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学

に
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す

る

一

視

点
ー

山

崎

正

之

「人 代」 と 神h

古
事
記

・
日
本
書
紀

(
以
下
並
称
す
る
場
合
は

「
記
紀
」
と
す
る
)
が

「
神
代
」

の
構
想
に
お
い
て
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
そ
め
語
り
く
ち

の
な
か
で
天
皇
家
皇
統
の
発
祥
を
人
代
以
前
と
す
る
こ
と
か
ら
時
間
的
系
列
に
よ
る

継
続
性
の
誇
示
と
い
う
意
図
も
は
た
ら
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

(
た
と
え
ば
神
武
即
位
前
紀
冒
頭
で
、
東
征
に
出
立
し
よ
う
と
す
る
時
に
あ
た
っ

て
の
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ

ハ
レ
ピ

コ
ノ
命
の
言
葉
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

自
天
祖
降
跡
以
逮
、
干
今

一
百
七
十
九
萬
二
千
四
百
七
十
餘
歳
。
(傍
点
稿
者

以
下
同
じ
)

と
み
え
る
の
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
の
事
態

は
神
代
に
お
け
る
最
大
の
ピ
ー
ク
の

一
つ

に
あ
た
る
。
人
代
の
頭
初
に
あ
げ
ら
れ
た

こ
の
数
字

の
意
味
す
る
も
の
を
ど
う
解
す

べ
き
か
、
そ
れ
も
ま
た
無
視
し
得
ぬ
問
題
で
は
あ
る
が
、
神
代
か
ら
の
時
間
経
過
と

し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
紀
の
神
武
紀
以

下
人
皇
紀
の
記
述
に
編
年
体
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
事
記
の
紀
伝
体
的
方

法
と
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
神
代
に
関
す
る
限
り
書
紀
に
お
い
て
も

古
事
記
と
同
様
に
物
語
的
経
緯
を
軸
に
し
た
展
開
相
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
書

紀
記
述
者

の
両
者

〈
神
代
と
人
代
〉
に
対
す
る
認
識

の
明
白
な
弁
別
の
存
在
し
た
こ

と
を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
両
者
の
接
合
点
で
持
ち
出
さ
れ
て
来
た
年
数
だ
け

に
、
あ
ら
た
な
意
志
表
示
の
如
く
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
)

「神
代
」
は
人
代
に
先
立
ち
、
悠
久
の
彼
方
に
あ

っ
て
神
々
の
誕
生
と
そ
の
後

の

様
々
な
動
向
の
な
か
に
闘
い
と
祭
祀
と
結
婚
と
、
お
よ
そ
そ
こ
に
見
ら
れ
る
生
態
は

人
々
の
あ
り
よ
う
と
二
重
う
つ
し
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
神
々
は
あ
く
ま
で
人

々

と
同
じ
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
神

々
の

生
態
が
人
の
そ
れ
と
似
る
こ
と
は
、
人
が
自
ら
に
似
せ
て
神
を
創
り
出
し
た
結
果
な

の
で
あ
る
。

神
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
。
人
は
神
に
何
を
見
て
い
た
の

で

あ

ろ

う

か
。
「神
代
」
と
は
ま
さ
し
く
神
々
の
時
代
を
い
っ
た
の
に
は
違

い

な

い
が
、
「神

代
」
か
ら
人
代
に
移
り
行
く
想
定
は
、
神

々
の
時
代
の
終
焉
と
い
う

一
線
を
引
く
と

こ
ろ
に
ど
ん
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
の

「
か
み

(神

・
雷
)」

の
項

に
お
け
る

追
記

解
説

「考
」
で
、

上
代
人

は
、
汎
神
論
的
な
考
え
方

の
下

に
す
べ

て
の
自
然
物

に
神
秘
的
な
力
を
認
め

て
畏

怖

し
、
信
仰

の
対
象

と
し

た
。

(中
略
)

神

の
意
を
損
ず
る
と
、

人
間

に
対
し

て
災

い
を

な
す
。

こ
れ
が
荒
ブ

ル
神
、

チ

ハ
ヤ
ブ

ル
神

で
あ

る
。
自
然
神

に
対
し

て
は
、
国
土
経
営

の
実
を
あ
げ
た
大
汝
少
彦
名
神

の
よ
う
な
人
間
神
が
あ
る
。

こ
れ
ら
国

ツ
神

に
対
し

て
、

さ
ら

に
優
位

に
あ
る
天

ツ
神

の
観
念
が
あ
り
、
国
家
態
勢
が
確
立
し

て
ゆ
く
と
と
も

に
皇

祖
神

の
観
念
と
結
び

つ
き
天
皇
を
神
と

み
る
思
想
を
生
み
だ
し
た
と

い
わ
れ
る
…
…

(1



「人 代」 と 神 々

と
記
す
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
記
紀
神
話
の
中
心
思
想
は
政
治
的
体
系
の

下
に
再
編
成
さ
れ
た
強
力
な
主
張
を
表
立

て
て
お
り
、
そ
れ
は
皇
統
の
神
聖
性
を
天

皇
の

「
現
人
神
」
と
し
て
の
位
置
づ
け

に

お

い

て
確
固
た
る
姿
勢
を

示
す
。
「神

代
」
の
効
用
は
、
天
ッ
神
に
よ
る
国
ッ
神

の
平
定
と
い
う
序
列
的

パ

タ

ー

ン
の
中

で
、
も

っ
と
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
べ
く
演
出
さ
れ
て
い
た
。
従

っ
て
記
紀
の
体

系
神
話
の
範
囲
で
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
権
威
確
立
の
論
理
以
外
に

「
神
代
」
の
は

た
ら
く
場
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
居
宣
長
は

『古
事
記
伝
』
の
中
で

「
神
代
の
神
た
ち
も
、
多
く
は
其
代
の
人
に

(
1
)

し
て
、
其
代
の
人
は
皆
神
な
り
し
故
に
、
神
代
と
は
云
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
結

局
は
上
記
国
語
辞
典
中
の

「人
間
神
」
で
あ

っ
て
、
行
動
面
で
の
あ
り
ょ
う
も
お
お

か
た
そ
の
枠
内
か
ら
出
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
宣
長
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

カ

ミ

イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ミ
フ
ミ
ド
モ

モ
ロ
モ
ロ

ソ

マ
ツ

凡

て
迦
微

と
は
、
古
御
典
等

に
見
え

た
る
天
地

の
諸

々
の
神

た
ち
を
始

め
て
、
其

を
杷
れ

ミ

タ
マ

ト
リ
ケ
モ
ノ

る
社

に
坐

ス
御
霊

を
も
申

し
、
又
人

は
さ
ら

に
も

云

ハ
ず
、
鳥
獣
草
木

の
た
ぐ

ひ
海

山
な

ソ
ノ
ホ
カ

ヨ
ノ
ツ
ネ

コ
ト

カ

シ
コ

カ

ミ

ど
、
其
餘
何

に
も

ま
れ
、
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ

た
る
徳

の
あ

り
て
、
可
畏
き
物
を
迦
微

と

(2
)

は

云

な

り

と

い

い
、

更

に
注

し

て
、

「
す

ぐ

れ

た

る

と

は
、

尊

き

こ

と
、

善

き

こ

と
、

功

し
き

ア
シ

ア
ヤ

こ
と
な
ど
の
、
優
れ
た
る
の
み
を
云
に
非
ず
、
悪
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
よ

に
す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ば
、
神
と
云
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。

