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松
本
丘
著

『
垂
加
神
道
の
人
々
と
日
本
書
紀
』

高　

橋　

美
由
紀

　

本
書
は
垂
加
神
道
史
上
の
人
物
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
み
、
垂

加
神
道
研
究
に
新
生
面
を
開
い
て
き
た
松
本
丘
氏
の
待
望
の
論
文
集

で
あ
る
。
氏
は
、
本
書
の
跋
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
國
學
院

大
学
で
の
卒
業
論
文
以
来
、
一
貫
し
て
垂
加
神
道
を
研
究
対
象
と
し

数
々
の
注
目
す
べ
き
成
果
を
学
界
に
示
し
て
き
た
。
そ
の
研
究
法
は
、

国
内
に
残
さ
れ
て
い
る
垂
加
神
道
史
料
を
博
捜
し
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
精
緻
な
分
析
を
加
え
た
上
で
、
近
世
に
お
け
る
垂
加
神
道
の
形

成
と
発
展
の
諸
相
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

一

　

本
書
は
、
第
一
編
の
「
垂
加
神
道
の
諸
家
」
と
、
第
二
編
の
「
垂

加
神
道
と
『
日
本
書
紀
』」
か
ら
成
る
。
第
一
編
で
は
、
冒
頭
第
一

章
の
垂
加
神
道
概
説
に
お
い
て
、
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
垂
加
神

道
の
流
れ
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
近
世
社
会
に
お
け
る

垂
加
神
道
の
広
が
り
の
大
き
さ
と
そ
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
。
以
下

の
各
章
で
は
、
ま
ず
、
闇
斎
没
後
の
垂
加
神
道
の
継
承
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
闇
斎
直
門
の
神
道
家
、
浅
井
琳
庵
と
守
井
左
京
の
存

在
に
着
目
し
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
初
期
の
垂
加
神

道
界
の
動
向
を
解
明
す
る
。
次
に
、
垂
加
神
道
を
大
成
し
た
と
さ
れ

る
玉
木
葦
斎
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
不
明
な
点
の
多
か
っ
た
彼
の

伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
新
た
な
事
実
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
不
明

瞭
な
点
の
多
か
っ
た
橘
家
神
道
の
形
成
過
程
お
よ
び
垂
加
神
道
と
の

関
係
に
つ
い
て
史
料
に
即
し
つ
つ
検
討
を
加
え
て
い
る
。
最
後
に
、

垂
加
神
道
の
個
別
神
社
へ
の
影
響
の
例
と
し
て
祇
園
社
の
祠
官
山
本

家
と
社
僧
松
坊
に
お
け
る
垂
加
神
道
受
容
の
様
子
を
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
、
近
世
の
神
社
と
垂
加
神
道
と
の
関
係
を
示
す
事
例
と
し
て

提
示
し
て
い
る
。

　

第
二
編
で
は
、
一
連
の
主
要
な
垂
加
神
道
家
に
よ
る
『
日
本
書

紀
』
研
究
書
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
と
そ
れ
ぞ
れ
の
神
道
思
想
と

の
関
連
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
従
来
、
比
較
的
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
垂
加
神
道
家
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
実
態
と
特
色
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
章
「
垂
加
神
道
に
於
け
る
『
日
本

書
紀
』
研
究
」
に
お
い
て
、
垂
加
神
道
家
の
『
日
本
書
紀
』
と
り
わ

け
神
代
巻
の
注
釈
や
解
釈
の
特
色
と
意
義
を
総
括
し
て
い
る
。
そ
の

書

評
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特
色
は
日
本
の
「
道
」
の
書
と
し
て
、
す
な
わ
ち
日
本
人
の
学
問
・

修
養
の
教
え
の
書
と
し
て
神
代
巻
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
こ

に
垂
加
派
独
特
の
皇
統
守
護
の
尊
神
と
し
て
の
素
戔
烏
尊
・
大
己
貴

神
観
が
生
み
出
さ
れ
る
所
以
も
あ
る
と
す
る
。
他
方
で
、
垂
加
派
の

神
代
巻
解
釈
に
は
早
い
時
期
か
ら
古
語
や
和
訓
へ
の
強
い
関
心
が
芽

生
え
て
お
り
、
契
沖
の
業
績
へ
の
着
目
が
見
ら
れ
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
よ
う
な
実
証
的
研
究
へ
の
指
向
性
が
谷
川
士
清
の
業
績
と
し
て

