な
く
、
大
嘗
祭
に
も
出
て
き
ま
す
が
‘
島
一
家
神
道
の
宗
教
的
な
活
動
へ
の
援
助
そ
の
も
の
の
問
題
で

す
金
大
嘗
祭
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と

宗
教
施
設
そ
の
も
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、

そ
う
し
た
宗
教
施
設
の
建
設
を

公
費
で
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
全
経
費
と
し
て
約
八
十
一
寵
円
が

て
い
て
、
そ
の
中
心
的
な

大
嘗
宮
の
建
設
と
祭
儀
そ
の
も
の
た
め
に
約
十
八
億
円
が
使
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
多
額
な
も
の
を
国
が
出
さ
な
い
か
ぎ
り
、

家
は
ふ
人
嘗
祭
を
行
え
ま
せ
ん
。
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多
多
額
の
公
金
支
出
に
よ
っ
て
、
大
規
模
な
宗
教
活
動
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
財
政
的
な
援
助
の
蹴
側
面
で
す
が
、
ぞ
れ

に
プ
ラ
ス
し
て
、
人
的
な
毅
助
が
重
要
な
要
素
ゃ
い
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
大
嘗
祭
の
宗
教
諮
動
は
、
大
規
模

な
も
の
で
あ
り
、

と
て
も
少
数
の
掌
典
耐
火
、
掌
典
ら
の
よ
く
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
泣
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
多
数
の
宮
内
庁
職
員

が
組
関
与
す
る
こ
と
で
ほ
と
め
て
実
行
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
す
。
ま
た
、
宮
内
庁
職
員
の
皇
室
神
道
へ
の
か
か
わ
り
が
、
過

度
の
も
の
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

争
政
府
自
身
が
政
府
見
解
を
出
し
て
、
大
嘗
祭
の
実
行
に
国
家
的
な
参
与
の
遵
を
開
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
経
済
的
人

的
国
家
的
援
助
の
複
合
体
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
嘗
祭
と
い
う
皇
室
神
道
の
京
教
活
動
は
実
際
可
能
と

な
っ
た
と
料
判
断
す
べ
き
で
す
。

(3) 

こ
の
点
で
、
最
近
の
長
崎
忠
魂
僻
訴
訟
第
一
審
長
崎
地
裁
判
決
は
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
同
裁
判
所
は
次

の
よ
う
に
い
っ
た
か
ら
で
す
む
す
な
わ
ち

十
四
の
忠
魂
碑
の
う
ち
、
十
三
ま
で
が
政
教
分
離
に
違
反
し
な
い
。
と
こ
ろ
が

わ
れ
る
往
古
梅
ケ
喝
の
招
魂
縛
に
つ
い
て
の
市
の
支
出
は
政
教
分
離
に
一
決
し
て
違
憲
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
詔
魂
稗
は
、
遺

つ
だ
け
す
な
わ
ち
軍
人
家
議
会
葬
の
碑
と
い

族
そ
慰
め
る
閣
が
乏
し
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
性
格
は
、
務
史
的
に
護
国
神
校
の
施
設
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
へ
の
市
の

ラミ畿の代替わりと葉文教分襲撃

借
用
政
的
な
援
助
の
「
呂
約
は
特
定
宗
教
施
設
そ
の
も
の
の
維
持
管
哩
で
あ
り
、
そ
の
効
果
も
、
:
;
:
招
魂
社
、
護
国
神
社
と
深
い

か
か
わ
り
を
も
っ
た
宗
教
施
設
に
対
し
、
そ
の
神
社
の
議
式
に
よ
る
窓
霊
祭
の
費
用
の

る
」
点
で
特
山
花
宗
教
へ
の
援
助
助
長
の
効
果
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

部
を
援
助
す
る
結
果
舎
も
た
ら
し
て
い

こ
の
判
決
は
、
第
一
に
、
宗
教
に
か
か
わ
る
行
為
に
遺
族
を
態
め
る
と
い
う
社
会
性
あ
る
い
は
世
俗
性
に
注
目
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
は
、
大
賞
誌
の
建
設
の
行
為
の
接
的
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
大
嘗
宮
の
建
設
に
ど
ん
な
社
会
紗
は
あ
る
い
は
世
俗
性
が
あ
る
で
し
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ょ
う
か
。
な
い
と
患
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