「
神
代
」
と
は
ま
さ

し
く
そ
う
し
た
神
々
の
世
界
で
あ

っ
て

み
れ
ば
、
神
々
の
格
付
け
な
り
系
列
化
な
り

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
収
拾
の
つ
か
な

い
混
乱
と
騒
擾
を
極
め
た
状
況
を
見
る
ば
か

り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
思
う
に
最
初
期
の
時
代
す
な
わ
ち
さ
か
の
ぼ

れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
上
代
に
あ

っ
て
は
、
何
れ
も
の
神
々
が
同
時

に
そ
れ
ぞ
れ
に

活
動
し
て
人

々
を
当
惑
せ
し
め
た
に
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
人
代
」

の
整
備
統

合
の
段
階
と
比
例
し
て

「
神
代
」
の
構
成
が
始
め
て
組
織
化
さ
れ
て
形
を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
神
代
」
か
ら

「人
代
」

に
移
行

し
た
と
い
う

歴
史
的
過
程
を

考
え
る
と
き
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
神
代
」

の
終
焉
に
お
け
る
神

々
の
死
に
つ
い
て
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
天
孫
降
臨
」
に
よ

っ
て
、
天
ッ
神
系
が
地
上
で
あ
る
葦
原
中

ツ
国
に
の
ぞ
ん
だ

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
爾
後
カ
ム
ヤ

マ
ト
イ

ハ
レ
ピ
コ
ノ
命
す
な
わ
ち
人
皇

第

一
代
神
武
天
皇
の
登
場
ま
で
の
三
代
が

「
神
代
」
と
し
て
の
最
終
系
譜
に
あ
た

っ

て
い
る
。
日
本
書
紀
本
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
三
代
は

久
之
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
崩
。
因
葬
筑
紫
日
向
可
愛
之
山
陵
。

後
久
之
、
彦
火
火
出
見
尊
崩
。
葬
日
向
高
屋
山
上
陵
。

久
之
彦
波
瀲
武
鷓
鵜
草
葺
不
合
尊
、

崩
於
西
洲
之
宮
。

因
葬
日
向
吾
平
山
上

陵

。

と
あ
り
、
そ
れ
は
文
字
通
り
の
死
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
(古
事

記
で
は
三
代
中
、
「
日
子
穂
穂
手
見
命
者
、
坐
高
千
穂
宮
、
伍
佰
捌
拾
歳
。
御
陵
者
、

即
在
其
高
千
穂
山
之
西
也
」
と

一
代
の
み
記
す
が
、
そ
の
態
度
は
ま
っ
た
く
同
じ
も

の
で
あ
ろ
う
。)
高
天
原
の
天
上
界
か
ら
葦
原
中
ツ
国
の
地
上
に
降
下
し
て
、

そ
の

時
か
ら
神
も
有
限
の
生
命

の
う
ち
に
在
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
け
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
の
島
生

み
と
神
生
み
の
と
こ
ろ
で
火
神
誕
生
の
時
の
火
傷
が
原
因
と
な

っ
て
イ
ザ
ナ
ミ
が
神

避
る
の
で
あ
る
が
、
書
紀
第
五
の
一
書
に
は
、

2)



「人 代」 と 神h

故
葬
於
紀
伊
国
熊
野
之
有
馬
村
焉

と
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て

「
土
俗
祭
此
神
之
魂
者
、
花
時
以
亦
花
祭
。
又
用
鼓
吹
幡

旗
、
歌
舞
而
祭
矣
。」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
多
分
に
地
方
土
着
の
祭
神
の
印
象
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
伝
承
の
存
在
を
面
白
く
思
う
。

一
方

に
イ
ザ
ナ
キ
の
場
合

に

は
、
三
貴
子
の
誕
生
と
分
治
と
を
果
た
し

て
か
ら
書
紀
の
本
丈
に

是
後
、
伊
奘
諾
尊
、
神
功
既
畢
、
霊
運
當
遷
。

是
以
、
構
幽
宮
於
淡
路
之
洲
、

寂
然
長
隠
者
矣
。

と
の
記
事
が
あ
る
。
(古
事
記
で
は

「其
伊
邪
那
岐
大
神
者
、

坐
淡
海
之
多
賀
也
」

と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

「坐
」
す
状
況

に
つ
い
て
は
審
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
書

紀
本
文
で
は
上
に
続
け
て

「
亦
日
、
伊
奘
諾
尊
、
功
既
至
矣
。
徳
亦
大
矣
。
於
是
、

登
天
報
命
、
仍
留
宅
於
日
之
少
宮
矣
」
と

一
説
に
天
界
復
帰
を
伝

え
て
い
る
。)

イ

ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
も
大
八
洲
国

つ
ま
り
地
上
に
お
い
て
の
行
為

・
行
動
で

あ

っ
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
事
態
を
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
神
と
も
こ
う

し
た
状
況
定
着
の
あ
と
は
、

一
切
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

古
事
記
で
は
黄
泉
国
に
去

っ
た
イ
ザ
ナ

ミ
も
、
根
ノ
カ
タ
ス
国
の
ス
サ
ノ
ヲ
も
、

顕
国
で
あ
る
地
上
に
は
出
現
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
ー

ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
ま
で
の

限
界
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
本
来
地
上
の
国
ッ
神
と
し
て
中
心
の
存
在
で
あ
る
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
と
そ

の
子
神
で
あ
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
及
び
タ
ヶ
ミ
ナ
カ
タ
の
何
れ
も

(書
紀
で
は
タ
ケ
ミ

ヘ

ヘ

ヘ

ナ
カ
タ
は
登
場
し
な
い
)、

い
わ
ゆ
る
国
譲
り
に
同
意
し
た
後
に

「
隠
」
れ
る
と
い

う
伝
承
が
あ
る

(隠
れ
か
た
に
関
し
て
も
国
ツ
神
な
る
が
故
に
種
々
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
触
れ
な
い
で
お
く
)。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
亦
そ
の
後
に
お
い
て
ま

っ
た
く

登

喚

ヘ

ヘ

ヘ

へ

場
し
て
来
な
い
と
い
う
点
で
、
や
は
り
神

々
の
死
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う

。以
上
の
如
く
見
て
来
る
と
、
「
神
代
」

か
ら

「人
代
」

へ
の
移
行
の
時
期
ま
で
に

「
人
代
」

の
生
活
空
間
で
あ
る
地
上
で
は
、
天

ツ
神

・
国

ツ
神
を
問
わ
ず
姿
を
消
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
周
知
の
如
く
人
皇
第

一
代
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ

ハ
レ
ピ
コ

ノ
命
は
日
向
三
代
の
最
後
で
あ
る
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
命
の
子
で
あ

っ
て
、
何
故

に
人
代
頭
初
に
あ
た
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
記
紀
の
区
分

(記
上
巻
、
紀
巻

一
・
二
が
神
代
)
の
ま
ま

に
認
め
る
ほ
か
致
し
方
な
い
状
況
で
あ
る
の
だ
が
、

私
の
用
い
た

「
神
代
」

か
ら

ヘ

へ

「
人
代
」

へ
の
移
行
と
い
う
言
葉
は
そ
の
間
の
事
情
を
含
ま
せ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