結
実
し
た
と
す
る
。
以
下
の
各
章
で
は
、
谷
秦
山
の
『
神
代
巻
塩
土

伝
』、
若
林
強
斎
の
講
義
、
山
本
復
斎
の
『
神
代
紀
鈔
説
』、
玉
木
葦

斎
の
『
神
代
巻
藻
塩
草
』、
竹
内
式
部
の
『
日
本
書
紀
第
一
講
義
』、

谷
川
士
清
の
『
日
本
書
紀
通
証
』
等
の
垂
加
派
に
よ
る
主
要
な
『
日

本
書
紀
』
の
注
釈
書
や
講
義
録
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
事
情
と
内

容
に
つ
い
て
、
順
次
、
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

二

　

戦
後
の
垂
加
神
道
研
究
は
、
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
状
況
を
反

映
し
て
し
ば
ら
く
低
調
な
時
期
が
つ
づ
い
た
が
、
昭
和
四
〇
年
代
以

降
、
平
重
道
博
士
・
近
藤
啓
吾
博
士
・
谷
省
吾
博
士
等
に
よ
る
著
書

や
論
文
の
発
表
が
相
継
ぎ
、
新
史
料
の
発
掘
や
紹
介
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
主
た
る
研
究
の
担
い
手
は
近
藤
氏
や
谷
氏

が
中
心
で
あ
り
、
活
況
を
呈
す
る
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で

あ
っ
た
。

　

し
か
る
に
、
年
号
が
昭
和
か
ら
平
成
に
代
わ
る
頃
か
ら
、
若
手
研

究
者
が
垂
加
神
道
の
研
究
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
研
究

が
活
発
化
し
て
き
つ
つ
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
つ
の
面
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
江
戸
文
化
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
再
評

価
の
動
き
で
あ
る
。
従
来
の
政
治
・
経
済
中
心
の
江
戸
時
代
研
究
か

ら
広
く
そ
の
時
代
を
生
き
て
い
た
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
社
会
の

有
り
様
な
ど
の
文
化
の
あ
り
方
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
時
代
背
景
の
も
と
、
近
世
の
社
会
史
や
文
化
史
の
研
究
が
活
性
化

す
る
の
に
伴
い
、
従
来
、
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
宗
教
者
や
神
社
寺
院

の
実
態
解
明
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
は

思
想
史
研
究
の
進
展
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
思
想
史
研
究
は
、

研
究
者
の
数
も
少
な
く
、
必
然
的
に
研
究
状
況
も
低
調
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
頃
か
ら
日
本
史
研
究
者
を
は
じ
め
倫
理
学
、
宗
教
学
、
中
国
哲

学
、
国
文
学
な
ど
関
連
分
野
か
ら
の
研
究
者
の
参
入
が
相
継
ぎ
、
研

究
内
容
も
広
く
か
つ
精
密
に
な
っ
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
動

向
の
変
化
と
と
も
に
垂
加
神
道
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
何
と
言
っ
て
も
江
戸
時
代
の
文
化
や

思
想
の
流
れ
の
中
で
垂
加
神
道
や
崎
門
学
派
が
大
き
な
光
芒
を
放
っ

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
江
戸
時

代
の
儒
教
や
国
学
研
究
の
深
化
に
伴
っ
て
明
確
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

近
年
の
垂
加
神
道
の
研
究
動
向
を
端
的
に
示
す
の
が
、
平
成
十
二
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年
（
二
〇
〇
〇
）
に
開
催
さ
れ
た
日
本
思
想
史
学
会
に
お
け
る
パ
ネ

ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
垂
加
神
道
と
国
学
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
遠

藤
潤
氏
に
よ
る
「
垂
加
神
道
と
国
学

―
先
行
研
究
と
論
点
の
所
在

―
」、
前
田
勉
氏
に
よ
る
「
近
世
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
浮
上
の

理
由
」、
西
岡
和
彦
氏
に
よ
る
「
出
雲
大
社
に
於
け
る
垂
加
神
道
と

国
学
の
共
生
」、
小
林
准
士
氏
の
「
知
の
普
及
と
地
域
社
会
」
の
四

人
の
報
告
が
行
わ
れ
た
（
詳
細
は
『
日
本
思
想
史
学
』
三
二
号
に
掲
載
）。

こ
の
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
垂
加
神
道
を
国

学
同
様
、
近
世
に
お
け
る
大
き
な
思
想
運
動
と
捉
え
、
そ
の
様
態
を

解
明
す
る
と
い
う
方
向
で
新
た
な
研
究
が
展
開
し
つ
つ
あ
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
近
世
社
会
に
お
け
る
垂
加
神
道

