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太
陽
神
の
渡
海
伝
承

洪　
　

聖
牧

一

日
本
の
九
州
地
方
は
古
代
か
ら
大
陸
と
の
交
流
の
盛
ん
な
地
域
で

あ
っ
た
。
特
に
隣
の
韓
半
島
か
ら
は
多
く
の
人
々
が
渡
来
し
、
日
韓

の
貿
易
や
文
化
交
流
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
古
代
韓
国

に
お
い
て
、
国
の
始
祖
神
の
誕
生
の
特
徴
と
し
て
母
が
太
陽
の
光
に

よ
っ
て
卵
を
生
み
、
そ
の
卵
か
ら
太
陽
神
の
御
子
が
誕
生
す
る
と
い

う「
日
光
感
精
型
神
話
」と「
卵
生
神
話
」の
モ
チ
ー
フ
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
太
陽
神
信
仰
は
渡
来
人
氏
族
に
よ
っ
て
様
々
な
形
の
伝
承

と
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
九
州
地
方
は
、
宇
佐
八
幡
縁
起
や
住
吉
縁
起
な
ど
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
流
さ
れ
る
日
の
御
子
伝
承
や
、
海
の
彼
方
か
ら

来
臨
す
る
母
子
神
伝
承
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
神
社
縁
起
は
天
皇
家
の
系
譜
に
組
み
込
ま
れ

た
り
、仏
教
の
伝
来
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
り
し
て
本
来
の
形
を
保
っ

て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
伝
承
は
、
す
べ

て
「
無
」
の
状
態
か
ら
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
必
ず
そ

の
根
源
を
な
す
本
来
の
伝
承
が
そ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
太
陽
神
の
渡
海
伝
承
も
ま
た
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
ア
マ
テ
ラ

ス
成
立
以
前
か
ら
伝
わ
る
古
い
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
太
陽

神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
皇
家
の
守
護
神
と
し
て
伊
勢
に
降
臨
し
、
鎮
座

し
て
か
ら
後
に
、
さ
ら
に
ま
た
新
し
い
太
陽
神
と
、
そ
の
御
子
と
母

神
の
来
臨
を
語
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
代
の
諸
文
献
に
見
え
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と

神
功
・
応
神
天
皇
の
諸
伝
承
を
検
討
し
、
太
陽
神
の
渡
海
伝
承
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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二

神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
伝
承
は
三
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
仲
哀
天
皇
の
死
後
、
神
託
を
う
け
た
神
功
皇
后
が
新
羅
を

征
伐
す
る
外
征
譚
で
あ
る
。
第
二
は
、
新
羅
を
征
伐
し
た
神
功
皇
后

が
応
神
天
皇
を
出
産
し
て
即
位
さ
せ
る
内
治
譚
で
あ
る
。
そ
し
て
第

三
は
、
神
功
皇
后
の
母
系
先
祖
に
あ
た
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
渡
来
伝

承
譚
で
あ
る
。

こ
う
し
た
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
は
、

大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
だ
け

で
な
く
、『
風
土
記
』
及
び
『
住
吉
大
社
神
代
記
』、『
八
幡
宇
佐
御
託

宣
集
』
な
ど
の
民
間
伝
承
に
も
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
は
、
矛
と
い
う
太
陽
神
を
象
徴
す
る
呪
物
（
祭

具
）
を
御
神
体
と
し
、
そ
れ
を
ま
つ
る
渡
来
人
氏
族
が
も
た
ら
し
た

韓
半
島
の
太
陽
神
が
渡
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
神
の
後
裔

神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
伝
承
も
、
海
を
渡
る
太
陽
神
の
御
子
と
母

神
と
の
母
子
神
来
臨
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
諸
文
献

に
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
日
韓
太
陽
信
仰
の
相
関
性
を
考
察
す

る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
古
代
に
お
け
る
日
韓
の

交
流
の
伝
承
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
韓
半
島
の
太
陽
神
の
渡
来
伝
承
で
あ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
渡
来
伝
承
は
、『
古

事
記
』
の
応
神
天
皇
条
に
、
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
垂
仁
天
皇

条
に
そ
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
よ

う
な
民
間
伝
承
に
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
神
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
や
イ
ワ
ノ
オ
ホ
カ
ミ
（
伊
和
の
大
神
）
と
国
占
め
の

争
い
を
す
る
、
い
わ
ば
神
代
の
人
物
（
神
）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

昔
、
新し
ら
ぎ羅
の
国こ
に
き
し主
の
子
有
り
き
。
名
は
天あ
め
の之
日ひ

矛ぼ
こ

と
謂
ひ
き
。

是
の
人
參ま
ゐ

渡
り
來
つ
。
參
渡
り
來
つ
る
所ゆ

ゑ以
は
、
新
羅
国
に
一

つ
の
沼
有
り
。
名
は
阿あ

ぐ

ぬ

ま

具
奴
摩
と
謂
ひ
き
。
此
の
沼
の
邊ほ
と
り
に
、

一あ
る

賎い
や

し
き
女
を
み
な

晝
寢
し
き
。
是
に
日
虹
の
如
く
耀か
が
や
き
て
、
基
の

陰ほ

と上
に
指
し
し
を
、亦
一
賎
し
き
夫を
と
こ、其
の
状さ
ま

を
異あ
や

し
と
思
ひ
て
、

恒
に
其
の
女
人
の
行わ
ざ

を
伺
ひ
き
。
故
、
是
の
女
人
、
其
の
晝
寢

せ
し
時
よ
り
妊は

ら身
み
て
、
赤
玉
を
生
み
き
。
爾
に
其
の
伺
へ
る

賎
し
き
夫
、
其
の
玉
を
乞
ひ
取
り
て
、
恒
に
裹つ
つ

み
て
腰
に
著つ

け

き
。
此
の
人
田
を
山た

に谷
の
間
に
栄つ
く

り
き
。
故
、
耕た
び
と人
等ど
も

の
飮を
し
も
の食

を
、
一
つ
の
牛
に
負お
ふ

せ
て
山
谷
の
中
に
入
る
に
、
其
の
国こ
に
き
し主
の

子
、天
之
日
矛
に
遇あ逢
ひ
き
。爾
に
其
の
人
に
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
、

「
何
し
か
も
汝な

は
飮
食
を
牛
に
負
せ
て
山
谷
に
入
る
。
汝
は
必
ず

是
の
牛
を
殺
し
て
食
ふ
な
ら
む
。」
と
い
ひ
て
、
即
ち
其
の
人
を

捕
へ
て
、
獄ひ
と
や囚
に
入
れ
む
と
す
れ
ば
、
其
の
人
答
へ
て
曰
ひ
し

く
、「
吾あ
れ

牛
を
殺
さ
む
と
に
は
非
ず
。
唯た
だ

田た
び
と人
の
食
を
し
も
のを
送
る
に
こ
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そ
。」
と
い
ひ
き
。
然
れ
ど
も
猶
赦ゆ
る

さ
ざ
り
き
。
爾
に
其
の
腰
の

玉
を
解
き
て
、
其
の
国
主
の
子
に
幣ま
ひ

し
つ
。
故
、
其
の
賎
し
き

夫
を
赦
し
て
、
其
の
玉
を
將も

ち
來
て
、
床
の
邊べ

に
置
け
ば
、
即

ち
美う
る
は麗
し
き
孃を
と
め子
に
化な

り
き
。
仍よ

り
て
婚ま
ぐ
はひ
し
て
嫡む
か
ひ
め妻
と
爲し

き
。

爾
に
其
の
孃
子
、
常
に
種く
さ
ぐ
さ種
の
珍た
め
つ
も
の味
を
設ま

け
て
、
恒
に
其
の
夫
ひ
こ
ぢ

に
食
は
し
め
き
。
故
、
其
の
国
主
の
子
、
心
奢お
ご

り
て
妻め

を
詈の

る

に
、
其
の
女
人
の
言
ひ
け
ら
く
、「
凡
そ
吾
は
、
汝い
ま
しの
妻
と
爲な

る

べ
き
女
に
非
ず
。
吾
が
祖お
や

の
国
に
行
か
む
。」
と
い
ひ
て
、
即
ち

竊ひ
そ

か
に
小を
ぶ
ね船
に
乗
り
て
逃に遁
げ
渡
り
來
て
、
難
波
に
留
ま
り
き
。

此
は
難
波
の
比
賣
碁
曾
の
社
に
坐
す
阿
加
流
比
賣
神
と
謂
ふ
。

（『
古
事
記
』
中
巻
・
応
神
天
皇
）

こ
う
し
た
『
古
事
記
』
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
の
顕
著
な
特
色
と

し
て
、
太
陽
神
と
太
陽
信
仰
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
が
日

光
に
感
じ
て
妊
娠
し
、
太
陽
神
の
御
子
を
生
む
と
い
う
神
話
を
一
般

に
日
光
感
精
型（

�
（

と
い
う
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
が
、
あ
る
女
が
日

光
感
精
に
よ
り
妊
娠
し
、
赤
玉
を
生
み
、
そ
の
赤
玉
が
女
神
と
化
し

た
と
い
う
、
日
光
感
精
型
の
神
話
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
赤
玉
や
白
い
石
が
乙
女
に
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
卵
か

ら
太
陽
神
の
御
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
卵
生
神
話
の
一
種
の
変
容
し

た
形
で
あ
ろ
う
と
、
三
品
彰
英
、
福
島
秋
穂
氏
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
い
る（

�
（

。
さ
ら
に
こ
の
赤
玉
は
、
日
の
出
の
時
見
え
る
太
陽
そ
の

も
の
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ

の
渡
来
伝
承
を
伝
え
た
渡
来
人
た
ち
の
持
っ
て
き
た
太
陽
祭
具
と
し

て
の
呪
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
記
紀
に
伝
え
る
、
ア
メ

ノ
ヒ
ボ
コ
の
子
孫
で
あ
る
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
常
世
国
に
あ
る
ト
キ
ジ
ク

ノ
カ
ク
ノ
コ
ノ
ミ
を
取
り
に
行
く
伝
承
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

（
一
）
又
天
皇
、
三み
や
け
の
む
ら
じ
ら

宅
連
等
の
祖
、
名
は
多た

ぢ

ま

も

り

遲
摩
毛
理
を
常と
こ
よ世
の

國
に
遣
は
し
て
、
登と

き

じ

く

の

か

岐
士
玖
能
迦
玖く

能の

木こ
の

實み

を
求
め
し
め
た
ま

ひ
き
。	

（『
古
事
記
』
中
巻
・
垂
仁
天
皇
）

（
二
）
九
十
年
の
春は
る

二き
さ
ら
ぎ月
の
庚か
の
え
ね子
の
朔
つ
い
た
ち
の
ひに
、
天
皇
、
田た

道ぢ

ま間
守も
り

に
命
み
こ
と
お
ほせ
て
、
常と
こ
よ
の
く
に

世
國
に
遣つ
か
はし
て
、
非と
き
じ
く時
の
香か
く
の
み菓
を
求
め
し
む
。

（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
九
十
年
二
月
）

松
前
健
氏
は
こ
の
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
伝
承
に
つ
い
て
、
西
欧
の
神
話