ヘ

へ

言

っ
て
み
れ
ば
移
行
と
は
画
然
と
し
た

一
線

の
引
き
よ
う
の
な
い
、
な
し
く
ず
し
の

感
じ
に
近
い
と
こ
ろ
で
転
換
し
て
い
た
そ
の
動
き
な
の
だ
。
し
か
し

「人
代
」
は
周

倒
に
準
備
さ
れ
、
確
実
に
実
現
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も

ヘ

ヘ

へ

神
々
が
現
実
の
う
つ
し
世
ー

「人
代
」
に
至

っ
て
姿
を
見
せ
な
い
も
の
と
な

っ

た
と
き
、
人
は
神
の
神
ら
し
く
在
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ

せ
ら
れ
た
の
だ

っ
た
。
直
接
に
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
く
な

っ
た

「
神
」
は
、
卜
占
に

よ
る
告
知
、
夢
に
よ
る
示
現
、
神
懸
り
に
よ
る
託
宣
な
ど
を
通
し
て
し
か
そ
の
存
在

ヘ

へ

を
知
る
す
べ
が
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

カ
ム
ヤ
マ
ト
イ

ハ
レ
ピ
コ
ノ
命
の
東
征
行
に
お
い
て
、
幾
度
か
遭
遇
し
た
危
機
を

克
服
し
得
た
の
は
、
日
神
の
御
子
と
し
て
の
命
の
基
業

(大
和
に
て
天
皇
即
位
を
目

的
と
す
る
)
達
成
の
た
め
に
様
々
に
力
を
貸
し
与
え
た
天
佑
神
助

の
発
露

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
第

一
代
天
皇
即
位
に
至
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
皇
権
の
確
立
ま
で
は
天

上
界
の
神
々
も
共
同
で
対
処
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
皇
祖
i

ア
マ
テ
ラ
ス

(更
に
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
)
1

⊥
咼
天

(3)



「人 代」 と 神 々

原
系
に
限
ら
れ
た
意
図
的
な
あ
り
方
が
指
摘
で
き
る
。

記
紀
の
仲
哀
天
皇
条
に
見
え
る
神
功
皇

后
の
新
羅
征
討
は
海
外

へ
の
最
初
の
国
威

発
揚
と
し
て
、
そ
の
事
態
は
神
武
東
征
行
と
並
ぶ
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
壮
挙
で
あ

っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
こ
と
の
発
端

か
ら
神
託
の
導
き
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
初
め
神
功
皇
后
の
神
懸

り
し
て
受
け
た
神
託
を
信
じ
な
か
っ
た
仲

哀
天
皇
が
神
の
怒
り
を
か
っ
て
崩
ず
る
と
い
う
の
は
、
結
果
的
に
は
上
記
の
よ
う
に

国
威
発
揚
と
み
ら
れ
る
大
勢
と
、
果
た
し
て
均
衡
の
と
れ
た
ケ
ー
ス
と
い
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
記
紀
に
よ
り
伝
承
内
容
の
詳

細
に
相
違
点
は
あ

っ
て
も
、
こ
こ
に
示
現

す
る
神
が

「住
吉
大
神

(
ウ

ハ
ツ
ツ
ノ
ヲ

・
ナ
カ
ツ
ツ
ノ
ヲ
.
ソ
コ
ツ
ッ
ノ
ヲ
の
三

神
)」
で
あ
ろ
う
こ
と
は
大
方
相
方
に
共
通

し
て
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

松
村
武
雄
博
士
は

『
日
本
神
話
の
研
究
』
の
中
で

「
高
天
原
系
民
族
と
出
雲
系
及

び
筑
紫
系
民
族
と
の
宗
教
的
葛
藤
」
と
い
う
項
目
の
下
に
、
「住
吉
三
神
の

天
皇

へ

(
3
)

の
崇
り
」
・と
し
て
こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
自
ら
の
神
々
を

所
有
す
る
以
上
、
そ
こ
に
征
服

・
被
征
服

の
命
運
を
か
け
た
闘
争
の

一
半
に
宗
教
的

葛
藤
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
あ
り
方
で
あ

る
。

そ

こ

で

「筑
紫

の
海
人
族
は
、
住
吉
の
神
を
し
て
三
神
の
教
誨
に
疑
ひ
を
挾
ん
だ
仲
哀
天
皇

を
殞
さ
し
め
」
た
と
す
る
博
士
の
見
解
が
生
ま
れ
て
来
る
。

考
え
て
み
る
に
、
古
事
記
に
お
い
て

「
西
方
有
国
。
金
銀
為
本
、
目
之
炎
燿
、
種

々
珍
宝
、
多
在
其
国
、
吾
今
帰
賜
其
国
」

と
の
神
託
に
対
し
、
天
皇
は
高
地
に
登

っ

て
も
見
え
る
の
は
海
原
だ
け
で
は
な
い
か
i

「
為
詐
神
」
と
い
わ
れ
、
神
懸
り
の

た
め
の
琴
の
手
を
止
め
ら
れ
た
こ
と
が
神

の
怒
り
を
誘

っ
た
と
記
し
て
い
る
。
天
皇

崩
後
に
皇
后
が
神
の
御
名
を
請

う
た
と
き
、
「
是
天
照
大
神
之
御
心
者
。

亦
底
筒
男

・
中
筒
男

・
上
筒
男
、
三
柱
大
神
者
也
…
…
」
と
の
提
示
を
得
る
。

こ
の
中
で

「
天

照
大
神
L

の
名
は
注
目
し
て
い
い
。

ヘ

へ

書
紀
本
文
で
は

「
誰
神
徒
誘
朕
。
復
我
皇
祖
諸
天
皇
等
、
蠱
祭
神
祗
。
豈
有

ヘ

ヘ

へ

遺
神
耶
」
と
あ
る
。
こ
の
場
で
は
既
に
ア
マ
テ
ラ
ス
は
祭
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
理
に
か
な

っ
て
い
よ
う
。
事
実
、
後
に
明
か
さ
れ
る
神
は

「
向
津
媛
命

・
稚
日

女
命

・
事
代
主
神
」
そ
れ
と

「住
吉
三
神
」
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
名
は
な
い
。

ま
た
書
紀

コ

云
」
は
前
二
者
と
異
な
り
、
天
皇
は
そ
の
場
で
神
の
名
を
知
ら
さ

れ
る
が
、
三
神
と
重
ね
て

「吾
名
向
匱
男
聞
襲
大
歴
五
御
魂
速
狭
騰
尊
也
」
と
名
の

る
。
そ
れ
に
対
し
天
皇
は
名

の
り
を
告

げ
た
神
懸

り
し
て
い
る
皇
后
に
む
か
い
、

「
聞
悪
事
之
言
坐
婦
人
乎
。
何
言
速
狭
騰
也
」
と
言
わ
れ
た
の
が
最
後
の
言
葉
で
あ

っ
た
。

こ
の
部
分
は
な
お
解
釈
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
要
す
る

に
こ
こ
で
は
三
神
の
名
が
既
知
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
崩
御
の
意
味

と
は
別
様
な
の
で
は
な
い
か
。

ヘ

へ

古
事
記
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
御
心
も
三
神
と
共
に
在

っ
て
こ
そ

「
為
詐
神
」
と
言

っ
た
天
皇
の
、
い
わ
ば
お
の
れ
の
確
信
の
方
を
神
託
よ
り
も
優
先
さ
せ
た
態
度
を
あ

る
ま
じ
き
も
の
と
し
た
怒
り
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
結
果
の
正
否

を
別
に
し
て
、
神
託
と
い
う
だ
け
で
そ
の
ま
ま
に
全
面
的
な
畏
敬
の
な
ら
び
行
な
わ

れ
た
時
代
か
ら
、
僅
か
で
も
そ
こ
に
動
き
を
見
せ
始
め
た
点
を
認
め
た
い
。
書
紀
本

文

の
場
合
は
、
高
天
原
系
の
神

々
に
つ
い
て
は
祭
祀
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
か
ら
漏
れ
た
こ
と
に
対
す
る
三
神
の
怒
り
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
天
皇
の

