
古
代
天
皇
の
私
的
兵
力
に
つ
い
て

直
　
木
　
孝
　
次
　
郎

古代天皇の泓的兵力について（直木）

w
難
鴇
黒
蟻
誤
報
糠
総
抽
縫
鍵
淑
鶴
雛
灘
脇
罐
蝶
蝿
浮
絵
継
欝

に
は
・
あ
よ
う
な
天
皇
の
私
蟹
隊
の
果
し
姦
治
史
去
役
製
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
　
．
　
　
　
　
　
　
…

（
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
〉
〉
…
＞
＞
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
〉
＞
一
〉
》
う
…
》
b
」
～
｝
一
…
〉
一
）
一
　
　
　
　
　
〉
許
♪
・
一
＞
＞
＞
）
〉
～
ノ
〉
、
‘
・
、
’
一
》
〉
～
…
一
〉
）
、
，
気
ノ
〉
＞
）
＼
’
〉
）
）
一
，
、
～
ー
ー
〉
〉
）
♪
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
朝
廷
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
の
組
織

序
章
問
題
の
所
在

　
B
本
古
代
国
蒙
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
て
、
天
皇
の
地
位
の
重

要
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
天
盤
権
力
の

基
盤
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
最
近
に
お
け
る

古
代
国
家
研
究
の
焦
点
の
一
つ
は
、
律
令
締
綱
の
成
立
お
よ
び
発
展

の
過
程
で
あ
っ
て
、
多
く
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
場
含
主

に
関
す
る
こ
と
で
、
朝
廷
そ
の
も
の
の
中
心
を
な
す
天
皇
の
権
力
の

構
造
に
つ
い
て
の
分
祈
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に

　
　
　
　

思
わ
れ
る
。
六
・
七
世
紀
の
頃
か
ら
八
世
紀
へ
か
け
て
の
政
治
の
動

き
を
み
れ
ば
、
天
皇
の
地
位
が
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

天
皇
が
ど
の
よ
う
な
権
力
機
構
に
よ
っ
て
地
位
を
維
持
し
、
諸
貴
族

を
統
率
し
て
い
た
か
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
た
め
、
古
代
天
皇
の
性
格
に
つ
い
て
二
つ
の
異
な
っ
た
考
え

方
が
出
さ
れ
て
く
る
。
一
つ
は
古
代
天
皇
の
権
力
を
過
大
に
み
る
こ

と
を
警
戒
し
、
朝
廷
を
天
皇
を
ふ
く
め
た
畿
内
貴
族
の
連
合
政
権
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

規
定
し
、
古
代
国
家
の
体
制
を
天
皇
専
制
国
家
と
み
ず
、
貴
族
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
体
制
と
考
え
る
説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
大
化
前
代
の
大
和
朝
廷
に

と
っ
て
は
た
し
か
に
＝
圓
の
真
実
で
あ
っ
て
、
七
～
八
世
紀
の
朝
廷

の
構
造
が
そ
の
理
論
で
解
朋
で
き
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
の
大
和
朝
廷
を
考
え
る
に
は
極
め
て
有
効
な
視
角

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
、
天
皇
が
絶
対
的
地
位
を
得
て
い
た
理
由

を
、
古
代
天
皇
の
屯
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
宗
教
的
・
カ
リ
ス
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
権
威
に
帰
し
て
し
ま
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
面
の
事
実
で

あ
る
が
、
こ
の
見
解
に
の
み
拘
泥
す
る
と
、
天
皇
権
力
を
す
べ
て
天

皇
の
精
神
的
権
威
か
ら
流
繊
す
る
も
の
と
考
え
、
物
質
的
条
件
の
追

及
を
放
棄
す
る
危
険
が
あ
る
。
ま
た
中
に
は
天
皇
が
支
配
者
の
地
位

に
つ
く
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
経
済
的
・
軍
事
的
基
盤
を

軽
視
し
、
精
神
的
権
威
を
強
調
し
て
、
天
皇
の
存
在
を
超
歴
史
的
な

、
も
の
と
す
る
古
老
も
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
天
皇
は
古
く
か
ら

政
治
の
実
際
に
関
与
せ
ず
、
宗
教
的
．
道
徳
的
な
高
さ
に
よ
っ
て
諸

豪
族
お
よ
び
国
民
の
精
神
的
中
心
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

音心

ｩ
が
学
問
的
輪
飾
を
も
つ
て
説
か
れ
さ
え
し
た
。

　
私
見
で
は
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
以
降
、
八
世
紀
中
葉
ま
で
の
朝

廷
は
、
畿
内
豪
族
の
フ
ラ
ッ
ト
な
連
合
政
権
で
は
な
く
、
そ
の
中
に

お
い
て
天
皇
は
大
き
な
権
力
を
竜
っ
て
お
り
、
伝
統
的
・
精
神
的
な

権
威
が
権
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
が
、
同
時
に
物
質
的
な
基
盤
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
私

　
　
　
　
　
⑤

は
か
っ
て
論
稿
に
お
い
て
、
天
皇
の
一
族
の
う
ち
に
は
官
人
と
し
て

律
令
政
府
の
主
要
な
地
位
を
し
め
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、

多
数
の
益
鳥
官
人
の
も
つ
政
治
力
・
経
済
力
が
天
皇
権
力
の
基
礎
の

一
部
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
稿
で
は
よ
珍
直
接

的
な
物
質
的
基
礎
と
し
て
、
天
皇
に
直
属
す
る
兵
力
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
は
す
で
に
周
知

の
よ
う
に
、
先
学
に
よ
っ
て
い
く
つ
も
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
発
表
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
天
皇
権
力
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
、
な
お
若

干
つ
け
加
え
る
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
業
績

に
た
よ
り
な
が
ら
、
以
下
私
見
を
開
陳
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
本
論
に
は
い
る
前
に
、
天
皇
に
直
属
す
る
兵
力
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ユ

言
葉
の
意
味
を
も
う
少
し
限
定
し
て
お
き
た
い
。
天
讐
に
属
す
る
軍
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隊
は
同
時
に
天
皇
の
親
衛
軍
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
親
衛
軍
と
い
う

表
現
は
、
天
皇
が
朝
廷
を
代
愛
す
る
と
い
う
資
格
で
軍
隊
を
率
い
る

場
合
、
そ
れ
が
貴
族
連
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
大
和
朝
廷
や
、
或

い
は
律
令
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
語
を
適

用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
内
容
が
明
確
で
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
た

と
え
ば
大
化
前
代
に
お
け
る
靱
負
軍
、
大
化
後
に
お
け
る
五
観
府
の

軍
は
、
天
皇
親
衛
軍
の
一
種
で
あ
り
、
反
乱
者
や
一
般
砥
民
に
対
し

て
は
、
天
皇
を
代
表
老
と
す
る
朝
廷
の
権
力
の
基
礎
で
あ
る
が
、
朝

廷
内
部
に
お
い
て
、
他
の
貴
豪
族
に
優
越
す
る
天
皇
の
権
力
の
基
礎

と
は
い
い
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
井
上
光
重
氏
が
明
ら

　
　
　
④

か
に
し
た
よ
う
に
大
伴
氏
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
後
者
は
律
令
官

人
の
指
揮
下
に
お
か
れ
て
お
り
、
と
も
に
天
皇
の
自
由
な
意
志
に
よ

つ
て
動
か
さ
れ
る
軍
隊
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
私
の
問
題

と
し
た
い
軍
隊
は
、
天
皇
の
直
接
の
指
揮
下
に
お
か
れ
、
朝
廷
お
よ

び
畿
内
貴
族
層
、
す
な
わ
ち
支
配
階
級
内
部
で
、
こ
れ
ら
貴
族
に
対

し
て
天
皇
の
権
力
を
支
え
る
よ
う
な
性
質
の
軍
隊
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
朝
廷
全
体
あ
る
い
は
一
部
の
有
力
貴
族
の
力
に
よ
っ
て
供
給
・

統
御
さ
れ
る
軍
隊
は
、
そ
れ
が
天
皇
親
衛
軍
の
役
割
を
果
し
た
と
し

．
て
電
、
本
稿
の
主
た
る
婬
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
関
係
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
天
皇
に