に
見
え
る
、ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
「
金
の
リ
ン
ゴ
」
を
求
め
て
、西
方
の
「
ヘ

ス
ペ
リ
デ
ス
の
花
園
」
に
航
海
す
る
話
や
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ク
ー

フ
ー
レ
イ
ン
が
、
光
り
輝
く
リ
ン
ゴ
や
光
の
輪
に
乗
っ
て
「
影
の
国
」

を
訪
ね
る
話
な
ど
、み
な
太
陽
呪
儀
、つ
ま
り
太
陽
の
象
徴
を
操
っ
て
、

司
祭
た
ち
が
祭
祀
を
行
う
儀
礼
の
縁
起
譚
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い

る（
�
（

。
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
取
り
に
行
っ
た
と
伝
え
る
「
ト
キ
ジ
ク
ノ
カ
ク

ノ
コ
ノ
ミ
」
と
い
う
の
は
、「
ト
キ
ジ
ク
」
が
「
時
を
定
め
ず
常
に
あ

る
」
意
で
、「
カ
ク
」
は
「
光
り
輝
く
」
意
で
あ
る
か
ら（

（
（

、「
常
に
光

り
輝
く
霊
果
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
太
陽
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
。
ま
た
松
前
氏
の
指
摘
を
考
慮
す
る
と
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
の

伝
承
も
ま
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
話
と
同
様
、
渡
来
人
た
ち
の
も
た
ら

し
た
太
陽
を
祀
る
儀
礼
と
深
く
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
見
て
い
い

だ
ろ
う
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
「
ヒ
ボ
コ
」
か
ら
も
、
太
陽
儀
礼
が
窺
え
る
。

こ
れ
も
お
そ
ら
く
太
陽
の
象
徴
物
で
あ
っ
て
、
太
陽
祭
祀
や
儀
礼
に

用
い
ら
れ
る
呪
器
や
神
宝
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
日
本
書
紀
』
に
伝
わ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
も
た
ら
し
た
神
宝
の
名

か
ら
も
、
太
陽
の
象
徴
と
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
。
玉
や
赤
石
の
玉
、

出
石
の
桙
、
日
鏡
、
熊
の
神
籬
と
い
っ
た
物
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

仍よ

り
て
貢た
て
ま
つ獻
る
物も
の

は
、
葉は
ほ
そ細
の
珠た
ま

・
足あ
し

高た
か

の
珠
・
鵜う

鹿か

鹿か

の

赤あ
か
し石
の
珠
・
出い
づ
し石
の
刀か
た
な子
・
出
石
の
槍ほ
こ

・
日ひ
の

鏡か
が
み・
熊
の
神ひ
も
ろ
き籬
・

膽い

さ

さ
狹
淺
の
大た

ち刀
、
併あ
は

せ
て
八や

物く
さ

あ
り
。

（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
）

こ
う
し
た
神
宝
に
つ
い
て
松
前
氏
は
、
熊
の
神
籬
の
ク
マ
は

「
神く
ま
し
ね稲
」
な
ど
の
「
神
聖
さ
」
を
表
す
語
で
あ
り
、
ヒ
モ
ロ
キ
は
神
霊

を
招
く
た
め
の「
オ
ギ
シ
ロ
と
し
て
の
神
木
」を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、

太
陽
神
を
祀
る
た
め
の
祭
器
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
、
玉

と
か
鏡
と
か
、
刀
剣
と
か
の
、
聖
具
を
か
け
、
太
陽
神
を
ま
つ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
て
い
る（

（
（

。
ま
た
松
本
信
広
氏
は
、
記
紀
に
伝

わ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
名
の
、
矛
も
槍
も
太
陽
の
標
章
で
あ
り
、
彼

が
朝
鮮
か
ら
将
来
し
た
宝
物
の
中
に
日
の
鏡
お
よ
び
熊
の
神
籬
が
あ

る
。
前
者
は
お
そ
ら
く
は
太
陽
よ
り
光
線
を
と
る
陽
燧
の
類
で
あ
ろ

う
か
。
熊
の
神
籬
は
、
一
種
の
神
聖
な
神
叢
の
類
で
あ
ろ
う
、
と
説

い
て
い
る（

（
（

。

こ
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
も
た
ら
し
た
神
宝
は
、
垂
仁
紀
に
よ
れ
ば
、

天
皇
が
ヒ
ボ
コ
の
曾
孫
キ
ヨ
ヒ
コ
（
清
彦
）
に
命
じ
て
献
上
さ
せ
た
。

キ
ヨ
ヒ
コ
は
や
む
な
く
神
宝
を
天
皇
に
献
上
し
た
が
、
出
石
の
小
刀

だ
け
は
隠
し
て
持
っ
て
い
た
が
、
発
覚
し
て
再
度
献
上
し
た
と
い
う
。

八
十
八
年
の
秋あ
き

七ふ
み
づ
き月
の
己
つ
ち
の
と
の
と
り
酉
の
朔
戊
つ
ち
の
え

午う
ま
の
ひに
、
群
ま
へ
つ
き
み
た
ち
卿
に
詔
し

て
曰の
た
まは
く
、「
朕わ
れ

聞き

く
、
新し
ら
ぎ羅
の
王せ
し
む子
天あ
め
の
ひ
ほ
こ

日
槍
、
初
め
て
來ま
う
こし
時

に
、
將も

て
來き
た

れ
る
寶た
か
ら物
、
今
但た
ぢ
ま馬
に
有
り
。
元は
じ

め
國く
に

人ひ
と

の
爲た
め

に

貴た
ふ
とび
ら
れ
て
、
則
ち
神か
む

寶た
か
らと
爲な

れ
り
。
朕
、
其
の
寶
物
を
見み
ま
ほ欲

し
」
と
の
た
ま
ふ
。
即そ
の
ひ日
に
使つ
か
ひ者
を
遣つ
か
はし
て
、
天
日
槍
の
曾ひ
ひ
こ孫

清き
よ
ひ
こ彦
に
詔
し
て
獻
た
て
ま
つら
し
め
た
ま
ふ
。
是こ
こ

に
、
清
彦
、
勅
み
こ
と
の
りを

被

う
け
た
ま
は

り
て
、
乃す
な
はち
自
ら
神
寶
を
捧さ
さ

げ
て
獻
る
。
羽は

太ふ
と

の
玉た
ま

一ひ
と

箇つ

・
足あ
し

高た
か

の
玉
一
箇
・
鵜う

鹿か

鹿か

の
赤あ
か
し石
の
玉
一
箇
・
日ひ
の

鏡か
が
み

一ひ
と

面つ

・
熊
の

神ひ
も
ろ
き籬
一ひ
と

具そ
な
へな
り
。
唯た
だ

し
小か
た
な刀
一ひ
と
つの
み
有
り
。
名
を
出い
づ
し石
と
曰
ふ
。

則
ち
清
彦
忽た
ち
ま
ちに
刀か
た
な子
は
獻
ら
じ
と
以お

も爲
ひ
て
、
仍
り
て
袍こ
ろ
もの
中う
ち

に
匿か
く

し
て
、
自み
づ
から
佩は

け
り
。
天
皇
、
未
だ
小
刀
を
匿
し
た
る
情
こ
こ
ろ

を
知し
ろ

し
め
さ
ず
し
て
、
清
彦
を
寵め
ぐ

ま
む
と
欲お
も
ほし
て
、
召め

し
て
酒み
き
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を
御み
も
と所
に
賜
ふ
。
時
に
刀
子
、
袍
の
中
よ
り
出
で
て
顯あ
ら
はる
。
天

皇
見み
そ
な
はし
て
、
親み
づ
から
清
彦
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
爾い
ま
しが
袍
の
中
の

刀
子
は
、
何な
に

す
る
刀
子
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰こ
こ

に
清
彦
、
刀
子

を
得え

匿か
く

す
ま
じ
き
こ
と
を
知
り
て
、
呈あ
ら
はし
言ま
う

さ
く
、「
獻
る
所
の

神
寶
の
類た
ぐ
ひな
り
」
と
ま
う
す
。
則
ち
天
皇
、
清
彦
に
謂か
た

り
て
曰

は
く
、「
其
の
神
寶
は
、
豈あ
に

類
を
離さ

く
る
こ
と
得
む
や
」
と
の
た

ま
ふ
。
乃す
な
はち
出い
だ

し
て
獻
る
。
皆み
な

神み
く
ら府
に
藏を
さ

め
た
ま
ふ
。

（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
十
八
年
七
月
）

こ
れ
は
大
和
朝
廷
が
地
方
の
豪
族
の
所
有
し
て
い
た
、
神
宝
と
称

さ
れ
る
祭
具
ま
た
は
呪
物
を
強
制
的
に
召
し
上
げ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
を
も
た
ら
し

た
渡
来
人
一
族
の
神
宝
を
献
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
も

つ
祭
祀
権
、
い
わ
ば
神
威
の
源
泉
を
吸
収
し
た
と
い
え
よ
う
。
特
に

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
曾
孫
キ
ヨ
ヒ
コ
が
神
宝
を
天
皇
に
献
上
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
渡
来
人
の
ヒ
ボ
コ
一
族
の
太
陽
信
仰
を
吸
収
し
た
の
で

あ
り
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
太
陽
神
一
元
化
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
記
紀
に
伝
え
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
が
、
皇
統

を
記
す
帝
紀
の
部
分
に
ま
で
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ヒ
ボ
コ
一
族
と

大
和
朝
廷
と
の
間
に
特
別
な
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

彼
の
も
つ
太
陽
神
の
性
格
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三

玉
や
石
の
よ
う
な
、
卵
を
連
想
さ
せ
る
も
の
か
ら
太
陽
神
の
御
子

が
生
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
は
、『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事（

（
（

』
と
い
っ

た
古
代
韓
国
の
文
献
に
も
見
え
、
高
句
麗
の
始
祖
高
朱ジ
ュ
モ
ン蒙
王
の
出
生

譚
が
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
時
、
扶
余
の
王
金
蛙
が
太
白
山
の
南
の
優

渤
水
で
一
人
の
女
に
会
っ
た
。
女
は
河
伯
（
河
の
神
）
の
娘
柳
花
で
、

天
帝
の
子
解
慕
漱
に
私
通
さ
れ
た
た
め
、
父
母
に
責
め
ら
れ
て
遂
に

優
渤
水
に
謫
居
さ
れ
た
と
い
う
。
金
蛙
王
は
不
思
議
に
思
い
、
柳
花

を
室
中
に
幽
閉
す
る
と
、
日
光
が
さ
し
て
女
を
照
ら
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
妊
娠
し
、
大
き
さ
五
升
の
一
つ
の
卵
を
産
ん
だ
。
そ
の
卵
か
ら
一