「
豈
有

遺
神
耶
」
と
い
う
言
い
方
の
中
に
は
、

「す
る
こ
と
は
し
た
の
だ
」
と
の
意
が
あ
ろ

う
し
、
強
ち
な
神
託
無
視
と
の
み
は
い
わ
れ
な
い
と
思
う
。

古
事
記

の
仲
哀
天
皇
記

の
九
割
以
上
が
神
功
皇
后
の
内
容
で
あ
り
、
書
紀
で
は
神

功
紀
が
巻
第
九
と
し
て
独
立
、
各
天
皇
紀
と
全
く
同
等

の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

(4)



「人 代」 と 神 々

は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仲
哀
帝
崩
御

の
経
緯
よ
り
も
事
と
し
て
は
神
功
皇
后

ヘ

へ

の
新
羅
征
討
を
重
く
見
て
い
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。

「住
吉
三
神
の
崇
り
」
に

ヘ

へ

よ
る
天
皇
崩
御
、
同
じ

「
住
吉
三
神
」

の
加
護

に
よ
る
皇
后
の
海
外

へ
の
国
威
発
揚

の
成
就
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
宗
教
的
葛
藤
な
る
視
点
も
こ
の
場
合
は
あ
ま
り
し

っ
く

り
来

な

い

よ
う

に
思

わ

れ

る
ー

。

神
の
崇
り
と
し
て
も
っ
と
も
本
格
的
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
記
紀
の
崇
神

天
皇
条
に
て
伝
え
る

「
大
物
主
神
」

の
ケ
ー
ス
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

古
事
記
に

此
天
皇
之
御
代
、
役
病
多
起
、
人
民
死
為
盡
。

と
い
う
。
た
だ
な
ら
ぬ
事
態
に
方
途
を
失

っ
た
天
皇
は
神
の
告
知
を
祈
願
し
た
。
そ

の
時
、
夢
に
顕
わ
れ
た
神
が

「
大
物
主
神
」
と
名
の
り
、
こ
の
事
態
は

「
是
者
我
之

御
心
」
で
あ
る
と
の
明
示
を
得
た
。
そ
し
て
、
そ
の
収
拾
の
た
め
に
は
オ
ホ
タ
タ
ネ

コ
な
る
人
物
を
も

っ
て
自
分
を
祭
祀
せ
よ
、

と
告
げ
る
。
「
大
物
主
神
」

は
出
雲
系

の
神

々
の
中
で
も
強
力
な
存
在
態
と
し
て
高
天
原
系
に
激
し
く
反
抗
し
た
。
こ
の
場

合
も
、
上
記
の
如
く
圧
倒
的
な
崇
り
を
も

っ
て
朝
廷
側
に
迫
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

祭
祀
の
要
求
は
単
純
な
実
行
の
そ
れ
で
は
な
く
、
オ
ホ
タ
タ
ネ

コ
な
る
自
ら
の
系
譜

に
属
す
る
特
定
の
人
物
を
し
て
祭
ら
し
め
よ
と
の
指
示
で
あ

っ
た
。
オ
ホ
タ
タ
ネ

コ

を
探
し
出
し
、
神
の
意
を
満
た
し
終
え
て
よ
う
や
く
役
病
も
お
さ
ま
り
、
国
家
は
再

び
平
穏
さ
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
。
祟
り

の
規
模
の
大
き
さ
に
お
い
て
、
ま
ず

こ
の

右
に
出
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。

い
ま

一
つ
祟
り
の
様
相
を
伝
え
る
も

の
が
古
事
記
の
垂
仁
天
皇
条
に
み
え
る
。
御

子
で
あ
る
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
長
ず
る
に
及

ん
で
も
口
を
き
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

憂
い
に
沈
む
父
天
皇
に
夢
の
覚
し
が
あ
り
、
占
い
み
た
と
こ
ろ
そ
れ
は

「
出
雲
大
神

之
御
心
」
で
あ

っ
た
。
状
況
の
経
過
に
種

々
の
道
程
を
経
て
、
朝
廷
側
の

「
出
雲
大

神
」
に
対
す
る
敬
虔
の
表
明
に
よ
っ
て
正
常
な
状
態
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
書
紀
垂
仁
紀
で
は
、
ま

っ
た
く
出
雲
に
つ
い
て
は
関
わ
り
の
な

ヘ

へ

い
伝
承
で
あ
る
の
は
、
前
記
松
村
博
士
の
指
摘
の
よ
う
に
書
紀
の
方
が

「
よ
り
原
初

的
な
形
で
麓

つ
て
(蠶

・
出
雲
の
神
の
祟
り
と
す
る
事

記
の
そ
れ
は

「
後
期
的

な
作
為
譚
…
…
形
成
物
」
と
み
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
単
純
か
ら
複
雑

へ
と

い
う
型
態
の
点
か
ら
も
、
ま
た
宗
教
的
葛
藤
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
既
に
あ
る
結
果

を
生
じ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
説
き
あ
か
し
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
よ

う
に
二
種
類
の
系
列
が
あ
る
場
合

の
比
較
検
討

の
手
続
き
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の

で
あ
る
。

一
暼
し
て
来
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
武
天
皇
条
を
除
く
人
皇

の
代
に
お

け
る
神
々
の
示
現
は
、
神
懸
り
に
よ
る
神
託
な
い
し
は
夢
に
よ
る
告
知
か
ト
占
と
い

っ
た
過
程
を
経
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
事
態
は
上
代
の
み
に
限

っ
た
こ
と
で
は

な
く
、
以
降
時
代
は
移

っ
て
も
何
が
し
か
そ
の
気
配
と
い
う
も
の
は
変
わ
ら
な
い
よ

う
だ
。
お
そ
ら
く
今
日
の
場
に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ
ら
に
類
し
た
事
象
を
全
然
否
定

し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
考
察
し
て
お
き
た
い
の
は
、
記
紀
の
何
れ
に
も
唯

一
の
伝
承
と
し
て
記
さ
れ

ヘ

ヘ

へ

て
い
る

「現
人
神
」
登
場
の
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。

雄
略
天
皇
の
治
世
下
、
天
皇
の
葛
城
山
行
幸
の
際
に
そ
の
山
中
で

「
一
言
主
神
」

と
行
き
会
わ
れ
た
の
だ
。
相
手
側
は
、
そ
の
行
列

の
有
様

・
供
人
の
数
や
服
装
と
い

い
、
天
皇
方
の
鹵
簿
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
ま

っ
た
く
相
似
た

一
団
で
あ

っ

た
。雄

略
天
皇
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
激
し
い
性
格
に
つ
い
て
は
、
そ
の
即
位
に
至
る

(5)



「人 代」 と 神h

間
の
動
向
に
も
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
、
即
位
後
も
た
と
え
ば
若
日
下
部
王