か
つ
て
お
主
で
あ
っ
た
~
一
大
史
家
の
た
め
に

そ
れ
は

一
般
市
民
に
か
か
わ
り
は
な
く
、

宗
教
的
施
設
を
つ
く
る
か
ら
で
す
。
第
一
一
に
、
こ
の
判
決
は
、
護
国
神
社
の
宗
教
活
動
そ
の
も
の
へ
の
叫
財
政
援
助
合
間
組
に
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
市
が
護
国
神
社
の
経
費
の
一
部
を
援
助
す
る
の

は
、
極
家
の
説
詩
的
な
援
助
に
と
ど
ま
ら

っ
て

ず
、
宮
内
庁
職
員
を
総
動
員
し
て
の
人
的
な
援
助
も
伴
っ
て
い
ま
す
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、

の
越
川
糸
約
な
接
助
は
、
政
教
分
離

に
反
す
る
と
さ
れ
た
長
鵠
市
の
患
魂
碑
の
場
合
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(
l
v
ω
一
波
発
表
二
九
九

0
・J
ハ
・
同
州
、
不
嫌
米
緩
め
郎
似
の
礼
・
心
人
数
制
限
め
山
別
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
眺
吋
ぶ
ま
で
の
議
論
議
に
制
制
約
さ
れ
て
い
た

G

し
か

し
、
本
織
の
絞
悌
開
明
、
は
、
そ
の
ぬ
絞
め
状
泌
を
も
終
え
る
こ
と
が
出
米
た
の
で
、
円
総
な
か
絞
り
‘
実
際
に
ド
り
も
が
れ
た
百
下
山
城
天
白
羽
の
郎
伎
の
礼
・
大
滋
祭
を
も
視
野

に
い
れ
た
。
た
だ
し
‘
刊
μ

制
制
発
緩
め
内
務
に
ふ
人
き
作
機
和
弘
獲
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

(2v

絡
し
く
は
、
後
M

川
匂
附
附
伎
の
礼
・
ふ
人
骨
髄
射
飛
と
慾
法
い
ジ
A

ワ
ス
ト
九
七
凶
且
勺
一
九
九
一
年
…
…
一
月
A
a
ハ
一
一
一
氏
以
下
参
照
。

{3v

内
酬
聞
大
礼
泌
鈴
編
纂
委
員
会
ぷ
昭
和
ふ
入
札
要
録
』
一
九
一
一
一
一
年
二
ハ
一
夏
以
下
。

〈

4
)

鈴
泌
総
樹
皆
・
占
有
向
悶
九
勝
利
…
綴
箸
よ
議
中
川
典
範
』
口
u
傘
立
法
資
料
全
集
一
、
一
倍
山
社
一
九
九
O
年
二
一
二
三
1
問
問
、
二
三
七
、
三
二
五
i
七
、
堅
調
一
0
1
一
ザ
一
、
五
一
六

頁
参
照
金

〈

5
)

実
際
に
大
分
県
で
、
住
民
一
級
訟
と
し
て
「
後
稼
の
障
措
」
違
憲
訴
訟
が
一
九
九
一
年
一
月
二
十
五
日
に
大
分
地
方
裁
判
所
に
惜
提
起
さ
れ
、
そ
れ
は
混
在
係
争
中
で

本
町
ヲ
由
。

(6)

問
問
問
荘
司
「
大
嘗
祭
i
i
g，
奥
山
床
覆
会
8

4

岩
部
と
寝
座
市
川
意
味
i
i
B」
間
四
壁
続
雑
誌
一
九
八
九
年
ト

a

d

月
一
頁
以
下
参
照
。

(
7
)

東
京
朝
日
新
開
一
九
二
八
年
十
一
月
十
五
呂
、
講
演
神
社
問
題
特
別
委
員
会
編
『
国
家
と
宗
教
隔
日
本
基
督
教
四
円
以
版
ぬ

(
8
)

長
崎
地
裁
一
九
九

O
年
二
年
二

0
8
判
判
決
、
判
判
例
待
朗
報
二
ニ
問
。
号
五
周
官
民
。

九
七
八
年
二
船
内
γ

丘
一
気
所
以
。

76 ;;、fJ(iJ;lO¥} (] 991) 