人
の
男
児
が
殼
を
破
っ
て
出
て
き
た
。
そ
の
顔
貌
優
れ
て
い
て
、
七

歳
で
聡
明
な
る
こ
と
群
を
抜
い
て
い
た
。
ま
た
自
ら
弓
矢
を
作
っ
て

射
る
と
、
百
発
百
中
で
あ
っ
た
。
扶
余
の
俗
語
に
優
れ
た
射
手
を
朱

蒙
と
い
う
の
で
、
彼
は
朱
蒙
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。

於
是
時
、
得
女
子
於
太
白
山
南
優
渤
水
。
問
之
曰
、
我
是
河
伯

之
女
、
名
柳
花
。
與
諸
弟
出
遊
、
時
有
一
男
子
。
自
言
天
帝
子

解
慕
漱
、
誘
我
於
熊
心
【
心
、
遺
志
作
神
】
山
下
、
鴨
淥
邊
室

中
私
之
、
即
往
不
返
。
父
母
責
我
無
媒
而
從
人
、
遂
謫
居
優
渤

水
。
金
蛙
異
之
、
幽
閉
於
室
中
、
爲
日
所
炤
、
引
身
避
之
、
日

影
又
逐
而
炤
之
。
因
而
有
孕
、
生
一
卵
。
大
如
五
升
許
。
王
棄
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之
與
犬
豕
、
皆
不
食
。
又
棄
之
路
中
、
牛
馬
避
之
。
後
棄
之
野
、

鳥
覆
翼
之
。
王
欲
剖
之
、不
能
破
。
遂
還
其
母
。
其
母
以
物
裹
之
、

置
於
暖
處
。
有
一
男
兒
、
破
殼
而
出
。
骨
表
英
奇
。
年
甫
七
歳
、

嶷
然
異
常
。
自
作
弓
矢
射
之
、
百
發
百
中
。
扶
餘
俗
語
、
善
射

爲
朱
蒙
。
故
以
名
云
。（『
三
国
史
記
』
巻
十
三
、
高
句
麗
本
紀
第
一
）

ま
た
新
羅
の
始
祖
赫ヒ
ョ
ク

居コ

世セ

王
や
昔ソ
ク

脱タ
ル
ヘ解
王
、
加
羅
の
金キ
ム

首ス

露ロ

王
な

ど
の
出
生
も
、
み
な
一
種
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
卵
生
神
話
の

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
お
り
、
古
代
韓
国
の
諸
国
の
始
祖
王
伝
承
に
共

通
す
る
話
型
で
あ
る（

（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
が
古
代
韓
国
に
伝
わ
る
日

光
感
精
神
話
お
よ
び
卵
生
神
話
と
深
く
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
古
代
に
お
け
る
日
本
と
韓
国
の
文
化
的
交
流
を
窺

わ
せ
る
。
三
品
氏
は
、
こ
う
し
た
話
型
は
記
紀
を
は
じ
め
風
土
記
の

語
る
伝
説
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
外
来
系
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の

分
布
が
東
南
ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
南
方
地
域
に

広
く
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
日
本
の
ア
カ
ル
ヒ
メ
の
赤
玉
も
、

そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
論
じ
た（

（
（

。
ま
た
松
前
氏
は
、

朝
鮮
の
諸
王
の
卵
生
説
話
で
は
、
高
朱
蒙
の
場
合
だ
け
明
ら
か
に
日

光
感
精
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
存
し
、
他
の
場
合
に
は
そ
の
モ
チ
ー
フ

が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の
卵
生
型
の
話

に
は
、
み
な
太
陽
が
関
連
し
て
語
ら
れ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
パ
ガ
ア
ン

王
朝
の
始
祖
伝
承
や
、
台
湾
の
パ
イ
ワ
ン
族
の
始
祖
伝
承
な
ど
に
は
、

太
陽
が
卵
を
生
み
、
ま
た
は
卵
を
降
臨
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
日
の
御
子

と
し
て
の
始
祖
の
英
雄
が
誕
生
し
た
、
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

松
前
氏
の
指
摘
通
り
、『
三
国
史
記
』
と
『
三
国
遺
事
』
に
記
さ
れ

て
い
る
卵
か
ら
生
ま
れ
た
諸
王
の
伝
承
は
、
国
の
始
祖
や
王
が
太
陽

神
の
御
子
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
の
卵
は
一
種
の
太
陽
の
象
徴
で
あ
り
、
記
紀
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
伝
承
の
赤
玉
や
白
い
石
も
、
こ
の
場
合
の
卵
と
同
様
一
種
の
太
陽

の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
の
よ
う
に
、
韓
半
島
の
太
陽
神
の
渡

来
に
関
し
て
、『
三
国
遺
史
』
奇
異
巻
第
一
に
延ヨ
ン

烏オ

郎ラ
ン

・
細セ

烏オ

女ニ
ョ

の
渡

海
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
新
羅
第
八
阿
達
羅
王
の
時
、
東
海
の

浜
に
延
烏
郎
・
細
烏
女
と
い
う
夫
婦
が
い
た
。
あ
る
日
、
延
烏
郎
が

海
藻
を
採
る
と
き
、
一
つ
の
巌
が
現
れ
彼
を
負
っ
て
日
本
に
行
っ
て

し
ま
っ
た
。
つ
い
た
と
こ
ろ
の
国
の
人
々
は
、「
此
れ
、
常
人
に
非
ざ

る
な
り
」
と
い
っ
て
王
と
し
た
。
細
烏
女
が
夫
を
探
し
て
海
に
行
く

と
、ま
た
そ
の
巌
が
現
れ
て
彼
女
を
負
っ
て
日
本
に
行
っ
た
。す
る
と
、

細
烏
女
は
延
烏
郎
と
再
会
し
、
妃
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
新
羅
の
日

月
が
光
を
な
く
し
た
。
占
い
師
は
「
日
月
の
精
は
我
が
国
に
降
り
て

い
た
が
、
今
日
本
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
こ
う
し
た
異
変
が
起
き

た
」
と
申
し
上
げ
た
。
王
は
使
を
遣
は
し
て
、
二
人
に
新
羅
に
帰
っ
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て
く
る
よ
う
に
と
要
請
し
た
。
し
か
し
延
烏
郎
は
、「
私
た
ち
が
こ
の

国
に
到
っ
た
の
は
天
の
意
志
で
あ
る
か
ら
、
帰
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

細
烏
女
の
織
っ
た
綃
で
祀
り
を
す
れ
ば
、
日
月
は
元
通
り
に
な
る
で

し
ょ
う
」
と
い
い
綃
を
渡
し
た
。
言
わ
れ
た
と
お
り
祀
る
と
、
日
月

は
元
通
り
に
な
っ
た
。
そ
の
綃
は
庫
に
蔵
し
て
国
宝
と
し
た
。
そ
の

庫
を
名
づ
け
て
貴
妃
庫
と
い
い
、
天
を
祀
る
所
は
迎
日
縣
、
ま
た
都

祈
野
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

第
八
、
阿
達
羅
王
即
位
四
年
丁
酉
、
東
海
辺
有
延
烏
郎
・
細
烏
女
、

夫
婦
而
居
。
一
日
、
延
烏
帰
海
採
藻
、
忽
有
一
巖
（
一
云
一
魚
）、

負
帰
日
本
、
国
人
見
之
曰
「
此
非
常
人
也
」、
乃
立
爲
王
。（
按

『
日
本
帝
記
』、
前
後
無
新
羅
人
爲
王
者
、
此
乃
邊
邑
小
王
而
非
眞
王
也
。）

細
烏
怪
夫
不
来
、
帰
尋
之
、
見
夫
脫
鞋
、
亦
上
其
巖
、
巖
亦
負

帰
如
前
。
其
国
人
驚
訝
、
奏
献
於
王
、
夫
婦
相
会
、
立
爲
貴
妃
。

是
時
、
新
羅
日
月
無
光
、
日
者
奏
云
「
日
月
之
精
、
降
在
我
国
、

今
去
日
本
、
故
致
斯
怪
」。
王
遣
使
求
二
人
、
延
烏
曰
「
我
到
此

国
、
天
使
然
也
、
今
何
帰
乎
。
雖
然
朕
之
妃
有
所
織
細
綃
、
以

此
祭
天
可
矣
。」
仍
賜
其
綃
。
使
人
来
奏
、
依
其
言
而
祭
之
、
然

後
日
月
如
舊
。
藏
其
綃
於
御
庫
爲
国
宝
、名
其
庫
爲
「
貴
妃
庫
」。

祭
天
所
名
「
迎
日
縣
」、
又
「
都
祈
野
」。

（『
三
国
遺
史
』
紀
異
巻
第
一
）

右
記
の
『
三
国
遺
史
』
の
伝
承
に
つ
い
て
、「
迎
日
縣
」
と
い
う
地

名
や
そ
こ
で
太
陽
を
祀
る
た
め
の
綃
を
蔵
す
る
「
貴
妃
庫
」
と
い
う

名
か
ら
、
太
陽
を
祀
る
儀
礼
が
貴
妃
、
す
な
わ
ち
高
貴
な
巫
女
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
高
貴
な
巫
女
が
こ
の
神
話

上
の
日
精
の
妻
細
烏
女
の
原
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
神
話
の
発

生
に
太
陽
を
祀
る
儀
礼
が
そ
の
背
景
に
あ
り
、
こ
の
神
話
と
儀
礼
と

は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
伝
承
で
は
、

細
烏
女
の
織
っ
た
綃
を
も
っ
て
祀
り
を
行
っ
て
太
陽
と
月
は
元
通
り

に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
こ
の
話
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
織
女
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
の
伝
承
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

又
天
照
大
神
の
、
方
み
ざ
か
りに
神か
む

衣み
そ

を
織
り
つ
つ
、
齋い
み
は
た
ど
の

服
殿
に
居ま

し
ま

す
を
見
て
、
則
ち
天
斑
駒
を
剥
さ
か
は
ぎ
に
はぎ
て
、
殿
お
ほ
と
のの
甍い
ら
かを
穿う
が

ち
て
投

げ
納い

る
。
是こ

の
時
に
、
天
照
大
神
、
驚お
ど
ろ動
き
た
ま
ひ
て
、
梭か
び

を

以も

て
身
を
傷い
た

ま
し
む
。	

（『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
第
七
段
本
文
）

記
紀
に
伝
わ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
と
、『
三
国
遺
史
』
の
延

烏
郎
・
細
烏
女
と
は
別
の
神
話
系
統
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
日
本

書
紀
』
の
記
事
の
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
原
像
を
、
太
陽
神
を
ま

つ
る
た
め
に
神
衣
を
織
る
巫
女
的
存
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
両
伝

承
は
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
十
分
考
え
ら
れ
る
。ま
た『
三
国
遺
史
』

に
は
「
日
月
の
精
」
を
迎
え
る
た
め
行
っ
た
儀
礼
に
関
し
て
、
具
体

的
な
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
岩
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戸
伝
承
か
ら
推
測
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
に
怒
り
、
天
岩
戸
に
隠
れ
た
と

き
、
神
た
ち
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
外
に
引
き
出
す
た
め
に
儀
礼
を
行
う
。

そ
の
儀
礼
と
は
、「
五
百
箇
の
眞
坂
樹
」
を
根
ご
と
に
掘
り
取
っ
て
、

上
の
枝
に
は
「
八
坂
瓊
の
五
百
箇
の
御
統
」
を
掛
け
、
中
の
枝
に
は

「
八
咫
鏡
」
を
掛
け
、
下
の
枝
に
は
「
青
和
幣
、
和
幣
、
白
和
幣
」
を

掛
け
て
行
っ
た
と
い
う
。

亦
手た
ち
か
ら
を
の
か
み

力
雄
神
を
以
て
、
磐い
は

戸と

の
側と
わ
きに
立
か
く
し
たて
て
、
中
な
か
と
み
の
む
ら
じ

臣
連
の
遠
と
お
つ
お
や祖

天あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
命
、
忌い
み
べ部
の
遠
祖
太ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