(後

の
皇
后
)
の
許

へ
求
婚
に
出
む
か
れ
た
時
、
途
中
で
皇
居
と
同
じ
造
り
の
舎
屋
を
見

出
し
て
激
怒
、
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
も

っ
て
の
ほ
か
と
ば
か
り
に
そ
の
志
幾
の
大
縣

主
の
家
を
焼
か
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

(古
事
記
に
よ
る
)。

ま
ず
古
事
記
か
ら
見
て
行
く
と
、
葛
城
山
で
の
出
会
い
も
、
そ
れ
故
天
皇
の
感
情

を
そ
こ
な

っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
推
測
が

つ
く
。
「
於
茲
倭
国
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

除
吾
亦
無
王
、
今
誰
人
如
此
而
行
」
と

い
う
天
皇
の
相
手
に
対
す

る
問

い

か
け

に

は
、
至
上
で
あ
る
こ
と
の
威
圧
感
に
あ

ふ
れ
た
高
い
姿
勢
が
う
か
が
え

る

で
あ

ろ

う
。
し
か
も
相
手
の
返
答
は
あ
た
か
も
天
皇
方
の
問
い
の
お
う
む
返
し
の
よ
う
だ

っ

た
と
あ

っ
て
は
、
ま
す
ま
す
怒
り
は

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ま
さ
に
矢
を
つ
が
え
戦
端

が
開
か
れ
よ
う
と
し
た
。
当
時
の
戦
い
の
風
習
な
の
で
あ
ろ
う
、
各

々
名
の
り
を
あ

げ
て
矢
を
放
と
う
と
の
天
皇
の
言
葉
に
、
問
わ
れ
た
自
分
の
方
か
ら
名

の

ろ

う

と

「吾
者
雖
悪
事
而

一
言
、
雖
善
事
而

ご
言
、
言
離
之
神
、
葛
城
之

=
言
主
大
神
也
」

ヘ

カ
シ
コ
ミ

と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
相
手
は
神
な
の
で
あ

っ
た
。
天
皇
は

「
惶
畏
」
て
、
次
の
よ

へ

も

う
に

「白
」
し
た

(そ
れ
ま
で
は
相
手

に
む
か
っ
て

「
令
問
日
」
・
「
亦
問
日
」
と
あ

へ

っ
た
の
が
、
神
と
知
れ
た
と
き

「
天
皇
於
是
惶
畏
而
白
」
と
変
わ
る
。
平
伏
す
る
状

況
が
そ
こ
に
あ
ろ
う
)
i

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

恐
我
大
神
、
有
宇
都
志
意
美
者
、
不
覚
、

こ
と
の
意
外
さ
に
驚
き
お
そ
れ
る
天
皇

の
言
葉
で
あ
る
。

こ
の

「
ウ
ツ
シ
オ
ミ
」

の

「
オ
、・・」
が

「
御
身
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
真
淵

・
宣
長
以
来
の
解
が
、
上
代
仮
名
づ

ヘ

へ

か
い
の
関
わ
り

(身
と
あ
る
に
は
乙
類
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
美
は
甲
類
)
か

ら
成
立
し
な
い
と
い
う
。
「
ウ
ツ
ソ
ミ

・
ウ
ツ
セ
ミ

(
こ
の
ミ
は
甲
類
)」

の
系
統
に

属
す
る
言
葉
か
と
も
い
わ
れ
る
。
神
が
現
実
の
姿
態
を
お
持
ち
で
あ
ろ
う
と
は
、
と

の
意
な
の
で
あ
ろ
う
が
確
認
し
得
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
神
と
は
現
実
に
は
姿
を

あ
ら
わ
さ
ぬ
も
の
と
い
う
の
が
固
定
観
念
と
し
て
存
在
し
、
何
ら
疑
い
を
入
れ
る
余

地
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
こ
の
世
で
皇
権
以
上

の
地
位
の
あ
り
得
よ
う
の
な
い
状
況
が
確
固
と
し
て
で
き
あ
が

っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
神
が

「
ウ
ツ
シ
オ
ミ
」
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
と
き

の
驚

き
恐
懼
の
情
は
、
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
御
刀

・
弓
矢
を
始

め
下
臣
の
衣
服
に
至
る
ま
で
を
拝
献
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た

一
つ
の
態
度
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
同
じ

ご
言
主
神
の
顕
現
に
対
し
て
書
紀
の
場
合
は
お
よ
そ

対
照
的

で

あ

る
。
こ
こ
で
は
葛
城
山
の
射
猟
で
の
出
会
い
な
の
だ
が
、
天
皇
は
既
に
し
て
相
手
が

神
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
、
と
は
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
故
神
自
ら

「現
人
之
神
」
と
告
げ
て
も
、
何
の
動
揺
も
お
こ
ら
な
い
。
し
か
も

相
方
の
名
の
り
の
後
に
ま

っ
た
く
同
格
に
轡
を
並
べ
て
猟
に
興
じ
て
い
る
。
本
文
中

の

言
詞
恭
恪

有
若
逢
仙

ヘ

ヘ

へ

と
の
言
葉
は
天
皇
側
か
ら
み
た
神
の
印
象
で
あ
ろ
う
。
殊
に
仙
と
し
て
神
の
イ
メ
ー

ジ
を
再
生
さ
せ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
神
仙
思
想
の
影
響
を
物
語
る
も

の

で
あ

く

め
の

り
、
そ
の
点
は
後
に
少
し
く
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
日
暮
れ
て
神
は
天
皇
を
来
目

か
わ水

ま
で
送

っ
た
と
伝
え
る
。
そ
の
時
、
国
民
は
あ
げ
て

「
有
徳
天
皇
也
」
と
賞
讃
し

た

(
雄
略
紀
四
年
春
二
月
)
ー

。
い

っ
た
い
雄
略
の
帝
は
二
年
冬
十
月
条
に
は
見

境
な
く
人
を
殺
す
と
こ
ろ
か
ら

「天
下
誹
謗
言
、
大
悪
天
皇
也
」
と
い
い
、
十

一
年

ヘ

ヘ

へ

冬
十
月
条
に
は
理
不
尽
な
入
れ
墨
の
手
段
行
使
に
対
し

「
太
無
道
理
、

悪
行
之
主

也
」
と
の
き
わ
め
て
深
刻
な
発
言
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ
う
し
た

一
連
の
雄
略
像
と

(6)
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こ
の

「
有
徳
天
皇
」
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
。
徹
底
し
た
自
己

主
張
を

一
直
線
に
押
し
ま
く

っ
て
か
え
り
み
な
い
激
し
さ
が
、
時
に
非
道
と
う
つ
り

ま
た
あ
る
時

に
は

「
現
人
之
神
」
を
も
し

の
ぐ
ほ
ど
の
勢
威
と
な

っ
て
、
ま

っ
た
く

対
極
的
な
視
点
を
提
供
し
た
も

の
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
点
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
記
紀

「
人
代
」
で
神
が
現

実
に
そ
の
姿
を
示
現
さ
れ
た
例
を
他
に
見

な
い
と
き
、

こ
の
ケ
ー
ス
は
ま
こ
と
に
特

異
な
も

の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
当

の

コ

言
主
神
L
と
は
ど

の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
の
か
、
系
譜
に
つ
い
て
も
記
紀

は
何
ひ
と
つ
語

っ
て
は
い
ず
、
そ
の
実
態

は
不
詳
と
い
う
ほ
か
な
い
。

「
神
名
帳
」

の
大
和
国
葛
上
郡

に

「
葛
木
坐

一
言
主
神
社

縮
鰰
試
綱
漱
縮
甞
」
と
見

え
、
同
じ
郡

に

「
高
鴨
阿
知
須
岐
詫
彦
根
命
神
社
四
座
雄
櫑
鰰
鍬
餬
」
が
あ

り
、

こ

こ

に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
上
の
記
紀
の

コ

言
主
神
L
を
め
ぐ
る
そ
れ
と
、
は
な
は
だ
し

く
類
似
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
更
に
土
佐
国
土
佐
郡
の

「
都

佐
坐
神
社
大
」
↓の
高
鴨
神
と
関
連
し
た
伝
承
と
明
ら
か
に

一
致
し
て
語

ら

れ

て

お

り
、
土
佐
国
風
土
記
逸
文

(釈
日
本
紀
巻
十
二
所
収
)
に
お
い
て
、

土
佐
高
賀
茂
大
社
其
名
為

一
言
主
尊
其
祖
未
詳

一
説
云
大
穴
六
道
尊
子
味
釼
高

彦
根
尊

な
ど
と
い
っ
て
い
る
し
、
こ
う
ま
で
な
る
と
両
者
の
伝
承
の
混
同
は
ほ
ぼ
確
実
と
み

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る
理
由
か
ら
そ
う
し
た
混
同
が
お
こ
っ
た
の
か
、
現