は
朝
廷
の
代
表
者
ど
し
て
国
魂
に
君
臨
す
る
衝
と
、
朝
廷
を
構
成
す

る
貴
族
層
を
さ
ら
に
支
配
す
る
最
有
力
貴
族
と
い
う
面
と
が
あ
り
、

前
者
を
天
皇
の
公
的
な
面
一
後
老
を
そ
れ
に
比
べ
る
と
よ
り
私
的
な

面
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
親
繕
軍
事
岡
様
に
、

前
者
の
意
味
で
の
天
皇
の
た
め
の
も
の
と
、
後
者
の
意
味
で
の
天
皇

の
た
め
の
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
天

皇
直
属
の
軍
隊
と
か
、
私
的
兵
力
と
か
い
う
の
は
、
勿
論
後
者
を
さ

す
。
従
来
の
天
皇
親
衛
軍
の
研
究
は
こ
の
区
分
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

大
化
以
後
に
は
、
天
皇
権
力
の
物
質
的
諸
条
件
は
大
部
分
律
令
綱
の

中
に
く
み
こ
ま
れ
、
法
制
化
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
天
皇
親
衛
軍
屯

一
応
公
的
な
存
在
に
化
し
て
し
ま
い
、
天
皇
の
私
的
な
軍
事
力
は
表

面
上
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
大
化
以
前
は
逆
に
公
的
な
舗
度
が
整
っ

て
い
な
い
た
め
に
、
公
的
な
面
を
も
つ
親
衛
…
軍
の
存
在
が
検
証
し
に

く
く
、
公
的
兵
力
と
私
的
兵
力
の
分
離
が
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
情
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
著
し
く
発
展
を
と
げ

た
古
代
軍
事
史
研
究
の
成
果
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、
両
者
を
区
別
し

て
、
貴
族
層
内
部
に
お
け
る
天
皇
権
力
の
墓
礎
と
な
る
よ
う
な
、
私
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的
兵
力
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
．
黒
汗
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
私
見
は
も
と
よ
り
問
題
の
全
貌
を
描
く
の
に
ほ
ど
遠
い
が
、

考
え
え
た
所
を
略
述
し
て
叱
正
を
え
た
い
と
思
う
。

　
①
し
か
し
そ
う
し
た
研
究
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
引
、
歴
史
学

　
　
研
究
燥
律
令
園
家
と
天
皇
制
特
集
帰
（
ニ
ニ
八
帰
）
の
諸
論
文
な
ど
が
あ

　
　
る
。

　
②
　
大
化
前
代
の
大
和
朝
廷
を
連
食
政
権
と
み
る
考
え
は
、
藤
間
凹
生
大
氏
の

　
　
判
日
本
古
代
尊
家
臨
に
見
え
る
の
が
黒
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
詞
書
、
三
四

　
　
九
ぺ
…
ジ
）
。
大
化
後
に
つ
い
て
は
、
関
晃
氏
の
「
大
化
改
新
と
天
皇
権

　
　
力
」
　
（
「
歴
史
学
研
究
』
二
二
八
号
）
な
ど
が
あ
る
。

　
③
本
稽
二
二
・
平
欝
篤
胤
以
来
の
考
え
だ
が
、
今
郷
も
保
守
的
な
学
者
の

　
　
巾
に
は
、
こ
の
考
え
方
の
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る

　
　
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
④
　
津
田
左
右
齋
が
戦
後
に
発
表
し
た
論
交
「
日
本
の
圓
家
形
成
の
過
程
と

　
　
黒
室
の
憧
久
性
に
関
す
る
思
想
の
由
来
」
（
伺
氏
コ
ー
1
本
上
代
史
の
研
究
ψ

　
　
は
、
こ
の
よ
戸
）
な
説
を
生
み
出
す
頬
向
を
は
ら
ん
で
い
た
。

　
⑤
拙
稿
「
律
令
官
制
に
お
け
る
皇
親
勢
力
の
一
考
察
」
（
大
阪
歴
史
学
会

　
　
鰹
律
令
岡
家
の
基
磯
構
造
い
）
。

　
⑥
井
上
光
東
「
大
和
瞬
家
の
軍
事
的
塞
磯
」
（
阿
氏
『
轟
本
古
代
史
の
諸

　
　
闇
四
題
）
　
一
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

第
隔
章
舎
人
と
靱
負

一
　
靱
負
に
関
す
る
疑
問
・

　
は
じ
め
に
大
化
前
代
の
場
合
を
考
え
て
み
ょ
う
。

　
大
化
前
代
に
お
け
る
天
皇
親
衛
軍
の
主
要
な
も
の
に
舎
人
軍
と
靱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

負
軍
と
が
あ
る
こ
と
は
、
井
上
光
姦
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
一
般
に
承

認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
靱
負
は
、
さ
き
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
③

大
伴
氏
の
支
配
を
強
く
う
け
て
い
る
の
で
、
上
述
し
た
よ
う
な
意
味

で
の
天
皇
私
兵
と
い
う
に
は
難
が
あ
り
、
天
皇
と
関
係
の
深
い
東
国

国
造
の
子
弗
に
よ
っ
て
主
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
舎
人
の
軍
が
、

天
皇
の
私
的
兵
力
と
し
て
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
は
じ
め
か
ら
そ
う
き
め
こ
む
の
も
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
し
、

ま
た
結
論
が
そ
う
な
っ
て
も
、
禽
入
の
設
置
事
情
や
そ
の
歴
史
的
意

義
は
、
靱
負
軍
と
の
対
比
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
、
両
者
を

比
較
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
大
化
前
代
の
天
皇
親
衛
軍
と
し
て
は
、
佐
伯
有
清
氏
の
研
究
で
有

名
に
な
っ
た
天
皇
近
侍
氏
族
の
軍
が
あ
る
。
大
伴
・
佐
伯
一
的
・
丹

比
・
山
・
建
部
な
ど
の
諸
氏
が
そ
れ
だ
が
、
律
令
制
の
も
と
で
は
こ

れ
ら
諸
氏
は
衛
…
門
府
の
門
部
と
な
っ
て
お
り
、
遺
制
は
衛
門
府
に
受

け
つ
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
衛
門
府
は
ユ
ゲ
イ
ノ

ッ
ヵ
サ
と
読
ま
れ
て
い
る
の
で
、
靱
負
軍
の
遺
制
を
も
引
き
つ
い
で

い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
皇
近
侍
氏
族
軍
と
靱
負
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軍
と
は
、
大
化
前
代
に
お
い
て
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
す
る

考
え
が
、
愚
然
導
き
繊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
両
者
の
連
関
の

し
か
た
は
、
靱
負
が
名
代
・
子
代
に
さ
れ
た
地
方
の
国
造
よ
り
串
さ

れ
る
軍
で
あ
り
、
天
皇
近
侍
氏
族
は
主
と
し
て
畿
内
の
連
乃
至
臣
ク

ラ
ス
の
豪
族
な
の
だ
か
ら
、
天
皇
近
侍
氏
族
が
靱
負
を
各
氏
族
燭
有

の
部
民
と
と
も
に
統
率
し
て
、
天
皇
親
衛
軍
を
構
成
す
る
と
い
う
形

態
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
大
化
前
代
の
主
要
な

親
衛
軍
は
、
舎
人
軍
と
正
負
を
基
礎
兵
力
と
す
る
軍
と
の
二
種
に
整

理
さ
れ
、
　
舎
人
軍
は
ト
ネ
リ
ノ
ッ
カ
サ
と
読
ま
れ
る
兵
衛
府
へ
、

天
皇
近
倦
氏
族
と
靱
負
の
一
体
と
な
っ
た
軍
は
衛
門
府
へ
、
と
い
う

コ
ー
ス
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
井
上
説
の
修
正
を
試
み
た
原
島
礼

　
　
　
　
⑩

二
琉
の
研
究
は
、
ほ
ぼ
こ
の
線
に
沿
っ
て
い
る
と
需
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
大
化
前
代
の
軍
器
と
律
令
軍
鰯
の
関

係
が
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
さ
れ
、
令
制
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
大
化
前
代

の
軍
綱
を
推
測
す
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
の
点
で
可
能
に
な
る
の
だ
が
、