玉
命
、
天あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

香
山
の
五い

ほ

つ
百
箇
の
眞ま

坂さ
か

樹き

を
掘
ね
こ
じ
に
こじ
て
、
上か
み
つ
え枝
に
は
八や

坂さ
か

瓊に

の
五
百
箇
の
御み
す
ま
る統
を
懸
と
り
か

け
、
中な
か
つ
え枝
に
は
八や

咫た
の

鏡か
が
み

一あ
る

に
云
は
く
、
眞ま

経ふ
つ
の津
鏡か
が
みと
い
ふ
。
を

懸
け
、
下し
づ
え枝
に
は
青あ
を
に
き
て

和
幣
、
和
幣
、
此
を
ば
尼に

き

て
枳
底
と
云
ふ
。

白し
ろ
に
き
て

和
幣
を
懸と
り
しで
て
、
相あ
ひ
と
も與
に
致の
み
い
の
り
ま
う

其
祈
祷
す
。
又
猨さ
る
め
の
き
み

女
君
の
遠
祖

天あ
ま
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
、
則
ち
手
に
茅ち

纏ま
き

の
矟ほ
こ

を
持
ち
、
天
石
窟
戸
の
前
に

立
た
し
て
、巧た
く
みに
作わ
ざ
を
き

俳
優
す
。（『
日
本
書
紀
』神
代
上
・
第
七
段
本
文
）

こ
の
祀
り
の
記
事
と
類
似
し
た
伝
承
が
『
筑
前
国
風
土
記
』
の
怡

土
郡
記
事
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
を
討

伐
す
る
た
め
に
筑
紫
に
御
幸
す
る
と
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
後
裔
イ
ト

テ
（
五
十
跡
手
）
が
天
皇
を
迎
え
る
た
め
に
船
上
で
行
っ
た
儀
礼
で
あ

る
。
そ
の
儀
礼
と
は
、「
五
百
枝
の
賢
木
」
を
根
ご
と
に
掘
り
取
っ
て
、

上
の
枝
に
は
「
八
尺
瓊
」
を
掛
け
、中
の
枝
に
は
「
白
銅
鏡
」
を
掛
け
、

下
の
枝
に
は
「
十
握
剣
」
を
掛
け
て
行
っ
た
と
い
う
。

筑つ
く
し
の
み
ち
の
く
ち
前

の
国
の
風
土
記
に
曰い

は
く
、
怡い

と土
の
郡こ
ほ
り。

昔む
か
し者
、
穴あ
な
と戸
の
豐と
よ
ら浦
の
宮
に
御
あ
め
の
し
た
し
ろ
宇
し
め
し
し
足
た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ

仲
彦
の
天
皇
、

球く

ま

そ

磨
噌
唹
を
討
た
む
と
し
て
筑つ
く
し紫
に
幸い
で
まし
し
時
、
怡
土
の
縣
あ
が
た

主ぬ
し

等ら

が
祖
、
五い

と

て

十
跡
手
、
天
皇
、
幸
し
ぬ
と
聞
き
て
、
五い

ほ

え
百
枝
の

賢さ
か

木き

を
拔こ
ぢ

取と

り
て
船
の
舳へ

艫と
も

に
立
て
、
上ほ
つ
え枝
に
八や
さ
か
に

尺
瓊
を
挂
け
、

中な
か
つ
え枝
に
白ま
す
み
の
か
が
み

銅
鏡
を
挂
け
、
下し
づ
え枝
に
十と
つ
か
の
つ
る
ぎ

握
剣
を
挂
け
て
、
穴
門
の

引ひ
き
し
ま嶋
に
參ま
ゐ

迎む
か

へ
て
献
た
て
ま
つり
き
。
天
皇
、
勅
み
こ
と
の
りし
て
、「
阿た

れ誰
人ひ
と

ぞ
」

と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
五
十
跡
手
奏ま
を

し
し
く
、「
高こ

ま麗
の
国
の
意お

ろ呂

山
に
天あ
め

よ
り
降く
だ

り
來
し
日ひ
ぼ
こ桙
の
苗す

ゑ裔
、
五
十
跡
手
是こ
れ

な
り
」
と

ま
を
し
き
。
天
皇
、
こ
こ
に
五
十
跡
手
を
譽ほ

め
て
曰
り
た
ま
ひ

し
く
、「
恪い
そ

し
き
か
も
伊い

そ

し
蘇
志
と
謂
ふ
。
五
十
跡
手
が
本も
と
つ
く
に土
は

恪い

そ勤
の
国
と
謂
ふ
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
今
、
怡
土
の
郡

と
謂
ふ
は
訛
よ
こ
な
まれ
る
な
り
。	

（『
逸
文　

筑
前
国
風
土
記
』
怡
土
郡
）

前
者
が
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
を
引
き
出
す
（
迎
え
る
）
た
め
、
天
岩

戸
の
前
で
行
っ
た
儀
礼
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
後

裔
で
あ
る
仲
哀
天
皇
を
迎
え
る
た
め
に
船
上
で
行
っ
た
儀
礼
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
儀
礼
は
、
サ
カ
キ
の
木
の
枝
に
玉
、
鏡
、
剣
と
幣
を
掛

け
て
行
っ
た
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ト
テ
が
自
分
を
高
麗
国
の
意
呂
山
に
降
臨
し
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の

後
裔
で
あ
る
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
儀
礼
は
古
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代
韓
国
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
十
分
考
え
ら
れ
る
。『
三
国
遺
史
』
の

場
合
、
太
陽
を
迎
え
る
た
め
に
祀
り
を
行
っ
た
と
い
う
記
述
し
か
見

え
な
い
が
、
そ
の
祀
り
が
ど
う
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
た
か
は
、

右
記
の
両
伝
承
を
通
じ
て
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

四

次
に
、
母
子
神
の
渡
海
伝
承
を
伝
え
る
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の

伝
承
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
神
功
皇
后
の
父
は
開
化
天
皇
の
曾
孫
と

い
わ
れ
、
近
江
の
坂
田
郡
の
豪
族
息
長
氏
の
出
身
で
あ
る
。
ま
た
皇

后
の
母
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
先
と
す
る
但
馬
の
出
石
一
族
の
出

身
で
あ
る
か
ら
、
皇
后
は
新
羅
と
関
係
の
深
い
人
物
と
し
て
記
紀
に

記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
伝
え

る
神
功
皇
后
の
伝
承
は
、
そ
の
ま
ま
の
歴
史
的
史
実
で
は
な
く
六
、七

世
紀
頃
、
大
和
朝
廷
と
古
代
朝
鮮
半
島
の
諸
国
と
の
長
い
間
続
い
た

政
治
、
文
化
、
軍
事
、
外
交
に
わ
た
る
交
渉
関
係
を
反
映
し
て
い
る

と
い
う
、
い
わ
ば
一
種
の
神
話
的
巫
女
王
伝
説
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

説
話
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
、
肥
後
和
男
、
植

村
清
二
、
水
野
祐
、
直
木
孝
次
郎
氏
ら
多
く
の
先
学
の
研
究
成
果
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
三
品
彰
英
、
塚
口
義
信
氏
ら
は
そ
の
原
像
を
母
子

神
崇
拝
か
ら
探
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
母
子
神
原
像
論
は
、
神
功
皇
后

の
伝
承
が
地
名
や
土
地
の
習
俗
の
由
来
譚
と
な
っ
た
り
、
霊
験
譚
の

形
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
神
話
的
側
面
を
神
功
皇
后
の
本
質

と
と
ら
え
た
。
そ
し
て
神
功
皇
后
と
そ
の
御
子
応
神
天
皇
の
伝
承
の

根
底
に
は
、
海
辺
に
ま
つ
ら
れ
る
母
子
神
の
崇
拝
が
あ
り
、
こ
れ
が

や
が
て
皇
統
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
歴
史
人
物
化
さ
れ
た
と
す
る
。

ま
た
神
功
皇
后
は
、
応
神
天
皇
の
母
后
と
い
う
形
と
な
っ
て
新
羅
征

伐
を
行
う
女
王
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

る（
（（
（

。
こ
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
神
功
皇
后
の
新
羅
征
伐
の
伝
承
を
検
討

し
て
み
よ
う
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
功
皇
后
は
仲
哀
天
皇
の
死

後
、
神
託
に
従
っ
て
天
神
地
祇
お
よ
び
諸
々
の
神
を
ま
つ
っ
て
か
ら

軍
船
を
整
え
、
軍
を
率
い
て
新
羅
遠
征
に
出
る
。
す
る
と
新
羅
の
王

は
戦
意
を
な
く
し
て
自
ら
降
伏
し
た
。
そ
し
て
皇
后
は
、
墨
江
大
神

の
荒
御
魂
を
も
っ
て
、
新
羅
国
を
守
る
守
り
神
と
し
て
祀
り
鎮
め
て

帰
還
し
た
と
い
う
。

今
寔ま
こ
とに
其
の
國
を
求
め
む
と
思
ほ
さ
ば
、
天
あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

神
地
祇
、
亦
山
神

及ま
た

河
海
の
諸
も
ろ
も
ろの
神
に
、
悉
に
幣み
て
ぐ
ら帛
を
奉
り
、
我
が
御み
た
ま魂
を
船
の

上
に
坐ま

せ
て
、
眞ま

木き

の
灰
を
瓠ひ
さ
ごに
納い

れ
、
亦
箸は
し
ま
た及
比ひ

ら

で
羅
傳
を
多さ
は

に
作
り
て
、
皆
皆
大
海
に
散
ら
し
浮
か
べ
て
度
り
ま
す
べ
し
。

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
備つ
ぶ

さ
に
教
へ
覺
し
た
ま
ひ
し
如
く
に

し
て
、
軍い
く
さを
整
へ
船
雙な

め
て
度
り
幸
で
ま
し
し
時
、
海
原
の
魚
、

大
き
小
さ
き
を
問
は
ず
、
悉
に
御
船
を
負
ひ
て
渡
り
き
。
爾
に
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順お
ひ
か
ぜ風
大い
た