在
で
は
も
は
や
探
り
よ
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
葛
城
山
か
ら
土
佐
国
に
流
さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
た
と
い
う
原
因
に
天
皇
と
猟
を
共
に
し
た
神

(
こ
こ
で
は
老
夫
の
姿
)
の
言
動
が

不
遜
で
あ

っ
た
か
ら
、
と
の
伝
え
も

一
役
か

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
の
私
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
そ
こ
で
は
天
皇
の
権
威
が
極
め
て
強
力
に
ク
ロ

オ
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
神
の
座
を
も
排
除
す
る
実
力
の
ほ
ど
を
示
し
た
も

の
と
し
て
、

一
つ
の
意
味
を
主
張
し
た
伝
承
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
上
の
記
紀
の

場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
で
は
完
全
に
神
の
前

に
膝
を
屈
し
た
姿
で
あ
り
、

書
紀
の
そ
れ
は
神
と
同
格
な
い
し
は
い
さ
さ
か
上
を
行
く
も

の
と
し
て
映
じ
る
に
相

違
な
い
。
記
紀
自
体
の
持

っ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
、
そ
れ
は
忠
実
な
写
し
と

も
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
。

神
が

「現
人
神
」
と
し
て
天
皇

の
前

に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
、
そ
れ
が
天
皇
と
ま
っ

た
く
同
じ
あ
り
よ
う
で
あ

っ
た
と
す
る
の
は
天
皇
を
至
高
の
存
在
と
す
る
と
き
、
天

ヘ

ヘ

へ

皇
以
上
の
人
の
姿
を
想
像
し
よ
う
も
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

上
に
見
て
来
た
伝
承
は
、
こ
れ
ま
で
す
べ
て
同

一
の
時
期
に
置
き
ひ
と
し
な
み
に

考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
な
る
段
階
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第

一
の
段
階

天
皇
が
初
め
て
の

「現
人
神
」
の
示
現
に
驚
き
畏
れ
、
神
を
拝
す
る

(古
事
記

・
多
氏
古
事
記
)。

第
二
の
段
階

ほ
と
ん
ど
天
皇
は
神
と
同
格
の
行
動
を
共
に
す
る
が
、
最
終
的
に
神
に
対
し
畏

敬
の
態
度
を
と
る

(暦
録
)。

第
三
の
段
階

天
皇
は
ま

っ
た
く
神
と
同
格
の
ま
ま
に
あ
る

(
日
本
書
紀
)。

第
四
の
段
階

神
に
不
遜
の
言
あ
り
と
し
、
天
皇
は
神
を
土
佐
国
に
遷
す
こ
と
を
命
じ
る

(
土

佐
国
風
土
記
逸
文
)。
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と
い
う
過
程
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
段
階
の
存
在

す

る

こ
と

は
、
か
つ
て
人
間
の
生
活
の
す
べ
て
の
周
囲
に
神

々
を
認
め
て
恐
れ
伏
し
た
時
代
か

ら
、
対
等
に
荒
ぶ
る
神
と
戦
い
を
交
え
、

や
が
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
維
持
す
る
た

め
に
排
除
す
べ
き
も
の
は
神
と
い
え
ど
も
容
赦
し
な
い
、
と
い
う
展
開
が
認
め
ら
れ

(
5
)

る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
軌
を

一
に
す
る
も

の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
あ
げ
た

「
一
言
主
神
」
を
め
ぐ
る
四

つ
の
段
階
が
何
れ
も
雄
略

天
皇
の
治
世
下
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、

「
現
人
神
」
の
示
現
と
い
う
画
期
的
事

態
の
と
ら
え
方
に
そ
の
理
由
の

一
つ
は
あ

る
の
で
は
な
い
か
、

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
も

(
6
)

(
7
)

津
田
左
右
吉

・
和
辻
哲
郎
等
の
指
摘
に
あ

っ
た
如
く
、
こ
の
内
容
は
中
国
の
神
仙
思

想
の
影
響
が
か
な
り
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
特
に
書
紀

(雄
略
紀
)
に

お
い
て
顕
著
で
あ
る
帰
化
人
関
係
の
記
事

、
神
仙
的
伝
承
の
他
に
類
の
な
い
傾
向
と

脈
絡
の
つ
い
た
位
置
と
し
て
定
着
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

ひ
と
く
ち
に
神
仙
思
想
と
は
い
っ
て
も

言
葉
ほ
ど
そ
の
概
念
規
定
は
明
確
で
は
な

い
。
系
統
か
ら
い
え
ば
、
む
ろ
ん
中
国

の
道
教
的
な
世
界
観
に
連
な
る

も

の

で
あ

り
、
そ
の
思
想
の
導
入
は
わ
が
国
に
と

っ
て
非
伝
統
的
な
、
文
字
通
り
新
参
の
視
角

と
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

「
そ
こ
に
は
古
代
日
本
人
に
特
有
な
神
秘
的
な
感
受
は
現
は
れ
ず
、
漢
人
の
空
想

(
8
)

に
似

つ
か
は
し
い
神
仙
思
想
と
怪
異
の
嗜
好
の
み
が
現
は
れ
て
ゐ
る
」
と
す
る
和
辻

哲
郎
の
見
解
は
、
雄
略
紀
に
み
た

天
皇
射
猟
於
葛
城
山
、
忽
見
長
人
、
来
望
丹
谷
…
…
言
詞
恭
恪
、
有
若
逢
仙
、
…

と
い
う
表
現
の
持

つ
特
異
な
傾
向
の
説
明

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
雄
略

紀
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
傾
向
が
新
た
な
世
界
を
展
開
し
て
見
せ
る
と
い

っ
た
こ
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
な
く
、
事
態
と
し
て
の

一
経
緯
に
過
ぎ

な
い
。
そ
れ
は
上
に
記
し
た
第
三
の
段
階

と
い
う
と
ら
え
方
か
ら
す
る
と
、
お
の
ず
か
ら
な
る
所
産
で
あ
る
の
か
も

知

れ

な

い
。
従

っ
て
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
も
新
参
の
視
角
の
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
第

一
の
段
階
の
古
事
記
に
は
そ
れ
に
当
た

る
も
の
が
発
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

恐
我
大
神
、
有
宇
都
志
意
美
者
、
不
覚
、

と
い
う
天
皇
の
驚
き
と
畏
れ
の
言
葉
の
中
に
、
そ
れ
は
十
分
に
伺
い
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
下
出
積
与
氏
は