靱
負
軍
は
早
く
実
態
を
失
い
、
遺
制
は
令
制
衛
門
府
に
う
け
つ
が
れ

て
お
ら
ず
、
ユ
ゲ
イ
と
い
う
名
称
だ
け
が
伝
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
す
る
井
上
氏
の
説
が
あ
っ
て
、
衛
門
府
を
媒
介
と
し
て
天
皇
近
侍

氏
族
軍
と
靱
負
軍
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
の

み
な
ら
ず
靱
負
が
早
く
消
滅
し
た
か
ど
う
か
は
、
舎
人
軍
の
成
立
事

情
を
考
え
る
上
に
も
大
き
な
影
響
が
あ
る
。
私
は
結
論
的
に
は
靱
負

軍
と
衛
門
府
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
原
島
氏
の
説
を
支
持
す
る

の
で
あ
る
が
、
原
島
説
も
井
上
説
の
批
判
が
十
分
で
な
く
、
論
旨
の

徹
底
を
欠
く
う
ら
み
が
あ
る
と
思
う
。
私
は
そ
れ
故
、
井
上
説
を
再

検
討
す
る
必
要
を
感
ず
．
る
。

　
⑦
井
上
光
点
、
蔚
掲
論
文
。

　
⑧
関
係
す
る
史
料
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
ω
甲
斐
瀬
折
宮
で

　
大
伴
連
の
祖
武
日
に
靱
部
を
授
く
（
景
三
三
掘
○
年
）
。
②
大
伴
室
屋
、

　
白
髪
部
靱
負
を
お
く
（
桑
弓
紀
二
年
二
刀
、
継
体
紀
元
年
二
月
）
。
㈲
大

　
伴
室
謄
、
靱
負
灘
千
人
を
領
す
（
大
阿
三
年
七
月
…
｝
○
日
太
政
官
奏
）
。

　
ω
火
葦
北
園
造
刑
部
二
部
阿
利
斯
登
の
子
日
羅
、
　
大
件
金
村
の
こ
と
を

　
　
「
我
君
」
と
称
す
。
（
敏
達
紀
一
二
年
）
。
㈲
雄
略
朝
に
天
靱
部
を
大
連
公

　
　
（
大
件
室
咲
）
に
賜
わ
る
命
姓
氏
録
L
左
京
紳
鴉
）
。

⑨
佐
伯
有
清
「
宮
城
＋
二
門
号
と
巽
皇
近
侍
氏
族
」
（
［
続
目
本
紀
研
究
臨

　
　
二
の
四
、
五
）
、
同
「
宮
城
十
二
…
門
号
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
二
二
史
評
論
』

　
　
＝
五
号
）

　
⑩
　
原
島
礼
二
　
「
大
化
美
章
の
親
衛
軍
を
め
ぐ
る
議
問
題
」
　
（
㏄
．
歴
史
学
研

　
究
］
二
四
一
号
）
。

　
⑪
　
井
上
光
』
貝
、
前
掲
論
文
、
　
一
二
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

　
　
　
　
二
　
靱
負
の
存
続
返
答

　
靱
負
が
説
く
か
ら
実
態
を
失
い
、
令
制
に
つ
な
が
ら
ぬ
古
い
存
在
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で
あ
る
と
す
る
井
上
氏
の
説
も
、
舎
人
と
の
対
比
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
て
い
る
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
，
舎
人
部
も
靱
負
部
も
と
も
に
名
代
・

子
代
で
あ
る
国
造
の
子
弟
か
ら
成
り
、
親
衛
軍
と
し
て
勤
務
す
る
、

と
い
う
大
き
な
共
通
性
を
も
つ
。
し
か
し
組
織
の
点
で
は
、
両
者
の

間
に
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
火
磁
北
国
造
で
あ
る
刑
部
靱
部
阿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

利
斯
登
の
子
日
羅
が
、
大
伴
金
村
を
我
君
と
呼
ぶ
こ
と
や
、
陸
奥
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
靱
大
伴
部
が
存
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
靱
負
部
は
大
伴
連
と
い
う

中
央
の
大
族
に
仕
え
、
そ
の
統
率
に
服
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
舎
人
部
は
、
そ
の
よ
う
な
中
央
の
有
力
氏
族
に
仕
え

る
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
。
天
武
紀
十
二
年
九
月
条
に
み
え
る
来
厨

禽
人
造
・
檜
隈
舎
人
造
・
川
瀬
舎
人
造
な
ど
は
中
央
に
い
て
舎
人
部

を
管
掌
す
る
氏
族
で
あ
ろ
う
が
、
カ
バ
ネ
は
卑
姓
の
造
で
あ
っ
て
、

中
央
で
の
身
分
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
し
か
も
数
氏
あ
り
、
舎
人

部
を
私
民
と
し
て
所
有
す
る
よ
う
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
い
わ

ば
靱
負
部
は
古
い
氏
族
制
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
舎
人

蔀
は
よ
り
新
し
い
官
司
捌
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
態

の
差
か
ら
す
る
と
、
前
者
の
行
な
わ
れ
た
時
代
は
後
者
に
先
行
す
る

と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
、
靱
負
部
を
古
い
と
す
る
井
上
氏
の

論
拠
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、
井
上
氏
は
靱
負
部
が
下
人
部
よ
り
古

い
と
思
わ
れ
る
理
由
を
上
げ
て
い
る
。
一
体
、
舎
人
部
に
せ
よ
靱
負

部
に
せ
よ
、
そ
れ
が
名
代
・
子
代
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
櫓
隈
舎
人

部
と
か
刑
部
靱
部
と
か
、
名
代
・
子
代
に
関
係
あ
る
語
を
上
に
冠
す

る
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
の
語
（
干
隈
・
刑
部
等
）
は
同
時
に
そ
の
舎
人

部
や
靱
薗
部
が
設
観
さ
れ
た
年
代
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う

の
が
井
上
説
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
竜
と
つ
い
て
、
靱
負
部
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

舎
人
部
を
設
置
の
順
に
な
ら
べ
る
と
次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
こ
の
表
に
よ
っ
て
、
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
　
「
さ
て
こ

の
表
を
一
覧
す
る
と
、
靱
負
部
は
安
閑
天
皇
ま
で
で
と
ま
っ
て
お
り
、

天
皇
警
巡
舎
入
部
．
出
典
著
三
警
部
一
気
入
墨
斑
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ま
た
主
と
し
て
は
溝
寧
天
皇
以
前
で
終
っ
て
い
る
。
所
が
舎
人
部
は

濡
寧
天
皇
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
然
も
特
に
安
閑
天
皇
以
後
が
密
度
が

濃
い
。
こ
れ
は
靱
負
部
が
主
と
し
て
置
か
れ
た
の
は
五
世
紀
の
後
半

ま
で
で
あ
り
、
舎
人
部
が
主
と
し
て
置
か
れ
た
の
は
六
世
紀
の
後
半

に
入
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
勿
論
、
資
料
が
僅
か
し
か

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
を
そ
の
儘
に
信
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
併
し
、
靱
負
部
の
綱
は
舎
人
部
の
制
よ
り
古
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
こ
と
は
略
女
支
持
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
L

　
以
上
二
つ
の
理
由
に
も
と
つ
く
論
証
は
ま
こ
と
に
見
事
で
あ
っ
て
、

舎
人
部
が
新
し
い
制
だ
け
に
後
ま
で
残
り
、
靱
負
部
は
古
い
制
で
あ

る
た
め
に
早
く
か
ら
衰
退
し
た
と
す
る
井
上
氏
の
見
解
は
、
ほ
と
ん

ど
定
説
的
な
権
威
を
も
つ
て
学
界
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
き
た
。
原
島

氏
の
批
判
的
な
説
も
、
基
本
的
に
は
井
上
説
を
み
と
め
た
上
で
、
六

世
紀
に
入
り
靱
負
部
が
全
く
廃
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
六
世
紀
中
期

ご
ろ
再
編
さ
れ
て
持
続
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
靱
負
部
の

制
は
本
来
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
な
考
え
方
を
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
靱
細
部
設
置
の
年
代