お
よ
び
崎
門
学
の
存
在
実
態
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
垂
加
神
道

研
究
の
深
ま
り
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
の
道
が
よ

う
や
く
開
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

従
来
の
垂
加
神
道
や
崎
門
学
の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
闇

斎
そ
の
人
の
思
想
の
解
明
や
、
そ
の
学
統
を
継
ぐ
著
名
な
思
想
家
の

学
説
の
検
討
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
だ
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
垂

加
神
道
や
崎
門
学
の
思
想
的
影
響
や
社
会
的
広
が
り
の
大
き
さ
は
、

そ
の
よ
う
な
頂
点
的
思
想
家
の
研
究
の
み
で
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
垂
加
神
道
の
形
成
と
展
開
を
思
想
運
動
と
い
う
観

点
か
ら
捉
え
直
す
新
た
な
研
究
が
よ
う
や
く
は
じ
め
ら
れ
つ
つ
あ
る

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
垂
加
神
道
研
究
の
一
翼
を

担
っ
て
い
る
一
人
が
、
本
書
の
著
者
松
本
丘
氏
で
あ
る
。

三

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
氏
の
研
究
の
な
か
で
、
注
目
す
べ
き
点
を
具

体
的
に
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
第
一
点
は
、
闇
斎
直
門
の
浅
井
琳

庵
と
守
井
左
京
の
活
動
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
垂
加
神
道
形

成
期
に
お
け
る
思
想
展
開
の
様
相
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
闇
斎
一
人
に
焦
点
が
絞
ら
れ
が
ち

だ
っ
た
こ
と
や
、
闇
斎
没
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
闇
斎
―
公
通
―
葦

斎
の
流
れ
を
中
心
に
研
究
が
行
わ
れ
、
こ
の
本
流
か
ら
外
れ
た
直
門

の
弟
子
達
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

垂
加
神
道
の
形
成
過
程
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
思
想
展
開
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
見
失
わ
れ
て
き
た
。
氏
の
研
究
は
こ
の
研
究
史
上
の
空
白

域
を
埋
め
る
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

琳
庵
の
研
究
に
よ
っ
て
、
玉
木
葦
斎
に
よ
る
秘
伝
の
整
備
と
固
定
化

が
進
め
ら
れ
る
前
ま
で
は
、
直
門
に
よ
る
秘
伝
に
つ
い
て
の
自
由
闊

達
な
「
発
明
」
の
応
酬
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
や
、
守
井

左
京
に
つ
い
て
、『
古
語
拾
遺
』
版
本
や
『
神
道
名
目
類
聚
抄
』
の

刊
行
と
い
う
神
道
啓
蒙
家
と
し
て
の
業
績
と
、
葦
斎
以
前
の
秘
伝
形

成
へ
の
関
与
を
初
め
て
指
摘
し
、
闇
斎
直
門
の
神
道
家
の
活
動
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
点
は
、
今
後
の
垂
加
神
道
研
究
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。
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注
目
す
べ
き
第
二
の
点
は
、
氏
に
よ
る
玉
木
葦
斎
の
研
究
に
よ
っ

て
、
垂
加
神
道
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
橘
家
神
道
の
実
態
が
か
な
り

明
ら
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ

た
葦
斎
以
前
の
橘
家
神
道
に
つ
い
て
、
こ
の
面
で
の
葦
斎
の
師
と
さ

れ
る
薄
田
以
貞
時
代
に
す
で
に
橘
家
神
道
の
諸
伝
の
集
成
が
な
さ
れ

る
と
と
も
に
、
以
貞
自
身
も
垂
加
神
道
を
学
び
、
そ
の
教
え
を
橘
家

神
道
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
葦
斎
は
こ
の
薄
田
家
の
傍

流
に
位
置
し
、
橘
家
神
道
の
行
法
面
を
垂
加
神
道
に
取
り
入
れ
る
こ

と
で
秘
伝
の
整
備
を
行
う
傍
ら
、
垂
加
神
道
の
思
想
を
橘
家
神
道
に

取
り
入
れ
て
中
世
的
な
儀
礼
中
心
の
橘
家
神
道
の
近
世
化
を
図
っ
た

こ
と
、
等
を
史
料
に
即
し
て
具
体
的
に
指
摘
し
、
葦
斎
の
本
質
は
む

し
ろ
橘
家
神
道
家
に
あ
り
と
の
注
目
す
べ
き
評
価
を
下
し
て
い
る
。

今
後
の
葦
斎
研
究
の
大
き
な
課
題
が
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