く
起
り
て
、
御
船
浪
の
從ま
に
まに
ゆ
き
き
。
故
、
其
の
御
船

の
波な

み瀾
、
新し
ら
ぎ羅
の
國
に
押
し
騰あ
が

り
て
、
既
に
國
半な
か
らに
到
り
き
。

是
に
其
の
國こ
に
き
し王
、
畏か
し
こ惶
み
て
奏ま

を言
し
け
ら
く
、
今
よ
り
以の

ち後
は
、

天
皇
の
命み
こ
との
隨ま
に
まに
、
御み

馬ま

甘か
ひ

と
爲し

て
、
年
毎
に
船
雙な

め
て
、
船ふ
な

腹ば
ら

乾ほ

さ
ず
、
柁さ
を

檝か
ぢ

乾ほ

さ
ず
、
天あ
め
つ
ち地
の
共む

た與
、
退や

む
こ
と
無
く
仕

へ
奉
ら
む
。
と
ま
を
し
き
。
故か
れ

是
を
以
ち
て
新
羅
國
は
御
馬
甘

と
定
め
、
百く
だ
ら
の濟
國
は
渡わ
た
りの
屯み
や
け家
と
定
め
た
ま
ひ
き
。
爾
に
其
の

御
杖
を
、
新
羅
の
國
主
の
門か
ど

に
衝つ

き
立
て
て
、
即
ち
墨
す
み
の

江え
の

大
神

の
荒あ
ら

御み
た
ま魂
を
、
國
守
り
ま
す
神
と
爲
て
祭
り
鎭
め
て
還
り
渡
り

た
ま
ひ
き
。	
（『
古
事
記
』
中
巻
・
仲
哀
天
皇
）

右
は
『
古
事
記
』
の
記
事
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
の
記
事
も
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
神
功
皇
后
の
新

羅
征
伐
は
、
天
神
地
祇
の
助
力
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
実
際
の
戦
の

描
写
は
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
皇
后
の
軍
勢
を
見
て
気

を
失
っ
て
か
ら
醒
め
て
、
こ
れ
は
神
国
の
聖
王
の
率
い
る
神
兵
だ
と

い
う
新
羅
王
の
言
動
か
ら
も
こ
の
伝
承
を
歴
史
的
史
実
と
は
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う（

（（
（

。
こ
う
し
た
神
功
皇
后
伝
承
の
前
半
部
の
外
征
物
語

と
は
異
な
り
、
後
半
部
の
新
羅
か
ら
凱
旋
し
て
帰
還
す
る
神
功
皇
后

が
筑
紫
の
海
辺
で
皇
子
を
出
産
す
る
伝
承
は
、
典
型
的
な
「
太
陽
神

の
死
と
再
生
」
の
神
話
で
あ
る
。
こ
の
神
功
皇
后
伝
承
の
神
話
的
文

脈
を
貫
く
も
の
は
、
応
神
天
皇
の
母
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
。
神
功

皇
后
の
外
征
物
語
も
太
子
（
応
神
天
皇
）
の
懐
妊
中
の
出
来
事
で
あ
り
、

応
神
天
皇
を
胎
中
天
皇
と
呼
ん
で
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
神

功
皇
后
伝
承
の
外
征
物
語
は
あ
く
ま
で
も
応
神
天
皇
の
出
生
の
序
幕

に
す
ぎ
ず
、
応
神
天
皇
の
出
生
か
ら
即
位
ま
で
の
神
功
皇
后
伝
承
の

活
躍
ぶ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
仲
哀
天
皇
か
ら
応
神
天
皇
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
、
そ

の
連
続
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、神
功
皇
后
は
存
在
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
仲
哀
の
王
権
が
応
神
天
皇
の
王
権
へ
引
き
継

が
れ
て
い
く
に
は
、
神
功
皇
后
伝
承
の
前
半
部
が
語
っ
て
い
る
よ
う

に
、
熊
襲
討
伐
と
い
う
国
内
部
の
内
治
の
旅
か
ら
国
外
部
へ
と
目
を

む
け
、
新
羅
征
伐
と
い
う
政
治
的
行
爲
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
部
は
、
母
子
神
の
渡
来
と
応
神
天
皇
の
太

陽
神
の
後
裔
と
し
て
の
死
と
再
生
の
儀
礼
と
い
う
王
権
の
権
威
を
示

す
内
治
譚
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇
の
死
と
応
神
天
皇
の
誕
生
に
つ

い
て
、
新
羅
征
伐
の
神
託
を
信
じ
な
か
っ
た
仲
哀
天
皇
に
死
の
祟
り

を
下
し
、
皇
后
の
胎
中
に
あ
っ
た
応
神
天
皇
を
祝
福
し
た
神
は
、
太

陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
住
吉
三
神
で
あ
る
。

「
凡
そ
此
の
国
は
、
汝
い
ま
し

命み
こ
との
御
腹
に
坐
す
御
子
の
知
ら
さ
む
国
な

り
。」
と
さ
と
し
た
ま
ひ
き
。
爾
に
建
内
宿
禰
、「
恐か
し
こし
、
我
が

大
神
、
其
の
神
の
腹
に
坐
す
御
子
は
、
何い
づ

れ
の
御
子
ぞ
や
。」
と
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白
せ
ば
、「
男を
の
こ
ご子
ぞ
。」
と
答
へ
て
詔
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
具つ
ぶ

さ

に
請
ひ
け
ら
く
、「
今
如か

く此
言こ
と

教
へ
た
ま
ふ
大
神
は
、
其
の
御
名

を
知
ら
ま
く
欲ほ

し
。」
と
こ
へ
ば
、
即
ち
答
へ
て
詔
り
た
ま
ひ
し

く
、「
是こ

は
天
照
大
神
の
御
心
ぞ
。
亦
底そ
こ
つ
つ
の
を

筒
男
、
中
筒
男
、
上
筒

男
の
三
柱
の
大
神
ぞ
。	

（『
古
事
記
』
中
巻
・
仲
哀
天
皇
）

こ
の
よ
う
に
、
仲
哀
天
皇
の
死
と
応
神
天
皇
の
誕
生
に
は
、
皇
祖

神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
住
吉
三
神
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
特
に
住
吉
三

神
は
神
功
皇
后
の
新
羅
征
伐
に
軍
神
と
し
て
皇
后
を
助
け
た
と
伝
え

ら
れ
、
住
吉
三
神
と
皇
后
の
特
別
な
関
係
が
窺
え
る
。
住
吉
三
神
と

神
功
皇
后
の
関
係
に
つ
い
て
、
住
吉
大
社
の
祭
神
は
、
第
一
本
宮
は

ソ
コ
ツ
ツ
ノ
ヲ
、
第
二
本
宮
は
ナ
カ
ツ
ツ
ノ
ヲ
、
第
三
本
宮
は
ウ
ハ

ツ
ツ
ノ
ヲ
、
第
四
本
宮
は
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
と
な
っ
て
い
て
、

三
神
と
皇
后
を
一
緒
に
祀
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

応
神
天
皇
の
誕
生
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』で
は
、新
羅
征
伐
を
終
え
、

大
和
に
凱
旋
す
る
神
功
皇
后
は
筑
紫
で
皇
子
を
出
産
し
た
と
す
る
。

故
、
其
の
政
ま
つ
り
ご
と

未
だ
竟を

へ
ざ
り
し
間
に
、
其
の
懐は

ら妊
み
た
ま
ふ

が
産あ

れ
ま
さ
む
と
し
き
。
即
ち
御
腹
を
鎭し
づ

め
た
ま
は
む
と
爲し

て
、

石
を
取
り
て
御
裳
の
腰
に
纒ま

か
し
て
、
筑
紫
国
に
渡
り
ま
し
て
、

其
の
御
子
は
阿あ

れ

ま
礼
坐
し
つ
。
故
、
其
の
御
子
の
生あ

れ
ま
し
し
地
と
こ
ろ

を
號な
づ

け
て
宇う

み美
と
謂
ふ
。	

（『
古
事
記
』
中
巻
・
仲
哀
天
皇
）

と
こ
ろ
が
、
民
間
伝
承
の
『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
に
は
、
応
神

天
皇
を
住
吉
大
神
と
神
功
皇
后
と
の
子
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
巻
二
に
よ
れ
ば
、オ
ホ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
（
大
帯
姫
、

神
功
皇
后
）
が
新
羅
征
伐
の
た
め
に
出
陣
す
る
と
き
、
四
天
王
子
山
に

登
り
大
き
な
鈴
を
榊
の
枝
に
附
け
て
、
朝
廷
の
神
々
に
神
威
を
示
し

て
敵
国
を
降
伏
さ
せ
る
よ
う
に
と
祈
願
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
日
の

夜
住
吉
大
明
神
が
現
れ
皇
后
と
夫
婦
と
な
っ
た
。
朝
廷
の
神
々
が
敵

を
討
つ
間
に
、
大
明
神
と
皇
后
は
王
子
を
生
み
育
て
た
。
第
三
の
王

子
の
八
幡
を
懐
妊
し
て
後
に
生
ん
だ
。
今
の
宇
佐
宮
が
こ
の
神
で
あ

る
と
い
う
。

住
吉
縁
記
云
。
大
帯
姫
新
羅
軍
之
時
。
登
四
天
王
子
山
尒
干
時

無
寺
無
像
。
後
令
造
之
。
祈
願
云
。
欲
降
伏
隣
敵
。
天
王
護
助

給
。
又
以
大
鈴
附
榊
枝
。
高
振
呼
云
。
朝
廷
神
達
乞
施
神
威
令

降
伏
敵
国
。
即
夜
住
吉
大
明
神
現
形
為
夫
婦
。
又
朝
内
諸
神
各

相
助
以
打
順
之
間
。
二
人
王
子
生
長
。
第
三
王
子
八
幡
被
産
給
。

今
宇
佐
宮
是
也
云
々
。	

（『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
巻
二
）

ま
た
『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
の
一
伝
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
タ
ラ
シ

ヒ
メ
が
異
国
を
降
伏
さ
せ
よ
う
と
、
四
王
寺
の
岸
に
の
ぼ
っ
て
諸
々

の
よ
き
神
を
驚
か
し
奉
る
時
、
夜
ヒ
コ
ナ
ギ
サ
ノ
ミ
コ
ト
（
彦
波
激

尊（
（（
（

）
の
神
霊
が
来
て
、
汝
が
私
の
妻
に
な
れ
ば
祈
願
は
き
っ
と
成
就

す
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
す
る
と
皇
后
は
懐
妊
し
、
三
韓
を
帰
属
さ
せ

た
後
、
皇
子
を
生
ん
で
契
通
り
夫
婦
と
な
っ
た
と
伝
え
る
。
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一
云
。
大
帯
姫
為
降
伏
異
国
。
於
四
王
寺
岸
。
奉
驚
諸
天
善
神

之
時
。
地
神
第
五
主
彦
波
激
尊
之
霊
夜
来
而
言
。
汝
為
我
婦
者
。

可
成
所
祈
也
。
大
帯
姫
言
。
我
懐
妊
也
。
可
期
平
産
之
後
。
仍

令
同
心
渡
異
国
伐
三
韓
帰
本
朝
。
於
筑
前
国
蚊
田
郡
而
生
皇
子
。

任
貴
約
成
夫
婦
。	

（『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
巻
二
）

さ
ら
に
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
で
は
、『
日
本
書
紀
』
の
仲
哀
天
皇

の
記
事
を
引
い
て
、
大
神
の
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
仲
哀
天
皇
の
死

を
記
し
た
後
に
、
住
吉
大
神
と
神
功
皇
后
が
密
通
し
た
と
い
う
伝
承

を
載
せ
て
い
る
。

是
夜
天
皇
忽
病
發
以
崩
〔
之
〕。
於
是
皇
后
與
大
神
有
密
事
俗
曰

夫
婦
之
密
事
通
。	
（『
住
吉
大
社
神
代
記
』）

こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
坂
本
太
郎
氏
は
、
い
か
に
も
低
劣
で
あ
く