に
．
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
・
う
。

⑫
　
注
⑧
参
照
。

　
⑧
「
続
日
本
紀
偏
神
護
紫
雲
三
年
三
月
辛
留
書
。

　
⑭
　
井
上
光
」
貴
、
前
掲
論
文
、
　
一
三
ニ
ペ
ー
ジ
所
載
の
衷
に
も
と
つ
く
。

　
⑮
　
　
井
L
山
光
占
訊
、
　
晶
膨
掲
難
珊
文
、
　
一
一
一
一
一
一
一
ぺ
ー
ジ
以
下
。

　
　
　
　
三
　
靱
負
設
置
の
年
代

　
上
記
の
表
に
お
い
て
、
白
髪
部
靱
負
・
勾
鞍
部
が
そ
れ
ぞ
れ
浩
寧

天
皇
・
安
閑
天
皇
と
関
係
が
あ
り
、
そ
の
天
皇
の
時
代
に
お
か
れ
た

こ
と
は
一
応
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
反
正
天
皇
の
名
代
・
子
代

に
比
定
さ
れ
る
丹
比
靱
負
は
、
河
内
の
多
治
比
連
の
統
無
下
に
お
か

れ
た
靱
負
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
靱
負
を
支
配
す
る
丹

比
連
の
一
族
の
意
か
も
し
れ
な
い
。
典
拠
と
な
る
史
料
を
検
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
ぎ
の

「
新
撰
姓
氏
録
」
河
内
神
別
の
葎
多
治
比
宿
禰
の
項
に
、

　
（
前
略
）
次
粥
客
意
、
好
心
勇
健
、
其
力
足
レ
制
漏
十
千
軍
衆
物
故
賜
レ
靱
、

　
号
晶
四
十
千
健
彦
罪
因
負
二
姓
靱
貴
司

と
あ
り
、
檸
多
治
比
宿
禰
と
い
う
氏
と
の
対
比
か
ら
い
っ
て
も
、
こ

の
靱
負
の
名
称
は
丹
比
靱
負
で
は
な
く
、
靱
負
多
治
比
（
現
員
丹
比
）

が
正
し
い
名
称
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
靱
大
伴
部
が
存
す
る
こ
と
も

傍
証
と
な
る
。
現
に
天
武
紀
十
三
年
十
二
月
条
に
は
、
靱
丹
比
連
が

宿
禰
の
姓
を
賜
っ
た
記
事
が
あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
は
、
丹
比
靱
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

宿
禰
と
い
う
民
姓
が
見
え
る
が
、
上
記
の
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
靱
負
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丹
比
が
古
く
か
ら
存
す
る
名
称
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

る
と
、
靱
負
丹
比
の
丹
比
は
、
勾
靱
部
や
刑
部
靱
部
の
勾
や
刑
部
と

同
様
に
名
代
・
子
代
と
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
と
く
に
襟
多
治
比
連
の
伝
承
よ
り
す
れ
ば
、
河
内
の
丹

比
地
方
を
本
貫
と
す
る
丹
比
連
氏
の
う
ち
、
靱
負
を
支
配
し
、
軍
事

を
も
つ
て
朝
廷
に
仕
え
る
家
系
を
靱
負
丹
比
と
称
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
つ
ぎ
に
日
下
部
靱
負
で
あ
る
が
、
出
典
で
あ
る
「
豊
後
国
風
土
記
し

臼
磁
郡
靱
豊
郷
の
条
を
見
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
菰
暑
、
叢
嶋
薄
鼠
天
国
排
開
農
天
皇
（
獅
人
日
り
蛋
臼
天
皐
）
之
世
、
早
薯
等

　
　
根
盤
阿
自
、
講
書
奉
靱
部
4
其
邑
附
自
、
就
誤
於
此
村
嚇
造
レ
潜
居
之
、
因
レ

　
　
斯
名
日
昌
靱
員
村
↓
後
人
落
日
漏
靱
編
郷
而

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
日
下
部
君
が
愚
説
部
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
た
こ

と
は
事
実
と
思
わ
れ
る
。
日
下
部
靱
負
部
と
称
し
た
こ
と
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し

注
意
す
べ
き
は
、
靱
負
と
し
て
仕
え
た
年
代
が
欽
明
朝
と
さ
れ
て
い

、
る
こ
と
で
あ
る
。
日
下
部
君
は
雄
略
天
皇
の
皇
后
の
た
め
に
お
か
れ

た
日
下
部
を
管
掌
す
る
伴
造
的
国
造
か
と
思
わ
れ
る
が
、
史
料
に
即

し
て
い
う
な
ら
ば
、
　
靱
負
（
部
）
と
し
て
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
欽
明
朝
か
ら
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

こ
の
記
事
か
ら
は
、
日
下
部
靱
負
部
は
雄
略
朝
に
お
か
れ
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
例
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
刑
部
靱
部
も
刑
部
が
允
恭
の

皇
后
忍
坂
大
中
姫
の
名
代
・
子
代
の
部
で
、
拝
眉
朝
に
置
か
れ
た
こ

と
は
認
め
て
も
、
刑
部
設
置
と
同
時
に
そ
れ
を
愚
亭
と
し
て
仕
え
さ

せ
た
か
ど
う
か
は
、
疑
問
と
な
る
。
天
皇
や
皇
太
子
の
た
め
に
置
か

れ
た
部
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
直
ち
に
即
事
力
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ

と
は
自
然
だ
が
、
后
妃
の
た
め
の
部
で
あ
る
刑
部
が
、
す
ぐ
さ
ま
靱

負
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
の
も
不
自
然
な
気
が
す
る
。
刑
部
襲

撃
の
成
立
は
、
刑
部
が
忍
坂
大
中
姫
の
生
ん
だ
天
皇
・
皇
子
（
安
康
・

雄
略
・
木
梨
軽
皇
子
等
）
に
伝
承
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
と
く
に
刑
部
靱
部
出
身
の
紅
霞
が
大
伴
金
村
を
我
君
と

い
い
、
大
伴
氏
が
こ
の
部
を
統
率
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
す
る

と
、
大
伴
氏
の
勢
力
が
強
大
に
な
る
雄
略
朝
以
後
と
解
す
る
の
が
穏

当
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
靱
黒
部
成
立
の
年
代
を
推
定
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

う
で
あ
る
。

　
刑
部
靱
都
…
…
安
康
天
皇
朝
以
後
（
お
そ
ら
く
雄
略
以
後
）
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白
髪
部
靱
資
…
…
清
寧
天
皇
朝

勾
靱
部
…
…
…
…
安
閑
天
皇
朝

臼
下
部
靱
部
…
玉
欽
開
天
皇
朝

靱
員
丹
比
連
…
…
（
不
明
）

（
以
上
五
搬
紀
）

（
以
下
六
世
紀
）

（
不
明
）

こ
れ
か
ら
す
る
と
、
靱
負
部
の
設
竃
は
五
世
紀
後
半
以
降
に
は
じ
ま

り
、
六
世
紀
中
葉
乃
至
後
半
に
お
よ
ぶ
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
五

世
紀
後
半
ま
で
を
主
と
す
る
と
い
う
井
上
氏
の
説
は
妥
当
を
欠
く
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
は
ま
た
、
靱
負
と
関
係
の
深

い
大
伴
氏
の
全
盛
期
で
あ
る
雄
略
～
宣
化
朝
、
す
な
わ
ち
五
世
紀
後

半
～
六
世
紀
前
半
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
点
で
も
五
世
紀
後
半
を
主

と
す
る
井
上
説
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
思
う
。

　
靱
負
傷
跳
出
覆
の
時
上
期
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
η
て
れ
け
エ
ハ
世
紀

中
葉
を
中
心
と
し
て
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
舎
人
（
部
）
の
設
置
年

代
と
重
な
る
。
靱
負
部
設
置
の
年
代
は
舎
人
の
そ
れ
よ
り
い
く
ら
か

早
く
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
設
欝
年
代
の
全
体
は
、
年
代
的
に

前
後
す
る
と
は
い
え
な
い
。
両
者
は
平
行
し
て
行
な
わ
れ
た
時
代
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
舎
人
の
制
が
令
制
の
時
代
ま
で
生
き
残
り
、
ト

ネ
リ
ノ
ッ
カ
サ
の
称
を
も
つ
兵
衛
府
に
引
き
つ
が
れ
た
の
な
ら
ば
、

靱
負
の
制
も
令
欄
成
立
時
ま
で
存
続
し
、
ユ
ゲ
イ
ノ
ツ
カ
サ
の
称
を

も
つ
衛
門
府
に
遺
制
を
伝
え
る
可
能
性
は
多
い
の
で
あ
る
。

⑯
「
大
日
本
古
交
書
」
一
〇
の
三
七
二
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
四
　
舎
人
の
統
属
形
態