第
三
は
、
垂
加
神
道
家
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
と
り
わ
け
神
代
巻

の
注
釈
や
講
義
に
つ
い
て
の
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ

る
。
垂
加
神
道
の
秘
伝
の
多
く
が
神
代
巻
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
関
係
に
つ

い
て
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
手
薄
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
歴
代
の
垂
加
神

道
家
の
注
釈
や
講
義
を
精
読
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容

の
検
討
が
思
想
面
で
の
垂
加
神
道
の
展
開
を
解
明
す
る
上
で
欠
か
せ

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
垂
加
神
道
に
お
け
る
神
代
巻

注
釈
書
の
代
表
格
と
も
言
え
る
玉
木
葦
斎
の
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
に

つ
い
て
、
そ
の
成
立
事
情
を
丹
念
に
追
い
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
本

書
が
垂
加
派
注
釈
書
の
集
成
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
、
先
行
す

る
注
釈
と
し
て
守
井
左
京
の
手
に
な
る
『
藻
塩
草
』
の
存
在
が
あ
り
、

そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
橘
家
神
道
の
神
代
巻
解
釈
を
も
取

り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
等
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

谷
秦
山
の
『
神
代
巻
塩
土
伝
』
に
つ
い
て
は
、
素
戔
烏
尊
の
「
解

除
」
を
修
養
の
道
を
示
し
た
教
え
と
し
て
読
み
解
く
垂
加
神
道
独
自

の
思
想
が
、
本
書
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
垂
加
神
道
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
白
眉
と
さ
れ
る

谷
川
士
清
の
『
日
本
書
紀
通
証
』
に
先
行
す
る
重
要
な
注
釈
書
と
し

て
山
本
復
斎
の
手
に
な
る
『
神
代
紀
鈔
説
』
を
紹
介
し
、
垂
加
神
道

の
『
日
本
書
紀
』
研
究
史
の
空
白
を
補
う
と
と
も
に
、
知
ら
れ
ざ
る

篤
学
の
神
道
家
山
本
復
斎
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
注
目
す

べ
き
成
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

松
本
氏
の
研
究
は
、
史
料
の
発
掘
精
査
と
丹
念
な
読
み
に
よ
る
き

わ
め
て
実
証
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
眼
差
し
は
、
こ
れ
ま
で
の
垂

加
神
道
研
究
の
手
股
か
ら
漏
れ
て
き
た
神
道
家
を
発
掘
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
垂
加
神
道
の
本
流
の
ほ
か
に
様
々
な
支
流
が
あ
り
、
そ
の

両
者
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
大
き
な
垂
加
神
道
の

流
れ
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
、
具
体
的
に
我
々
の
前
に
明
ら
か
に

し
て
く
れ
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
垂
加
神
道
や
崎
門
学
は
近

世
に
お
け
る
巨
大
な
思
想
運
動
で
あ
り
、
そ
の
運
動
全
体
の
解
明
は
、
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氏
が
試
み
て
こ
ら
れ
た
よ
う
な
神
道
家
一
人
一
人
の
事
績
の
発
掘
と

検
証
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
将
来
構
築

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
近
世
に
お
け
る
思
想
運
動
史
と
し
て
の
垂
加
神
道

史
完
成
へ
の
重
要
な
一
里
塚
に
な
る
も
の
と
確
信
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

特
に
、
第
二
編
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
流
れ
を
辿
る
上
で
、

そ
の
成
立
事
情
や
他
の
注
釈
書
や
講
義
録
と
の
関
連
と
い
う
実
証
的

な
面
は
別
と
し
て
、
個
々
の
注
釈
書
や
講
義
録
の
思
想
内
容
の
分
析

が
、
各
論
間
で
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
全
体
と
し
て
不
十
分
で
あ

り
、
か
つ
や
や
形
式
的
と
の
感
は
否
め
な
い
。
今
後
、
現
在
の
実
証

的
研
究
を
一
層
進
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
思
想
史
的
側
面
の
研
究
を

深
化
さ
せ
、
事
績
と
思
想
分
析
を
統
合
し
た
「
垂
加
神
道
史
」
を
大

成
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
期
待
し
た
い
。

（
東
北
福
祉
大
学
教
授
）