ど
さ
を
感
じ
る
ほ
ど
感
心
で
き
な
い
と
批
判
し
た（

（（
（

。
し
か
し
岡
田
精

司
氏
は
、
こ
の
記
事
に
「
皇
后
」
と
あ
る
の
は
、
姫
神
を
神
功
皇
后

に
付
会
し
た
た
め
に
混
同
し
た
も
の
で
、
本
来
は
住
吉
の
神
と
姫
神

（
巫
女
神
）
に
つ
い
て
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
と
指
摘
し
て

い
る（

（（
（

。
ま
た
三
浦
佑
之
氏
も
、
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
（
応
神
天
皇
）
の
父
は
、

記
紀
の
系
譜
で
は
確
か
に
仲
哀
天
皇
で
あ
る
が
、
河
内
（
仁
徳
）
王
朝

の
始
祖
と
し
て
の
応
神
の
位
置
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
巫
女
と

し
て
の
母
（
息
長
帯
比
売
）
が
胎
ん
だ
、〈
神
の
子
〉
と
語
ら
れ
る
の
が
、

原
型
的
神
話
と
し
て
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

岡
田
氏
や
三
浦
氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の

神
功
皇
后
の
密
通
記
事
は
、
住
吉
大
神
と
神
を
ま
つ
る
巫
女
の
神
婚

譚
の
痕
跡
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る

神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
伝
承
に
は
、『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
や
『
住

吉
大
社
神
代
記
』
に
伝
え
る
住
吉
大
神
と
巫
女
と
の
民
間
伝
承
が
そ

の
根
源
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
三
品
彰
英
氏
も
、『
託
宣
集
』

は
中
世
の
編
纂
で
あ
り
、
特
に
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
著
し
く
古
伝
を

潤
色
し
て
い
る
が
、
し
か
も
な
お
律
令
的
国
史
意
識
に
よ
っ
て
撰
述

さ
れ
た
「
記
紀
」
よ
り
も
、
元
の
伝
承
を
変
形
し
た
り
改
造
し
た
り

す
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

。

帝
紀
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
伝
承
に
は
、

応
神
の
父
の
仲
哀
天
皇
の
系
譜
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
民
間
伝
承
と

し
て
は
海
神
と
そ
の
神
を
ま
つ
る
巫
女
（
神
妻
）
の
オ
ホ
タ
ラ
シ
ヒ
メ

で
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
の
住

吉
縁
記
の
伝
承
が
、
三
品
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
お
よ
そ

仲
哀
天
皇
の
登
場
以
前
の
神
婚
譚
の
原
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五

さ
て
海
の
彼
方
か
ら
来
臨
す
る
母
子
神
の
御
子
で
あ
り
、
太
陽
神

の
後
裔
で
あ
る
応
神
天
皇
の
死
と
再
生
の
儀
礼
に
つ
い
て
触
れ
て
い

き
た
い
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
功
皇
后
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
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「
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
（
応
神
天
皇
）」
を
喪
船
に
乗
せ
、
海
路
に
沿
っ
て
大
和

に
向
か
う
。
こ
の
よ
う
に
、神
功
皇
后
は
大
和（
倭
）へ
帰
還
す
る
と
き
、

人
々
の
心
を
疑
っ
て
御
子
を
喪
船
に
乗
せ
、
御
子
は
す
で
に
死
ん
だ

と
す
る
う
わ
さ
を
流
さ
せ
た
と
い
う
。

是
に
息
長
帶
日
賣
命
、
倭
に
還
り
上の
ぼ

り
ま
す
時
、
人
の
心
疑
は

し
き
に
因
り
て
、
喪も

船ふ
ね

を
一
つ
具そ
な

へ
て
、
御
子
を
其
の
喪
船
に

載
せ
て
、
先
づ
「
御
子
は
既
に
崩
り
ま
し
ぬ
。」
と
言
ひ
漏
さ
し

め
た
ま
ひ
き
。	
（『
古
事
記
』
中
巻
・
仲
哀
天
皇
）

こ
れ
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
は
応
神
天
皇
の
皇
位
継
承
を
妨
げ

る
応
神
の
腹
違
い
の
兄
弟
を
欺
く
た
め
の
計
略
で
あ
る
と
、
合
理
的

に
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
生
れ
て
三
ヶ
月
余
り
の
幼
児
を
喪
船
に

乗
せ
る
行
為
は
、
や
は
り
葬
送
儀
礼
に
当
た
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
の
巻
二
に
、
九
月
に
生
れ
た
ば

か
り
の
皇
子
を
筑
前
国
蚊
田
郡
和
田
御
崎
の
砂
場
の
中
に
七
日
間
埋

め
て
お
い
て
、後
に
行
っ
て
見
る
と
皇
子
の
身
体
と
顔
が
美
し
く
な
っ

た
と
す
る
記
述
と
も
関
係
す
る
。

九
月
於
和
田
御
崎
。此
御
子
隠
海
浜
砂
中
。七
日
之
後
行
見
之
給
。

躰
色
鮮
。
容
顔
美
也
。
入
手
而
養
之
。
追
日
而
神
也
。

（『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
巻
二
）

記
紀
に
伝
わ
る
神
功
皇
后
の
新
羅
征
伐
、
応
神
天
皇
の
誕
生
と
渡

海
に
つ
い
て
、
三
品
氏
は
、
こ
こ
か
ら
「
新
羅
を
征
伐
し
帰
還
し
た
」

と
す
る
国
家
神
話
の
論
理
を
排
除
す
れ
ば
、
神
功
皇
后
と
ホ
ム
タ
ワ

ケ
皇
子
（
応
神
天
皇
）
の
渡
海
伝
承
は
、
日
の
御
子
と
そ
の
母
の
母
子

神
が
喪
船
に
乗
っ
て
他
界
か
ら
帰
っ
て
く
る
伝
承
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
指
摘
し
た（

（（
（

。
ま
た
岡
田
精
司
氏
は
、
神
功
伝
説
の
後
半
の
部
分
は
、

明
ら
か
に
海
の
彼
方
か
ら
訪
れ
る
母
子
神
の
信
仰
を
そ
の
核
と
し
て
、

成
立
し
て
い
る
。
幼
童
の
姿
を
か
り
た
神
が
、
密
閉
さ
れ
た
器
の
な

か
に
入
っ
た
ま
ま
来
臨
す
る
と
す
る
信
仰
の
投
影
で
、
母
子
神
の
漂

着
伝
承
で
あ
る
と
指
摘
し
た（
（（
（

。

神
功
皇
后
は
喪
船
（
空
船
と
も
い
う
）
を
仕
立
て
て
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太

子
を
乗
せ
、
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
の
異
母
兄
の
カ
グ
サ
カ
ノ
ミ
コ
（
香

坂
王
））
と
オ
シ
ク
マ
ノ
ミ
コ
（
忍
熊
王
）
二
皇
子
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
。

そ
こ
で
武
内
宿
禰
大
臣
は
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
を
伴
っ
て
禊
を
す
る
た

め
に
若
狭
に
入
り
、
角
鹿
に
假
宮
を
造
る
。
こ
こ
で
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ

オ
ホ
カ
ミ
（
伊
奢
沙
和
氣
大
神
）
の
神
託
を
得
て
、
こ
の
大
神
と
太
子

と
お
互
い
名
前
を
交
換
し
、
大
神
の
名
を
た
た
え
て
ミ
ケ
ツ
オ
ホ
カ

ミ
（
御
食
津
大
神
）
と
名
付
け
た
。
こ
の
神
と
は
今
の
ケ
ヒ
ノ
オ
ホ
カ

ミ
（
気
比
大
神
）
で
あ
る
。

故
、
建
内
宿
禰
命
、
其
の
太
子
を
率ゐ

て
、
禊み
そ
ぎ
せ
む
と
爲し

て
、

淡あ
ふ
み
ま
た
わ
か
さ
の

海
及
若
狹
國
を
經へ歴
し
時
、
高こ

し志
の
前
み
ち
の
く
ちの
角つ
ぬ

鹿が

に
假か
り
み
や宮
を
造

り
て
坐
さ
し
め
き
。
爾
に
其そ

こ地
に
坐
す
伊い

奢ざ

沙さ

和わ

氣け
の

大
神
の
命
、

夜
の
夢い
め

に
見
え
て
云の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
吾
が
名
を
御
子
の
御
名
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に
易か

へ
ま
く
欲ほ

し
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
言こ
と

祷ほ

き
て
白
し

し
く
、「
恐か
し
こし
、
命み
こ
との
隨ま
に
まに
易
へ
奉
ら
む
。」
と
ま
を
せ
ば
、
亦

其
の
神
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、「
明あ

す日
の
旦あ
し
た、
濱
に
幸い

で
ま
す
べ
し
。

名
を
易
へ
し
幣ま
ひ

獻
ら
む
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
旦
濱

に
幸い行
で
ま
し
し
時
、
鼻
毀や
ぶ

り
し
入い

る

か
鹿
魚
、
既
に
一ひ
と

浦う
ら

に
依
れ

り
。
是
に
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、「
我あ
れ

に

御み

け食
の
魚な

給
へ
り
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
亦
其
の
御
名
を

稱た
た

へ
て
、御み

け

つ
食
津
大
神
と
號な
づ

け
き
。
故
、今
に
氣け

比ひ
の

大
神
と
謂
ふ
。

亦
其
の
入い

る

か
鹿
魚
の
鼻
の
血
臭く
さ

か
り
き
。
故
、
其
の
浦
を
號
け
て

血ち

浦う
ら

と
謂
ひ
き
。
今
は
都つ

ぬ

が
奴
賀
と
謂
ふ
。

（『
古
事
記
』
中
巻
・
仲
哀
天
皇
）

ホ
ム
ダ
ワ
ケ
（
応
神
天
皇
）
の
「
禊
ぎ
」
儀
礼
は
、
他
界
の
黄
泉
国

か
ら
現
世
に
帰
っ
て
き
た
イ
ザ
ナ
キ
の
行
っ
た
禊
ぎ
に
当
た
り
、
ま

た
『
延
喜
式
』
巻
七
の
践
祚
大
嘗
祭
に
「
凡
天
皇
十
月
下
旬
臨
幸
川

上
為
禊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
し
い
天
皇
の
即
位
の
た
め

の
儀
式
で
あ
る
。

是こ
こ

を
以も

ち
て
伊
邪
那
伎
大
神
詔の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
吾あ

は

伊い

な

し

こ

め

し

こ

め

き

那
志
許
米
上
志
許
米
岐
穢き
た
なき
國
に
到
り
て
在あ

り
祁け

り理
。
故か
れ

、

吾
は
御み

み身
の
禊
み
そ
ぎ

爲せ

む
。」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
竺つ
く
し紫
の
日ひ
む
か向
の

橘た
ち
ば
なの
小を

ど門
の
阿あ

は

き
波
岐
原
に
到
り
坐ま

し
て
、禊み
そ

ぎ
祓は
ら

ひ
た
ま
ひ
き
。

（『
古
事
記
』
上
巻
）

『
古
事
記
』
の
ホ
ム
タ
ワ
ケ
を
喪
船
に
乗
せ
た
と
い
う
記
事
と
、『
八

幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
の
生
ま
れ
た
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
を
砂
場
の
中