　
つ
ぎ
に
中
央
へ
の
統
属
の
形
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
た
し

か
に
井
上
段
の
い
う
よ
う
に
、
靱
懸
樋
が
大
伴
氏
の
支
配
に
服
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
数
多
く
あ
り
、
大
伴
氏
を
我
君
と
呼
ぶ
よ

う
な
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
士
卒
部
の

申
央
へ
の
統
属
の
形
態
が
氏
族
制
的
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
舎
人
部
の
統
属
形
態
が
官
司
制
的

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
再
考
を
要
す
る
。

　
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
井
上
氏
が
官
司
制
酌
で
あ
る
と
す
る

主
要
な
論
拠
は
、
中
央
で
舎
人
都
を
統
轄
す
る
有
力
氏
族
は
な
く
、

来
目
隠
人
造
・
檜
隈
舎
人
造
な
ど
の
よ
う
な
下
級
の
地
バ
ネ
を
持
つ

氏
が
管
理
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
閻
に
私
艮
的
な
関
係
は
な
か
っ

た
と
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
大
化
以
前
に
お
い
て
舎
人
と
よ
ば
れ

る
人
達
は
、
天
皇
・
皇
族
に
対
し
て
極
め
て
私
民
的
な
関
係
で
隷
属

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
雄
略
前

紀
を
み
る
と
、
市
野
島
磐
皇
子
が
雄
略
天
皇
に
殺
さ
れ
た
時
、
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ね
り

子
の
舎
人
に
粗
当
す
る
帳
内
の
佐
伯
淫
売
輪
が
皇
子
の
屍
を
抱
き
、
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し

「
丸
呑
し
て
所
由
を
解
ら
ず
、
反
側
呼
号
し
て
」
つ
い
に
雄
略
に
殺

さ
れ
た
と
い
い
、
雄
略
紀
五
年
二
月
条
に
は
、
天
皇
の
身
辺
に
追
っ

た
猪
を
恐
れ
て
逃
げ
た
舎
人
が
、
天
皇
に
斬
り
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た

話
が
あ
り
、
顕
宗
前
論
に
は
、
市
之
属
望
皇
子
の
帳
内
日
下
部
連
使

主
と
そ
の
子
は
、
　
ひ
そ
か
に
皇
子
の
子
弘
計
・
億
計
両
皇
子
（
顕
宗

・
仁
賢
）
を
奉
じ
て
難
を
避
け
、
　
丹
波
か
ら
播
磨
の
縮
見
ま
で
逃
れ

た
と
い
う
話
を
の
せ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
舎
人
を
氏
と
せ
ず
、
舎
人
（
ま
た
は
こ
れ
に
類

　
　
　
⑰

す
る
帳
内
）
を
職
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
皇
・
皇
族
に
対
す
る

隷
属
度
は
密
接
で
、
私
民
的
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
電
お
か
し
く
は

な
い
。
舎
人
を
姓
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
私
民
的
関
係

の
存
在
を
明
示
す
る
説
話
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
同
様
な
関
係
が

戒
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ

な
ら
ば
、
来
罠
舎
人
造
・
檎
…
隈
禽
人
造
な
ど
官
司
的
氏
族
の
存
在
は

ど
う
考
え
る
か
、
と
反
悶
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
氏

姓
を
も
つ
氏
族
は
天
武
紀
十
二
年
九
月
の
賜
姓
記
事
に
は
じ
め
て
姿

を
見
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
果
し
て
舎
人
設
置
の
当
初
か
ら
存
在
し
た

氏
族
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
上
記
の
舎
人
に
関
す
る
説
話
で
も
、
ま

た
仁
徳
天
皇
が
舎
人
鳥
山
を
山
背
へ
行
っ
た
皇
后
磐
之
媛
の
も
と
に

遣
わ
し
た
話
に
お
い
て
も
、
天
皇
と
舎
人
と
の
関
係
は
直
接
で
あ
っ

て
、
官
司
的
関
係
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
来
目
舎
人
造
な
ど
と
同

じ
天
武
紀
十
二
年
九
月
条
の
記
事
に
名
の
見
え
る
門
部
直
は
、
令
制

衛
門
府
の
門
部
と
関
係
が
深
い
所
か
ら
み
て
、
宮
司
綱
の
進
行
し
て

き
た
推
古
朝
ご
ろ
乃
至
そ
れ
以
降
に
お
か
れ
た
氏
姓
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
し
、
岡
じ
記
事
に
み
え
る
日
奉
献
も
、
敏
達
紀
六
年
二
月

　
　
　
ひ
ま
つ
り
ぺ

条
に
「
臼
祀
部
・
私
部
を
置
く
」
と
あ
る
記
事
か
ら
み
て
、
敏
達
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

以
降
に
成
立
し
た
氏
姓
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
禽
人
造
と
い
う

氏
姓
電
ま
た
、
天
皇
・
皇
族
の
私
罠
、
す
な
わ
ち
天
皇
家
の
私
罠
と

し
て
成
立
し
た
舎
人
・
舎
人
部
の
運
用
の
た
め
に
、
窟
司
制
の
発
達

し
た
推
古
朝
前
後
ま
た
は
そ
れ
以
後
に
な
っ
て
か
ら
設
け
ら
れ
た
竜

の
と
、
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
靱
負
と
大
伴
と
の
関
係
を
私
罠

的
と
い
っ
て
よ
い
な
ら
ば
、
舎
人
と
天
皇
塚
と
の
関
係
電
、
本
来
は

私
民
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
舎
入
造
に
対
し
て
は
私
民
的
で
は

な
い
が
、
天
皇
に
対
し
て
は
私
民
的
・
氏
族
的
に
隷
属
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、
舎
人
と
靱
負
と
は
設
置
の
時
期

に
大
き
な
差
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
中
央
へ
の
統
属
の
形
態
に
お
い

て
も
根
本
的
な
差
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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⑰
　
帳
内
は
令
制
の
用
語
で
、
鰯
品
以
上
の
皇
族
に
与
え
ら
れ
る
従
春
を
い

　
う
。
天
皇
・
皇
太
子
に
仕
え
る
内
潜
入
・
大
舎
人
・
舎
入
と
区
別
す
る
た

　
め
に
こ
の
宇
を
早
い
る
。
大
化
前
代
で
は
、
本
来
こ
の
よ
う
に
違
っ
た
字

　
を
矯
い
て
区
別
せ
ず
、
と
も
に
二
人
と
称
し
た
と
思
わ
れ
る
。
礁
略
紀
な

　
ど
で
帳
内
の
字
を
用
い
る
の
は
、
　
「
書
紀
」
編
者
の
追
記
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
他
閃
臼
玉
と
い
う
氏
が
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。
他
田
は
敏
達
天
皇

　
の
宮
号
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
靱
負
と
衛
門
府

　
以
上
二
項
の
論
述
に
よ
っ
て
、
靱
負
が
舎
人
に
先
行
す
る
と
い
う

井
上
光
貞
氏
の
説
が
必
ず
し
も
十
分
な
論
拠
に
立
つ
た
も
の
で
は
な

く
、
両
老
が
平
行
し
て
行
な
わ
れ
た
可
能
性
の
大
き
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
思
う
。
で
は
何
故
に
天
皇
親
衛
軍
と
し
て
の
靱
負
が

あ
る
上
に
、
平
行
し
て
舎
人
が
お
か
れ
た
か
と
い
う
欄
題
が
起
る
。

こ
れ
が
本
章
の
中
心
の
課
題
な
の
だ
が
、
そ
の
前
に
説
明
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
両
者
が
平

行
し
て
存
在
す
る
以
上
、
舎
人
が
兵
衛
府
に
引
き
つ
が
れ
た
と
す
れ

ば
、
靱
負
の
制
は
衛
門
府
…
に
受
け
つ
が
れ
た
こ
と
が
考
・
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
上
来
考
え
て
来
た
靱
負
の
制
と
衛
門
府
の

制
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
靱
負
は
大
伴
琉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

支
配
下
に
あ
る
西
国
国
造
の
率
い
る
軍
隊
を
主
と
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
に
対
し
、
衛
門
府
の
構
成
を
み
る
と
、
衛
門
督
以
下
の
四
等
官