「
こ
の
語
を
雄
略
天
皇
に
か
け
る
こ
と
で
も

っ
て
、
在
来
思

想
と
は
異
な
る
帰
化
人
の
思
想
に
よ
る
神
観
念
と
の
矛
盾
の
調
和
を
、
積
極
的
に
図

(
9
)

ろ
う
と
し
た
」
こ
と
に
よ

っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
だ
と
い
わ
れ
た
。
在
来

の
伝
統
的

神
観
念
で
は
到
底
想
像
だ
に
せ
ら
れ
な
か

っ
た
神
の
現
実
の
場
に
お
け
る
示
現
を
、

敢
て
持
ち
来
た

っ
て
そ
こ
に
新
し
い
状
況
を
創
り
出
そ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
だ
け
に

高
天
原
系
に
せ
よ
出
雲
系
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
系
列

・
系
譜
の
歴
然
と
し
た
神
で
あ

る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
一
言
主
神

(記
)
・
一
事
主
神

(紀
)」

の
霊
格
の
実
体
に
つ
い
て
の
理
解
も
、

前
後
に
脈
絡
の
な
い

一
場
の
み
の
登
場
で
は
如
何
と
も
い
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
古

事
記
で
の
名
の
り
の
中

の
「吾
者
雖
悪
事
而

一
言
、
雖
善
事
而

一
言
、
言
離
之
神
」
とマ

ガ

あ
る
の
が
お
そ
ら
く
唯

一
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
宣
長
の
解
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

「
凶

コ
ト

ヨ

ゴ
ト

コ
ト
サ

カ

(
10
)

事
に
て
も
吉
事
に
て
も
此
ノ
神
の

一
言
に
て
解
放
離
る
意
な
る
べ
し
」
と
い
う
。
し

か
し
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
に
お
い
て
効
果
を
も
た
ら
し
た
神
で
あ

こ
と
さ
か
の

か
み

る
の
か
、

一
切
未
知
の
ま
ま
な
の
だ
。
柳
田
国
男
は

「
此
説
は
言
離
之
神
の

『
離
』

こ
と
さ
か

の
字
に
拘
泥
し
て

『
言
』
の
字
を
看
過
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
其
真

の
趣
旨
は
事
解

の
を男

な
ど
の
事
解
と
同
じ
く
、
祈
願
者
の
為
に
吉
凶
を
判
定
す
る
こ
と
で
、
極
め
て
簡

単
な
る

一
言
を
以
て
神
意
を
宣
傳
す
る
の
が
、

一
言
主
神
の
名
の
真

の
由
来
か
と
思

(8)
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(11
)

ふ
L
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
し
て
も
実
効
不
明
で
あ
る
こ
と
は

変

わ

り

な

く
、
そ
れ
が
何
故
に

「現
人
之
神
」
で
あ

る
の
か
に
つ
い
て
も
触
れ
て
は
来
な
い
。

ま
た
、
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
は
高
天
原
系
と
出
雲
系
と
の
宗
教
的
葛
藤
を
あ
ら
わ

し
た
も
の
と
す
る
、
松
村
武
雄
博
士
の
見
解
が
あ
る
。
高
鴨
神
の
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ

コ
ネ
は
記
紀

・
出
雲
風
土
記

・
旧
事
紀
等

に
て
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ

(大
己
貴
神

・
所
造

天
下
大
神
)
の
子
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ

て
お
り
、
「
一
言
主
神
」

は

「
記

・
紀
な

ど
で
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
か
ず
か
ず

の
事
情
は
、
出
雲
神
の

一
柱
で
あ
る
こ
と
を

(
12
)

示
唆
」
す
る
と
い
わ
れ
、
旧
事
紀

・
土
佐

国
風
土
記

・
一
言
主
神
社
記
等

の
記
述
を

も

っ
て
そ
の
例
證
と
し
て
お
ら
れ
る
。
が

こ
の
出
所
は
博
士
自
ら
も

「據
る
と
こ
ろ

み
な

(
13
)

の
文
献
が
威
厳
正
性
に
乏
し
い
」
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
指
示
通

り
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
ら
ぬ
と
思
う
。

た
だ
、
こ
の
神
が
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
多

分
に
持

つ
存
在
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
測
で
き
る
と
い
う
程

度
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
博
士
は

「
出
雲
人
の
側
か
ら
す
る
と
、
高
賀
茂
神
を
お
し

立
て
て
の
中
央
朝
廷

へ
の
宗
教
的
反
抗
が
失
敗
で
あ

つ
た
の
に
対
し
て
、

一
言
主
神

(14
)

を
お
し
立
て
て
の
そ
れ
は
、

一
の
成
功
で
あ

つ
た
」
と
の
見
解
を
出
さ
れ
た
。

私
は
先
に
も
記
し
た
如
く
、
こ
の
伝
承
を
四
つ
の
段
階
の
経
過
と
し
て
見
た
い
と

考
え
て
い
る
の
で
、
松
村
博
士
の
い
わ
れ
る
意
味
で
の
宗
教
的
葛
藤
も
ま
っ
た
く
な

い
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
も
の
の
、
そ
れ
が

一
義
的
な
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は

現
在
の
と
こ
ろ
疑
問
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

そ
れ
か
ら
こ
の

「
一
言
主
神
」

に
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
見
落
と
せ
な

い
の
は
、
役
小
角

(役
行
者
)
と
の

一
件

で
あ
ろ
う
。

日
本
霊
異
記
上
巻
の

「
修
二持
孔
雀
王
咒
法
一得
二異
験
力
幅以
現
作
レ仙
飛
レ
天
縁
第

十
八
」
に
よ
れ
ば
、
密
教
の
呪
術
を
体
得

し
た
役
行
者
が
鬼
神
を
使
役
し
て
大
和

の

金
峰
山
と
葛
城
山
の
間
に
橋
を
渡
そ
う
と
し
た
。
あ
ま
り
の
酷
使
に
神
々
が
愁
え
た

と
き

コ

語
主
大
神
L
が

「
行
者
は
謀
叛
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と

朝
廷

に
訴

え

た
。
そ
の
為
に
朝
廷
と
行
者
と
は
様

々
な
攻
防
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
火

つ
け

ど
こ
ろ
の

「
一
語
主
大
神
」
は
行
者
に
咒
縛
せ
ら
れ

「
至
工
J今
也
不
解
脱
」
と
い
う

の
だ
。

こ
の
伝
承
の
意
図
は
何
に
あ

っ
た
の
か
、
宣
長
は

「
大
か
た
か
玉
る
類
の
説
は
、

イ
ヤ
シ

オ
ト

ミ
チ

ホ
ウ
シ

神
を
卑
き
者
に
貶
し
て
、
佛
の
法
を
尊
き
物
に
し
な
さ
む
た
め
の
謀

に
て
、
例
の
僧

ソ
ラ
コ
ト

(
15
)

の
と
も
が
ら
の
虚
言
な
り
」
と
厳
し
く
断
じ
て
い
る
。
更
に
松
村
博
士
は

「役

ノ
行

者
の
呪
法
力
を
高
潮
す
る
意
図
の
た
め
に
、
高
賀
茂
神
の
追
放
配
流
の
事
件
を

一
言

(16
)

主
神
の
生
活
史
に
持
ち
込
ん
だ
の
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
た
。