に
七
日
間
埋
め
た
と
い
う
記
事
と
は
、
太
子
に
葬
送
儀
礼
を
行
っ
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
の
御
子

の
死
と
再
生
の
儀
礼
な
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
死
の
穢
れ
を
祓
い
新

し
い
天
皇
と
即
位
す
る
た
め
の
「
禊
ぎ
」
儀
礼
を
行
う
べ
く
、
若
狭

の
角
鹿
に
入
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
日
本
人
が
葬
儀
の
後

に
禊
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
魏
志
』
の
「
倭
人
伝
」
に
も
見
え
る
。

葬
儀
が
終
わ
る
と
、
喪
主
は
一
家
を
挙
げ
て
水
中
に
入
っ
て
澡
浴
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
已
葬
、
挙
家
詣
水
中
澡
浴
、

以
如
練
沐
」
と
あ
る
。

ま
た
、
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
が
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ
オ
ホ
カ
ミ
と
行
っ
た

「
名
変
え
」
神
事
も
、『
古
事
記
』
に
伝
え
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
か
ら
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
へ
の
名
変
え
に
対
応
す
る
。

大
穴
牟
遲
神
を
呼
ば
ひ
て
謂い

ひ
し
く
、「
其
の
汝い
ま
し
が
持
て
る
生

大
刀
・
生
弓
矢
を
以
ち
て
、
汝
が
庶ま
ま
あ
に
お
と

兄
弟
を
ば
、
坂
の
御み

を尾
に

追
ひ
伏
せ
、
亦
河
の
瀬
に
追
ひ
撥は
ら

ひ
て
、
意お

れ禮
大
國
主
神
と
爲な

り
、
亦
宇
都
志
國
玉
神
と
爲
り
て
、
其
の
我
が
女
む
す
め

須
世
理
毘
賣

を
嫡む
か
ひ
め妻
と
爲
て
、
宇う

か

の
迦
能
山
の
山
本
に
、
底そ
こ

津つ

石い
は

根ね

に
宮み
や

柱
ば
し
ら

布ふ

と

し

り

刀
斯
理
、
高
天
の
原
に
氷ひ

ぎ

た

か

し

り

椽
多
迦
斯
理
て
居
れ
。
是
の
奴や
つ
こ。」

と
い
ひ
き
。	

（『
古
事
記
』
上
巻
）
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オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
へ
と
「
名
変
え
」
を
行
い
、
葦

原
中
国
の
支
配
者
と
し
て
君
臨
す
る
。ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
の「
名
変
え
」

も
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
場
合
と
同
様
、
大
八
島
国
（
日
本
）
を
支
配
す
る
天

皇
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
神
事
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
『
日

本
書
紀
』
に
は
、
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
の
「
名
変
え
」
に
つ
い
て
、
太
子
と

大
神
が
お
互
い
名
を
交
換
し
た
と
す
れ
ば
、
大
神
を
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
ノ

カ
ミ
（
譽
田
別
神
）
と
し
、太
子
を
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
（
譽
田
別
尊
）

と
謂
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
記
述
が
見
え
な
い
の
で
詳
細
は

わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

一あ
る

に
云
は
く
、
初
め
天
皇
、
太
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
子
と
爲な

り
て
、
越こ
し
の
く
に国
に
行い
で
ま
し

て
、
角つ
ぬ
が鹿
の
笥け

飯ひ
の

大お
ほ
か
み神
を
拜を

が祭
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
時
に

大
神
と
太
子
と
、
名み
な

を
相あ
ひ

易か

へ
た
ま
ふ
。
故
、
大
神
を
號な
づ

け

て
、
去い
ざ
さ
わ
け
の
か
み

來
紗
別
神
と
曰ま
う

す
。
太
子
を
ば
譽ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と

田
別
尊
と
名な
づ

く
と
い

ふ
。
然し
か

ら
ば
大
神
の
本も
と

の
名
を
譽ほ
む
た
わ
け
の
か
み

田
別
神
、
太
子
の
元は
じ
めの
名み
な

を

ば
去い
ざ
さ
わ
け
の
み
こ
と

來
紗
別
尊
と
謂ま
う

す
べ
し
。
然
れ
ど
も
見
ゆ
る
所
無
く
し
て
、

未
だ
詳
つ
ば
ひ
ら
かな
ら
ず
。	

（『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
即
位
前
紀
）

こ
の
記
事
に
つ
い
て
三
品
氏
は
、「
書
記
」
撰
者
の
古
伝
承
に
対
す

る
理
解
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

が
、
こ
の
指

摘
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
だ
け
で
な
く
、『
古

事
記
』
に
も
「
名
変
え
」
を
行
っ
た
後
の
ミ
ケ
ツ
オ
ホ
カ
ミ
や
ケ
ヒ

ノ
オ
ホ
カ
ミ
と
い
う
神
の
名
し
か
記
し
て
い
な
い
の
は
、
何
ら
か
の

理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
記
事
の
場
合
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と

関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
が
「
禊
」
と
「
名
変
え
」
を
行
っ
た
角
鹿
の
地
は
、

新
羅
か
ら
渡
来
し
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
関
係
が
深
い
。『
古
事
記
』
に

伝
え
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
上
陸
地
は
、
但
馬
国
の
北
岸
で
今
の
兵
庫

県
豊
岡
市
気
比
海
岸
に
当
た
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、『
延
喜
式
神
名
帳
』

に
は
「
但
馬
國
一
百
一
座
」
の
中
に
「
氣
比
神
社
」
の
名
が
見
え
る
。

ま
た
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
同
じ
伝
承
を
伝
え
る

ツ
ヌ
ガ
ア
ラ
シ
ト
の
上
陸
地
は
、
越
国
の
笥
飯
浦
で
あ
り
、
後
に
角

鹿
（
敦
賀
）
と
改
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
角
鹿
（
敦
賀
）
は
今
の
福

井
県
敦
賀
で
、
気
比
神
宮
が
あ
る
。『
延
喜
式
神
名
帳
』
の
「
越
前
國

一
百
廿
六
座
」
の
中
に
「
敦
賀
郡
氣
比
神
社
七
座
並
名
神
大
」
と
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、太
子
と
「
名
変
え
」
を
行
っ
た
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ
オ
ホ
カ
ミ
（
伊

奢
沙
和
氣
大
神
）
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
も
た
ら
し
た
神
宝
の
ひ
と
つ

の
イ
サ
サ
（
膽
狹
淺
）
の
大
刀
を
神
体
と
す
る
神
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

三
品
氏
や
松
前
氏
な
ど
の
先
学
は
、
ヒ
ボ
コ
と
イ
ザ
サ
ワ
ケ
を
同
一

人
（
神
）
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
大
和
岩
雄
氏
は
、
イ
ザ
サ
ワ
ケ
が
「
太
子
の
元
の
名
」
な

ら
、新
羅
王
子
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
即
ち
「
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
太
子
」
で
あ
る
、

と
述
べ
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ=

ホ
ム
ダ
ワ
ケ
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
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い
る（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
応
神
天
皇
と
神
功
皇
后
は
、
太
陽
神
の
御
子
と
そ
の
母

と
い
う
母
子
神
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
神
功
皇
后
の
母
系
先
祖
に
あ

た
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
応
神
天
皇
を
同
一
視
す
る
大
和
氏
の
論
に
は

納
得
の
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
応
神
天
皇

の
「
禊
」
と
「
名
変
え
」
の
伝
承
が
新
し
い
天
皇
の
即
位
の
た
め
の

儀
礼
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
大
嘗
祭
の
儀
礼
を
神
話
的
に
再
現
し
た
伝

承
と
考
え
ら
れ
る
。
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
新
し
い
天
皇
は
皇
祖
神
と

新
米
を
共
食
す
る
「
神
饌
親
供
」
を
行
い
、
布
団
を
被
っ
て
臥
す
真

床
襲
衾
な
ど
の
儀
式
を
行
う
こ
と
で
、
祖
霊
と
新
帝
は
合
体
復
活
し
、

先
帝
か
ら
皇
位
を
継
承
す
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
角
鹿
で
行
わ
れ
た

応
神
天
皇
の
儀
礼
を
考
え
て
み
る
と
、
応
神
天
皇
の
「
名
変
え
」
は

母
系
の
先
祖
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
祖
霊
を
継
承
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
ヒ
ボ
コ
の
太
陽
神
と
し
て
の
霊
格

を
吸
収
し
合
体
復
活
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
韓
半
島

か
ら
渡
来
し
た
太
陽
神
の
霊
格
を
吸
収
し
継
承
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ザ
サ
ワ
ケ
（
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
）

と
応
神
天
皇
の
「
名
変
え
」
は
、
太
陽
神
の
霊
格
を
祖
霊
と
し
て
継

承
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、「
名
変
え
」
の
儀
礼
を
行
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
に
両
者
の
名
を
入
れ
替
え
た
記
述
が
見
え
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

六

後
半
部
の
応
神
天
皇
の
誕
生
説
話
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
と

重
な
り
あ
い
、
三
品
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
功
皇
后
・
応

神
天
皇
の
東
征
コ
ー
ス
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
巡
歴
コ
ー
ス
と
重
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
新
羅
か
ら
伊
都
へ
、
伊
都
か
ら
長
門
、
播
磨
、

難
波
に
か
け
て
の
瀬
戸
内
海
航
路
を
経
て
淀
川
、
宇
治
川
を
経
て
か

ら
近
江
に
出
て
、
敦
賀
に
到
る
ま
で
の
コ
ー
ス
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』、
そ
し
て
『
八
幡
宇
佐
御
託

宣
集
』
の
よ
う
な
民
間
伝
承
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
と
、
応
神
天

皇
の
伝
承
の
神
話
的
文
脈
は
、
こ
の
二
つ
の
伝
承
が
そ
の
源
流
を
一

に
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
応
神
天
皇
の
伝
承
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
に
基
づ
い
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
渡
来
伝
承
の
前

半
部
に
見
え
る
新
羅
征
伐
の
物
語
は
、
後
代
の
宇
佐
八
幡
信
仰
の
形

成
過
程
と
相
ま
っ
て
作
ら
れ
た
宮
廷
神
話
の
産
物
で
は
な
か
ろ
う
か（

（（
（

。

新
羅
か
ら
渡
来
し
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
は
『
古
事
記
』
の
応

神
天
皇
条
を
は
じ
め
、『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
天
皇
条
や
『
風
土
記
』

な
ど
に
、
そ
の
異
伝
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
つ
い
で
彼
の
子
孫

の
キ
ヨ
ヒ
コ
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
な
ど
の
話
が
語
ら
れ
、
特
に
そ
の
母
系

系
譜
が
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
一
族
に
つ
な
が
る
神
功
皇
后
の
伝
承
に
ま
で
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た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
一
族
の
話
は
風
土
記
に
民

間
の
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
大
和
朝

廷
の
正
史
と
も
い
え
る
記
紀
に
も
重
要
な
伝
承
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
特
に
神
功
皇
后
の
系
譜
と
応
神
天
皇
の
伝
承
の
よ
う