の
下
に
、
医
師
・
選
言
・
物
部
・
使
部
・
直
丁
・
衛
士
な
ど
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
主
力
を
な
す
の
は
三
部
二
百
人
と
衛
士
と
で
あ
る
。
一
見
し
た

と
こ
ろ
類
似
点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
靱
負
の
制
は
令
綱
に
引
き
つ
が

れ
る
ま
で
も
な
く
、
早
く
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

井
上
説
が
出
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
靱
負
・
舎
人
の
併
存
を
主

張
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
第
一
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
国
造
に
率
い
ら
れ

て
上
番
し
て
く
る
靱
負
軍
の
講
成
で
あ
る
。
井
上
氏
は
舎
人
軍
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

様
、
国
造
の
一
族
・
子
弟
か
ら
成
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
靱

負
の
場
合
は
そ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
ふ
し
が
あ
る
。
ま
ず
職
員
令
集

解
の
左
詳
細
府
条
に
引
く
大
同
三
年
七
月
二
十
碍
付
太
政
官
奏
に
よ

る
と
、
大
伴
宿
禰
真
木
麻
島
ら
が
解
し
て

　
己
等
之
租
、
室
屋
大
連
公
、
領
晶
靱
質
三
千
人
嚇
左
右
分
衛
、
　
（
下
略
）

と
い
っ
て
お
り
、
伝
承
と
は
い
え
、
靱
負
の
兵
力
が
相
当
多
人
数
で

あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
つ
ぎ
に
し
ば
し
ば
ふ
れ
る
よ
う
に
、
靱

負
は
西
国
国
造
の
軍
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
西
国
国
造
軍
は
幾
度

も
外
征
軍
と
し
て
海
を
渡
っ
た
記
事
が
「
書
紀
」
に
み
え
、
筑
紫
野

麿
が
勇
士
一
千
を
率
い
て
い
た
（
継
体
十
七
年
正
月
）
、
　
あ
る
い
は
筑
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紫
国
の
軍
士
五
百
人
を
百
済
に
遣
わ
し
た
（
雄
略
二
十
三
年
）
、
な
ど

の
記
載
か
ら
も
、
西
国
国
造
軍
の
部
隊
が
多
人
数
で
あ
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
⑫

想
像
さ
れ
る
。
靱
負
は
か
な
り
の
大
部
隊
を
も
つ
て
朝
廷
に
上
番
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
国
造
の
一
族
子

弟
だ
け
で
は
大
部
隊
を
編
成
す
る
こ
と
は
悪
難
だ
か
ら
、
靱
負
軍
は

国
造
支
配
下
の
農
民
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
　
一
方
、
衛
門
府
の
衛
士
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
農
民

か
ら
徽
…
発
さ
れ
た
兵
士
に
よ
つ
・
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
ノ
般
農
民

は
、
特
別
な
職
業
を
も
つ
部
や
豪
族
の
私
有
部
民
を
除
き
、
大
化
前

で
は
国
造
の
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
場
含
が
多
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
靱
負
の
基
礎
兵
力
と
衛
門
府
の
基
礎

兵
力
で
あ
る
衛
士
と
は
、
園
圃
で
あ
る
と
は
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ち

が
う
の
は
、
靱
負
の
兵
士
が
主
と
し
て
西
国
か
ら
来
た
の
に
対
し
、

衛
門
府
の
衛
士
は
全
国
か
ら
取
っ
た
ら
し
い
こ
と
だ
が
、
律
令
制
が

全
国
支
配
の
均
一
化
を
目
標
と
す
る
以
上
、
・
当
然
の
変
化
で
あ
る
。

　
第
二
に
問
題
に
な
る
の
は
褥
門
府
の
鷲
鼻
だ
が
、
門
部
に
脚
下
さ

れ
る
氏
族
は
い
わ
ゆ
る
負
名
氏
で
あ
っ
て
、
第
一
節
で
少
し
ふ
れ
た

よ
う
に
そ
の
多
く
は
ム
．
鴇
城
十
二
門
の
門
居
と
関
係
あ
．
る
遮
鱒
氏
族
、
す

な
わ
ち
県
犬
養
・
山
・
壬
生
・
大
伴
・
建
部
・
着
犬
養
・
伊
福
部
・

丹
比
・
玉
手
・
佐
伯
・
海
犬
養
・
猪
使
・
的
な
ど
の
佐
伯
有
濡
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

い
う
天
皇
近
侍
氏
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
恥
部
の

諸
氏
の
多
く
は
、
本
来
靱
負
と
は
関
係
は
な
い
が
、
も
っ
と
も
有
力

な
大
伴
氏
が
靱
負
と
関
係
が
深
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
丹
比
氏
の
よ
う

に
靱
負
を
率
い
る
氏
族
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
諸
氏
族

は
靱
負
軍
の
成
立
以
後
の
あ
る
疇
期
か
ら
、
大
伴
氏
の
指
揮
の
も
と

に
、
靱
負
軍
・
と
共
観
し
て
宮
門
の
護
衛
に
当
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
靱
負
の
兵
士
を
直
接
率
い
る
も
の
は
国
造
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
勿
論
畿
内
氏
族
で
あ
る
天
皇
近
侍
諸
氏
族
よ
り
も
地
位
が
低

い
。
靱
負
軍
は
こ
れ
を
揃
翻
す
る
国
造
と
と
も
に
、
天
皇
近
侍
氏
族

の
統
率
下
に
は
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
関
係
が
、
衛
門
府

に
お
け
る
衛
士
が
門
部
に
率
い
ら
れ
る
制
度
の
源
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
靱
負
を
直
接
引
率
す
る
西
国
国
造
は
、
令
制
成
立
と
と
も
に
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

衛
と
し
て
兵
衛
府
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
衛
門
府
の
長
官
で
あ
る
衛
門
督
に
は
、
大
伴
氏
お
よ
び

大
伴
氏
と
同
族
関
係
に
あ
る
佐
伯
氏
出
身
の
宮
入
が
多
い
こ
と
が
揃

摘
さ
れ
て
い
る
。
（
餐
委
で
督
茜
人
中
・
大
讐
人
、
旛
二
入
）

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
と
く
に
説
明
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
大
伴
と

靱
負
と
が
特
別
な
関
係
に
あ
・
つ
た
こ
と
を
患
え
ば
、
こ
の
事
実
は
、
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衛
門
府
が
靱
負
の
制
を
引
き
つ
い
だ
と
い
う
想
定
の
傍
証
と
な
る
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
靱
負
の
制
は
衛
門
府
の
制
と
関
係
が
深

く
舎
人
の
制
の
成
立
と
前
後
し
て
衰
え
た
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
令
制

成
立
期
ま
で
存
続
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
器
量
は
五
世
紀
後

半
、
三
人
よ
り
さ
き
立
っ
て
お
こ
り
、
六
世
紀
以
降
は
舎
人
の
捌
と

併
存
し
、
天
皇
近
侍
民
族
の
軍
事
組
織
と
結
び
つ
い
て
衛
門
府
の
制

の
基
礎
と
な
り
、
舎
人
の
制
は
そ
の
ま
ま
兵
衛
…
府
の
前
身
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
に
嘉
島
の
制
が
あ
る
上
に
、

平
行
し
て
舎
人
の
捌
が
設
け
ら
れ
た
か
と
い
う
さ
き
ほ
ど
の
問
題
に

立
ち
か
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

⑲
　
靱
負
の
鐵
身
地
の
わ
か
る
も
の
は
少
な
い
が
、
つ
ぎ
の
例
が
あ
る
。
ω

　
火
葦
北
（
肥
後
園
葦
北
郡
）
二
重
部
靱
部
（
害
紀
）
②
薙
笠
岡
日
田
郡
碁

　
臼
下
部
（
靱
部
）
磐
（
豊
後
圏
風
土
記
）
ゆ
陵
奥
国
白
河
郡
・
黒
規
郡
1
1

　
靱
大
伴
部
（
続
紀
）
ω
周
防
国
玖
珂
郷
1
1
靱
負
（
周
防
岡
戸
籍
）
以
上
四

　
例
の
う
ち
一
二
例
が
西
岡
な
の
で
、
こ
の
地
方
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
古
代
の
軍
鱗
的
氏
族
と
し
て
物
部
氏
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