事
実
、
続
日
本
紀
巻

一
文
武
天
皇
三
年
五
月
丁
丑
条
の
役
小
角
に
関
す
る
同
種
の

記
事
に
徴
し
て
も
、
コ

言
主
神
L
の
名
は
見
え
な
い
。
が
、
文
中
に

「世
相
伝
云
。

小
角
能
役
使
鬼
神
、
汲
水
採
薪
、
若
不
用
命
、
即
以
呪
縛
之
」
と
あ
り
、
行
者
の
呪

術
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
確
か
に
扶
桑
略
記

・
水
鏡

・
一

代
要
記

・
帝
王
編
年
記

・
袖
中
抄

・
三
宝
絵
詞

・
今
昔
物
語
等
、
行
者
に
つ
い
て
の

伝
承
は

一
致
し
て
同
系
列
に
並
ぶ
も
の
と
思
わ
れ
、
修
験
者
の
祖
と
し
て
の
存
在
を

ク
ロ
オ
ズ
ア
ッ
プ
す
る
効
果
を
十
分
に
果
た
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て

続
日
本
紀
を
除
く
そ
れ
ら
の
伝
承
中
に
お
け
る

「
一
言
主
神
」
が

「
役
ノ
行
者
の
呪

法
力
を
高
調
す
る
意
図
の
た
め
に
」
、
場
処
が
葛
城
山

で
あ
る
こ
と
の

共
通
項
を
と

ら
え
て
、
利
用
せ
ら
れ
た
と
す
る
理
由
は
け

っ
し
て
無
意
味
と
の
み
は
い
わ
れ
な
い

と
思
う
。

と
こ
ろ
で
私
は
パ
行
者
と

「
一
言
主
神
」
と
の
結
び

つ
き
に
い
ま

一
つ
別
の
見
方

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
見
た
霊
異
記
に
お
け
る
本

C9)



厂人 代」 と 神 々

文
の
記
事
の
あ
り
ょ
う
が
、
行
者
を
ほ
と
ん
ど
神
仙
中
の
も
の
と
し
て
形
象
化
し
て

い
る
伝
承

の
姿
勢
が
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の

「第
廿
八
」
に
つ
い
て

「道
教
の
思
想
を

仏
教
の
中
に
取
入
れ
、
仏
法
の
験
術
の
広

大
さ
を
説
く
。
文
体
荘
重
、
前
半
は
殊
に

修
辞
的
で
、
内
容
が
困
果
応
報
を
説
く
も

の
で
な
い
の
と
相
ま

っ
て
、
異
色
の
縁
で

(
17
)

あ
る
」
と
の
指
摘
は
注
意
さ
れ
て
い
い
。

た
と
え
ば

毎
庶
挂
五
色
之
雲
、
飛
仲
虚
之
外

携
仙
宮
之
賓

遊
億
載
之
庭

臥
伏
乎
蘂

蓋
之
苑

吸
嗷
於
養
生
性
之
気
:
…
.

と
い
っ
た
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
神
仙
譚
中

の
そ
れ
と
見
て
異
な
る
何
物
も
な
い
。
し

か
も
朝
廷
に
と
ら
わ
れ
伊
豆
に
流
さ
れ
た
後
に
苦
役

を
課

せ
ら
れ
て
三
年
、
「遂
作

仙
飛
天
也
」
と
い
い
、
新
羅
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
行
者
に
托
し
た
意
図
は
如
何

よ
う
で
あ
れ
、
作
者
の
描

い
た
限
り
の
行
者

の
動
向
に
は
、
明
白
な
傾
向
が
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ま

一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
続
日
本
紀

で
あ

げ

た

「小
角
能
役
使
鬼

神
」
の

一
節
で
あ
る
が
、
霊
異
記
の
そ
れ

に
も

「
修
習
孔
雀
之
咒
法

證
得
奇
異
之

験
術

駈
使
鬼
神

得
之
自
在
…
…
」
と

い
う
。
鬼
神
を
役
使
す
る
の
法
を
身

に
体

得
す
る
こ
と
は
、

仙
人
と
し
て
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
な
の
で
あ
る
。

漢
の

鸚
醸
曙
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る

『列
仙
伝
』
巻
上
の

「黄
帝
」
中
に

「
能
劾
百
神
朝
而

使
塗

と
叙
し
・
抱
朴
子
の
萋

灘
響

よ
る

『神
仙
伝
』
の
中
で
も

暑

子

(巻

一
)

・
劉
根

(巻
三
)

・
左
慈

(巻
五
)

・
葛
玄

(巻
七
)
」
等
に
鬼
神
を

役
使
す

る
内
容
が
見
え
る
。

こ
こ
に
し
て
行
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
神
仙
と
し
て
、
ま

っ
た
き

姿
を
得
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
来
る
と
き
、
霊
異
記
で
の

「
一
語
主
大
神
」
そ
の
も
の
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

行
者
に
使
役
せ
ら
れ
る
百
神

・
鬼
神
の
う
ち
に
含

ま
る
べ
き
存
在
な
の

で

は

な

い

か
。

つ
ま
り

「
困
果
応
報
を
説
く
も
の
で
な
い
…
…
異
色
の
縁
で
あ
る
」
こ
の

一
編

は
、
行
者
を
め
ぐ

っ
て
の
神
仙
伝
や
列
仙
伝
的
な
記
述
と
し
て
も
十
分
読
み
得
る
の

で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
霊
異
記
の
伝
承
を
そ
う
し
た
単
発
の
も
の
と
決
定
し
て
し
ま

う
こ
と
に
は
、
周
辺
に
そ
の
余
の
要
素
を
あ
わ
せ
持

っ
て
い
る
点
が
多
い
の
で
問
題

が
残
り
そ
う
で
あ
る
。
コ

言
主
神
L
の
伝
承
自
体
を

神
仙
的
傾
向

の
も
の
と
し
て

理
解

・
解
釈
す
る
態
度
が
最
初
に
あ

っ
て
、
行
者
の
特
異
性
を
示
す
手
段
に
加
、兄
込

ま
れ
て
来
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

(
1
)
(
2
)

『
古
事
記
伝
』
巻
三

(
3
)

『
日
本
神
話

の
研
究
第
四
巻
』
第
三
章

(
4
)

(
3
)
同
書
同
章

一
九
八
頁

(
5
)

拙
稿

「
神

々
の
戦

い
」
(『
軍
記
物

と
そ

の
周
辺
誰
轍
淋
釟
鄰
鱒
黜
』
所
収
)
参
照

(
6
)

『
日
本
古
典

の
研
究
下
巻
』
第

一
章
参
照

(
7
)

『
新
稿

日
本
古
代
文
化
』
第

一
章
参
照

(
8
)

(
7
)
同
書

一
二
〇
頁

(
9
)

『
神
仙
思
想
』

三
五
頁

(
10
)

『
古
事

記
伝
』
巻

四
十
二

(
11
)

「
ご
言
主
考
」
(
『定

本
柳
田
国
男
集
第

九
巻

』
)
三

一
六
頁

(
12
)
(13
)
(
14
)

(
3
)
同
書
同
章

一
九
四
～

一
九
六
頁

(15
)

『
古
事
記
伝
』
巻
四
十

二

(
16
)

(
3
)
同
書
同
章

一
九

二
頁

(
17
)

大
系
本

『
日
本
霊
異
記
』

一
三
四
頁
頭
注

(
18
)

『
叢
書
集
成
初
編

』
(商
務
印
書
館
)
本

に
よ
る
。

こ
こ
に
見
、兄
る

「
百
神
」

に

つ

い
て
は
、

た
と
え
ば
沢

田
瑞
穂
氏

の
現

代
語

訳

(
『
中
国
古
典
交
学
大
系

』

第

八

巻
所
収
)

で
は

「
鬼
神
」

と
あ

る
。

(10)
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