に
、
ヒ
ボ
コ
の
伝
承
が
皇
統
を
語
る
帝
紀
の
分
野
に
ま
で
入
り
込
ん

で
い
る
こ
と
は
、
大
和
朝
廷
と
新
羅
か
ら
渡
来
し
た
彼
の
一
族
の
間

に
特
別
な
か
か
わ
り
あ
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ア
メ

ノ
ヒ
ボ
コ
の
太
陽
神
的
性
格
が
大
和
朝
廷
の
注
目
を
引
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

古
代
に
お
け
る
新
羅
と
日
本
の
間
の
特
別
な
関
わ
り
合
い
は
、
ア

メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
だ
け
で
な
く
、『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
の

よ
う
な
韓
国
側
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
新
羅
の
始
祖
赫
居
世
王
や

脱
解
王
、そ
し
て
延
烏
郎
、細
烏
女
の
話
か
ら
も
十
分
推
測
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
の
話
は
す
べ
て
卵
生
神
話
、
太
陽
祭
祀
と
い
っ
た
、
い
わ
ば

太
陽
神
と
そ
の
御
子
と
太
陽
祀
り
の
伝
承
で
あ
る
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
実
存
し
た
人
物
で
は
な
く
、
神
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
伝
説
や
「
天
日
矛
」
と
い
う
彼
の
名

前
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
太
陽
神
を
祀
る
渡
来
人
一
族
の
も
た
ら

し
た
太
陽
を
象
徴
す
る
呪
物
、
祭
具
の
擬
人
化
し
た
太
陽
神
、
ま
た

は
そ
の
祀
り
を
司
る
司
祭
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
一
族
の
帰

化
伝
承
や
神
宝
献
上
の
話
は
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
太
陽
神
祭
祀
権
の

吸
収
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
一
族
は
朝
廷
か
ら
特
別
な
扱

い
を
う
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
伝
承
の
前
半
部
を
彩
る
「
征
伐
」

と
い
う
観
念
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
記
紀
編
纂
者
お

よ
び
宮
廷
人
の
国
家
意
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
後

半
部
の
物
語
は
典
型
的
な
他
界
訪
問
神
話
と
母
子
神
の
来
臨
と
い
う

構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
巫
女
の
母
と
と
も
に
来
臨
し
た
太
陽

神
の
御
子
は
、
死
と
再
生
の
儀
礼
を
経
て
禊
と
名
変
え
を
通
じ
て
、

太
陽
神
の
性
格
を
も
つ
祖
神
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
霊
を
継
承
し
、
天
皇

と
し
て
即
位
す
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
神
功
皇
后
、
そ
し
て
応
神
天
皇
に
つ

な
が
る
一
連
の
物
語
は
、
海
を
渡
る
太
陽
神
と
母
子
神
の
伝
承
を
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
太
陽
神
と
母
子
神
の
来
臨
は
、
記
紀
の
み
な

ら
ず
、
風
土
記
や
託
宣
集
、
住
吉
縁
起
な
ど
多
く
の
民
間
伝
承
に
も

そ
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
三
品
氏
や
岡
田
氏
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
も
っ
と
も
古
い
形
の
伝
承
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
と
新
羅
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
神

功
・
応
神
の
伝
承
は
韓
半
島
の
太
陽
神
の
渡
来
伝
承
と
太
陽
神
の
観

念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
応
神
天
皇
の
誕
生
と
即
位
と
を
語
っ
て
お

り
、
古
代
に
お
け
る
日
本
と
新
羅
の
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
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【
注
】

　

❈
本
文
引
用
テ
キ
ス
ト

　
　

	『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
は
、『
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
』

に
拠
る
。

　
　

	

重
松
明
久　

校
注
訓
訳
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
現
代
思
潮
社
刊
、

一
九
八
六
年
。

　
　

田
中
卓
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
。

（
１
）	

一
般
に
、
神
霊
の
精
気
を
受
け
て
懐
妊
し
神
の
子
を
産
む
話
を
感
精
説

話
と
い
う
が
、
日
光
感
精
型
と
は
と
く
に
日
光
を
受
け
て
懐
妊
す
る
も

の
を
い
う
。（
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
、『
日
本
神
話
事
典
』
大
和
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
）

（
２
）	

三
品
彰
英
『
三
品
彰
英
論
文
集
３　

神
話
と
文
化
史
』
平
凡
社
、

一
九
七
一
年
。
福
島
秋
穂
『
記
紀
神
話
伝
説
の
研
究
』
六
興
出
版
、

一
九
八
八
年
。

（
３
）
松
前
健
『
日
本
神
話
の
新
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
九
年
。

（
４
）	

坂
本
太
郎
・
大
野
晋
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
校
注
『
日
本
古
典
文
学

大
系　

日
本
書
紀
』

（
５
）
松
前
健
『
松
前
健
著
作
集　

第
３
巻
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
。

（
６
）
松
本
信
広
『
日
本
神
話
の
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
。

（
７
）	『
三
国
史
記
』
は
高
麗
十
七
代
仁
宗
の
命
を
奉
じ
て
金
富
軾
ら
が

一
一
四
三
年
に
執
筆
を
開
始
し
、
一
一
四
五
年
に
完
成
さ
せ
た
三
国
時

代
（
新
羅
・
高
句
麗
・
百
済
）
か
ら
統
一
新
羅
末
期
ま
で
を
対
象
と
す

る
紀
伝
体
の
正
史
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
現
存
す
る
最
古
の
歴
史
書
。

全
五
十
巻
か
ら
成
る
。
本
文
は
李
丙
燾
注『
三
国
史
記
』か
ら
引
用
し
た
。

『
三
国
遺
史
』
は
高
麗
の
僧
一
然
に
よ
り
、
一
二
八
一
年
に
撰
述
さ
れ

た
史
籍
。
本
文
は
安
順
庵
手
澤
の
正
徳
板
（
一
五
一
二
年
）
の
影
印
本

を
用
い
た
。

（
８
）	

新
羅
の
始
祖
赫ヒ
ョ
ク

居コ

世セ

王
の
出
生
は
、『
三
国
史
記
』
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
高
墟
村
長
の
蘇
伐
公
、
楊
山
の
麓
、
蘿
井
の
傍
な
る
林

間
を
望
む
に
、
馬
有
り
て
嘶
く
、
則
ち
往
て
之
を
觀
る
に
、
忽
に
し
て

馬
見
え
ず
、
只
だ
大
卵
有
り
。
之
を
剖
け
ば
之
、
嬰
兒
の
出
づ
る
有
り
。

（
高
墟
村
長
蘇
伐
公
、
望
楊
山
麓
、
蘿
井
傍
林
間
、
有
馬
、
而
嘶
、
則
往

觀
之
、
忽
不
見
馬
、
只
有
大
卵
。
剖
之
、
有
嬰
兒
出
焉
。）（『
三
国
史

記
』
巻
一
、新
羅
本
紀
第
一
）『
三
国
史
記
』
に
は
新
羅
四
代
昔ソ
ク

脱タ
ル
ヘ解
王
、

加
羅
の
金キ
ム

首ス

露ロ

王
の
出
生
も
赫
ヒ
ョ
ク

居コ

世セ

王
と
同
じ
く
卵
か
ら
生
ま
れ
た
と

す
る
。

（
９
）	

三
品
彰
英
『
増
補
日
鮮
神
話
伝
説
の
硏
究
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
。

（
�0
）
松
前
健
、
前
掲
書
（
五
）。

（
��
）	

所
功
「
現
代
に
お
け
る
神
功
皇
后
観
」『
神
功
皇
后
』
皇
学
館
大
学
出

版
部
、
一
九
七
二
年
。
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究　

上
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
二
年
。
水
野
祐
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
』
小
宮
山

書
店
、
一
九
五
四
年
。
直
木
孝
次
郎
『
古
代
日
本
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
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書
房
、
一
九
六
四
年
。

（
��
）	
三
品
彰
英
、前
掲
書（
九
）。塚
口
義
信『
神
功
皇
后
伝
説
の
研
究
』創
元
社
、

一
九
八
〇
年
。

（
��
）	

新し
ら
ぎ羅
の
王こ
き
し、
遥は
る
かに
望お
せ

り
て
以お

も爲
へ
ら
く
、
非
お
も
ひ
の
ほ
か
常
の
兵
つ
は
も
の、
將ま
さ

に
己お
の

が
國
を

滅ほ
ろ
ぼさ
む
と
す
と
。
讋お

ぢ
て
志こ
こ
ろ
ま
ど失ひ
ぬ
。
乃い
ま
し
さ

今
醒
め
て
曰い

は
く
、「
吾わ
れ

聞
く
、

東ひ
む
が
し
の
か
たに
神
か
み
の
く
に國
有
り
。
日や
ま
と本
と
謂
ふ
。
亦
聖ひ
じ
り
の
き
み王
有
り
。
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
と
謂
ふ
。

必
ず
其
の
國
の
神み
い
く
さ兵
な
ら
む
。
豈あ
に
い
く
さ兵
を
擧あ

げ
て
距ふ
せ

く
べ
け
む
や
」
と
い

ひ
て
、
即
ち
素し
ろ
き
は
た旆
あ
げ
て
自
ら
服ま
つ
ろ
ひ
ぬ
。（『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂

政
前
紀
）

（
�（
）	

日
子
波
限
建
鵜
草
葺
不
合
命
（
記
）
彦
波
瀲
武
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
（
紀
）。

神
武
天
皇
の
父
君
。

（
�（
）
坂
本
太
郎
「
住
吉
大
社
神
代
記
に
つ
い
て
」『
国
史
学
』
第
８
９
号
。

（
�（
）
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房
、
一
九
七
〇
年
。

（
�（
）	

三
浦
佑
之
「『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
成
立
と
内
容
」『
古
代
文
学
』
第

二
十
一
号
。

（
�（
）
三
品
彰
英
、
前
掲
書
（
九
）。

（
�（
）
三
品
彰
英
、
前
掲
書
（
九
）。

（
�0
）
岡
田
精
司
、
前
掲
書
。

（
��
）
三
品
彰
英
、
前
掲
書
（
九
）。

（
��
）	

一あ
る

に
云
は
く
、
御み
ま
き
の

間
城
天す
め
ら
み
こ
と
皇
の
世み
よ

に
、
額ぬ
か

に
角つ
の

有お

ひ
た
る
人
、
一ひ
と
つの
船

に
乘
り
て
、
越こ
し
の
く
に國
の
笥け
ひ
の
う
ら

飯
浦
に
泊
れ
り
。
故
、
其そ

こ處
を
號な
づ

け
て
角つ
ぬ
が鹿
と

曰
ふ
。（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
年
）

（
��
）	

大
和
岩
雄
「
韓
国
の
王
城
と
王
陵
の
位
置
－
太
陽
祭
祀
と
古
代
王
権

（
二
）」、『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
第
２
５
号
、
大
和
書
房
。

（
�（
）	

宇
佐
地
方
の
地
方
神
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
っ
た
八
幡
神
は
『
八
幡
宇

佐
御
託
宣
集
』
に
よ
れ
ば
、
東
大
寺
大
仏
の
建
立
に
協
力
す
る
と
い
う

神
託
を
下
し
、
一
躍
中
央
の
有
力
神
と
し
て
定
着
す
る
。