　
衛
門
府
の
物
部
は
、
職
員
令
集
解
衛
門
府
条
所
引
の
古
記
に
「
臨
時
為
q

　
罪
入
渓
蕪
剖
一
在
昌
此
府
一
三
」
　
と
あ
り
、
衛
門
府
に
物
部
を
お
く
の
は
臨
…
時
一

　
の
処
置
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
つ
　
「
律
令
的
軍
制

　
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
濡
二
八
号
）
参
照
。

⑳
　
井
上
光
」
貴
、
前
掲
論
文
、
一
二
四
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

　
⑳
　
西
国
岡
造
軍
に
つ
い
て
は
、
山
序
俊
男
「
防
人
添
田
（
『
万
葉
集
大
成
』
一

　
　
一
巻
）
参
照
。

　
⑳
　
　
註
⑨
の
佐
伯
氏
瓢
醐
文
晶
わ
よ
び
⑳
の
柚
卿
結
構
一
四
ペ
　
ー
ジ
以
下
馳
少
照
。

　
⑳
　
兵
衛
が
多
く
郡
司
子
弟
か
ら
と
ら
れ
る
こ
と
は
説
く
ま
で
も
な
い
（
軍

　
　
防
令
兵
衛
藩
論
昭
…
）
。
　
大
化
前
の
国
造
は
多
く
郡
司
と
な
る
か
ら
、
　
西
闘

　
　
国
造
の
後
置
も
丘
一
義
に
簡
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑳
　
　
衛
開
口
督
・
乙
な
っ
た
春
の
氏
名
は
、
　
嚇
誕
⑳
の
拙
留
姻
一
五
ペ
　
ー
ジ
に
「
表
嵩
小
し

　
　
た
。

　
　
　
　
六
　
舎
人
軍
設
置
の
歴
史
的
意
義

　
舎
人
軍
は
、
井
上
光
貞
民
以
下
の
諸
研
究
に
明
ら
か
な
薫
り
、
天

皇
側
近
の
護
衛
を
任
と
す
る
。
そ
れ
は
兵
衛
府
が
官
中
の
も
っ
と
も

奥
の
閥
門
守
護
を
担
当
す
る
と
い
う
宮
衛
早
宮
閤
門
条
義
解
に
よ
っ

て
も
傍
証
さ
れ
る
が
、
天
皇
と
の
間
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
官
司

制
的
な
関
係
で
は
な
く
、
私
兵
的
な
色
彩
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
靱
負
軍
は
、
天
皇
親
徳
軍
の
性
格
を
持
っ
て
は

い
る
が
、
天
皇
・
皇
族
の
み
の
軍
隊
で
は
な
く
、
大
和
朝
廷
全
体
の

軍
隊
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
五
世
紀
代
の

大
和
政
権
は
、
畿
内
豪
族
の
連
合
政
権
と
い
う
性
格
が
強
く
、
大
伴

氏
は
連
含
政
権
の
果
す
べ
き
諸
機
能
の
う
ち
、
と
く
に
軍
事
澗
と
関

係
の
深
い
氏
族
で
あ
る
か
ら
、
大
伴
氏
の
支
配
下
の
靱
負
軍
は
、
天

皇
の
護
衛
だ
け
を
任
務
と
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
り
に
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連
合
政
権
説
が
否
定
せ
ら
れ
、
五
世
紀
の
朝
廷
が
天
皇
家
の
家
産
制

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
府
で
あ
る
と
し
て
も
、
天
皇
が
靱
負
を
直
接
支
配
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
ら
、
大
伴
氏
の
勢
力
が
高
ま
り
、
大
連
と
い
う
朝
廷
最
高

の
執
政
官
と
な
れ
ば
、
そ
の
軍
・
隊
は
や
は
り
朝
廷
の
軍
隊
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
天
皇
の
親
衛
軍
と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
皇
が
朝
廷
を

代
表
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
天
皇
の
た
め
だ
け
の

私
的
兵
力
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
舎
人
軍
と
靱
負
軍
と
は
本
来
こ
の
よ
う
な
差
が
あ
っ
た
も
の
と
、

私
は
考
え
る
。
こ
の
差
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
靱
負
と
平
行
し
て
舎
人
が

存
在
し
え
た
の
で
あ
り
、
舎
人
軍
の
成
立
を
天
皇
の
私
的
兵
力
の
形

成
と
し
て
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
舎
人
軍
成
立
の
過
程
を

述
べ
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
雄
略
朝
で
は
舎
人
軍
の
成
立
は
、
ま
だ
明
確
で
は
な
い
（
前
掲
六
ペ

ー
ジ
の
表
参
照
）
。
　
し
か
し
こ
の
こ
ろ
は
天
皇
が
強
大
な
権
力
を
も
っ

て
い
る
か
ら
、
大
和
朝
廷
が
連
合
政
権
で
あ
っ
て
も
、
朝
廷
即
天
皇

で
あ
っ
て
、
朝
廷
軍
は
そ
の
ま
ま
天
皇
の
軍
隊
と
な
り
、
天
皇
屯
私

的
兵
力
の
必
要
を
そ
れ
ほ
ど
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
天
皇

権
力
に
変
化
が
お
こ
り
、
朝
廷
を
構
成
す
る
有
力
豪
族
、
と
く
に
大

伴
氏
に
対
す
る
支
配
力
が
弱
く
な
る
と
、
靱
負
軍
の
天
皇
へ
の
隷
属

　
性
は
減
じ
、
大
伴
氏
へ
の
隷
属
性
が
強
ま
る
。
雄
略
の
死
後
に
お
こ

　
つ
た
星
川
皇
子
の
乱
が
大
伴
室
屋
の
力
で
平
定
さ
れ
た
こ
と
、
清
寧

天
皇
の
死
後
皇
位
に
つ
く
顕
宗
・
仁
窮
追
天
皇
は
播
磨
か
ら
擁
立
さ

　
れ
た
天
皇
で
あ
る
こ
と
、
仁
賢
朝
の
末
年
に
平
群
氏
が
大
伴
金
村
の

　
た
め
に
亡
さ
れ
、
武
烈
の
即
位
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
そ

　
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
記
紀
の
記
載
通
り
で
な
い
に
し
て
も
、
天
皇
の
地

位
の
低
下
と
大
伴
氏
の
上
昇
を
示
す
事
件
で
あ
る
。

　
　
こ
う
し
て
大
伴
氏
の
権
力
が
大
き
く
な
る
と
、
靱
負
軍
は
ま
す
ま

す
天
皇
の
支
配
か
ら
離
れ
る
。
天
皇
は
靱
負
軍
と
は
別
に
、
懲
由
に

動
か
し
う
る
兵
力
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
頃
に
あ
ら

わ
れ
て
く
る
の
が
天
皇
の
私
兵
、
舎
人
軍
で
あ
る
。
こ
の
関
係
か
ら

考
え
て
、
私
は
、
舎
人
軍
は
天
皇
が
一
度
失
な
っ
た
専
制
権
力
を
再

び
回
復
す
る
た
め
に
設
け
た
私
的
兵
力
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
れ

は
官
司
制
的
存
在
で
は
な
く
、
古
代
B
本
の
最
大
の
民
族
で
あ
る
天

皇
家
に
私
的
に
隷
属
す
る
氏
族
制
的
兵
力
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

設
置
の
時
期
は
、
天
皇
の
政
治
的
地
位
の
推
移
か
ら
判
断
す
る
と
、

・
継
体
朝
に
は
じ
ま
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

　
　
　
⑳

ら
別
稿
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
継
体
天
皇
は
北
陸
の
地
よ
り
お
こ
り
、

自
己
の
実
力
を
も
つ
て
天
皇
の
地
位
を
戦
い
と
っ
た
人
物
で
あ
る
ら
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し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
は
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
と
ち

が
っ
て
も
と
も
と
私
兵
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
和
朝
廷
の

新
し
い
主
と
な
っ
て
畿
内
諸
豪
族
を
統
帥
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
権

力
の
基
礎
と
し
て
私
兵
を
実
際
に
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
必

要
は
継
体
一
代
で
終
ら
ず
、
あ
と
ま
で
続
い
た
に
相
違
な
い
。
継
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
死
後
、
安
閑
・
宣
化
対
欽
明
の
対
立
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
前
掲
の
表
を
み
て
も
、
安
閑
・
寛
化
・
欽
明
・
単
記
の

四
朝
に
舎
人
が
お
か
れ
た
こ
と
が
点
せ
ら
れ
る
。
六
世
紀
前
半
か
ら

中
葉
に
か
け
て
、
舎
人
軍
は
天
皇
私
兵
と
し
て
増
設
さ
れ
つ
づ
け
た

の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
表
を
み
る
と
、
浩
寧
・
早
事
・
武
烈
朝
に
も

舎
人
が
お
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
と
な
る
白
髪
部
舎
人

（
清
寧
）
・
石
上
部
舎
人
（
仁
賢
）
・
小
長
瀬
舎
人
（
武
烈
）
の
実
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

性
が
疑
わ
し
い
こ
と
は
、
叢
濃
で
述
べ
た
。

　
舎
人
軍
設
置
の
事
情
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
舎
人
と
靱
負
の

関
係
や
当
時
の
政
情
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
解
け
て
く
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
舎
人
の
出
身
地
は
東
国
を
主
と
し
、
雲
影
は
西
国
を
主

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
舎
入
が
靱
負
に
と
っ
て
代
っ
た
の

で
は
な
く
、
平
行
し
て
概
か
れ
た
の
だ
か
ら
、
靱
負
軍
徴
発
の
主
要

な
地
盤
で
あ
る
西
国
に
手
を
つ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
説
明
で
き
る
。
舎
人
の
基
盤
と
な
る
名
代
・
子
代
の
部
は

東
国
だ
け
で
な
く
、
西
国
に
も
分
布
し
て
い
る
か
ら
、
舎
人
が
栄
転

を
克
服
し
て
成
立
し
た
も
の
な
ら
ば
、
何
故
に
西
国
に
も
っ
と
多
数

舎
人
が
お
か
れ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
が
お
こ
り
、
十
分
に
解

釈
で
き
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
第
二
に
、
舎
人
を
姓
と
す
る
者
の
分
布
を
み
る
と
、
東
圏
で
は
駿

河
・
信
濃
以
東
を
主
と
し
、
三
河
ピ
羅
張
・
美
濃
・
伊
勢
の
諸
国
に

は
見
え
な
い
の
に
、
と
ん
で
越
前
・
近
江
に
計
四
例
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
従
来
十
分
に
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
舎
人
の
設
概
が

継
体
天
皇
と
閣
係
が
深
い
と
す
る
と
、
継
体
の
勢
力
の
基
盤
が
越
前

・
近
江
の
地
方
に
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
浮
べ
ら
れ
る
。
・
継
体
天
皇
は

こ
の
地
方
出
身
の
私
兵
を
率
い
て
都
に
入
砂
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
舎

人
軍
と
し
た
名
残
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
強
大
な
勢
力
を
も
つ
た
大
伴
氏
が
六
世
紀
前
半
に
勢
力

を
失
墜
す
る
事
惰
も
、
舎
人
の
設
置
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

普
通
、
大
伴
氏
の
没
落
の
原
因
は
、
六
世
紀
に
お
け
る
宮
司
制
の
進

行
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
没
落
を
早
め
た
の
は
、
舎
人
軍
と
い
う

新
し
い
軍
隊
の
嶺
現
に
よ
り
、
・
大
伴
氏
の
指
揮
下
に
あ
る
靱
負
軍
の
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価
値
が
減
少
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
私
の

い
う
禽
人
軍
の
新
し
さ
は
、
井
上
氏
の
い
う
官
司
酌
支
配
組
織
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
装
備
と
兵
力
構
成
を
さ
す
。
靱
負
軍
の
主
力

は
農
民
兵
で
恐
ら
く
歩
兵
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
か
ら
察
ぜ
ら
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

う
に
弓
矢
を
主
要
武
器
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
舎
人

は
国
造
の
子
弟
を
主
力
と
し
、
恐
ら
く
騎
馬
兵
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
る
。
機
動
力
に
富
ん
だ
少
数
精
鋭
主
義
の
軍
隊
は
、
弓
矢
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
歩
兵
隊
よ
り
も
、
天
皇
側
近
の
兵
力
と
し
て
は
適
合
性
が
あ
る
。

従
来
、
大
伴
氏
は
朝
廷
の
軍
隊
の
指
揮
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
皇

親
衛
軍
の
指
揮
者
と
し
て
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
舎

人
軍
の
設
催
と
と
も
に
天
皇
側
近
の
地
位
を
は
な
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

六
世
紀
前
半
、
大
連
の
地
位
を
失
な
っ
た
大
伴
氏
は
、
朝
廷
の
中
心

を
去
り
、
靱
負
軍
を
率
い
て
朝
廷
警
備
を
任
と
す
る
部
隊
長
に
顛
落

す
る
の
で
あ
る
。

　
⑳
　
五
世
紀
の
大
和
政
権
の
性
格
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
重
要
な
問
題
だ
が
、

　
簡
単
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思
う
。
家
産
劇
的

　
な
颪
の
あ
る
こ
と
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

⑳
　
拙
稿
「
継
体
朝
の
動
乱
と
神
武
伝
説
」
　
（
拙
著
『
日
本
古
代
国
家
の
構

　
造
“
㎞
）
。

⑳
　
林
屋
辰
三
郎
「
継
体
・
欽
明
朝
内
乱
の
史
的
分
析
」
　
（
同
氏
『
古
代
罵

　
　
家
の
解
体
．
漕
）
参
昭
…
。
　
　
　
．

　
⑳
　
拙
稿
「
人
制
の
研
究
」
（
拙
著
『
日
本
古
代
墨
家
の
構
造
」
）
　
一
瓢
九
ペ

　
　
ー
ジ
。

　
⑳
註
⑳
の
拙
稿
二
ペ
ー
ジ
の
蓑
、
参
照
。

　
⑳
こ
の
点
は
井
上
光
試
写
も
す
で
に
注
意
し
て
い
．
る
。
荊
掲
論
文
、
一
二

　
　
七
ペ
ー
ジ
。

　
⑫
　
兵
衛
の
任
務
は
閤
門
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
「
車
駕
出
入
分
晶
衛
前
後
こ

　
　
す
な
わ
ち
天
皇
が
他
出
す
る
場
合
の
警
備
を
も
任
と
し
た
。
こ
の
点
か
ら

　
　
も
乗
馬
が
適
当
で
あ
る
。
な
お
薗
田
香
融
「
わ
が
上
代
の
騎
馬
墜
（
［
、
史

　
　
泉
晶
二
三
、
二
四
号
）
参
照
。

　
　
　
　
七
　
む
　
　
す
　
　
び

　
こ
の
よ
う
に
し
て
天
皇
側
近
を
守
る
舎
人
軍
、
朝
廷
護
衛
を
任
と

す
る
靱
負
軍
と
い
う
二
重
構
造
の
居
睡
が
成
立
し
た
。
こ
れ
が
律
令

五
衛
府
の
制
の
根
幹
を
な
す
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

天
皇
に
つ
い
て
い
え
ば
、
舎
人
軍
と
い
う
私
的
兵
力
を
も
つ
こ
と
で
、

專
制
君
主
へ
の
ス
タ
ー
ト
を
ふ
た
た
び
切
る
の
で
あ
る
。
六
世
紀
が

官
司
制
発
展
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
富

司
制
を
掌
握
し
た
蘇
我
氏
の
強
大
な
権
力
は
天
皇
を
し
ば
し
ば
圧
倒

す
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
天
皇
家
は
、
屯
倉
、

名
代
．
子
代
の
部
、
私
部
、
壬
生
部
等
の
設
置
に
努
力
し
、
私
地
・

私
民
の
獲
得
を
お
し
す
す
め
る
。
こ
れ
ら
は
や
が
て
天
皇
の
専
制
的
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古代天皇の私的兵力について（直木）

権
力
の
基
盤
と
な
る
の
だ
が
、
私
兵
と
し
て
の
舎
人
軍
の
設
置
．
拡

充
も
同
じ
動
き
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
上
に

立
つ
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
家
は
蘇
我
氏
と
対
決
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
聖
徳
太
子
は
十
七
条
憲
法
の
中
で
、
　
「
君
は
則
ち
天
、
臣
は

則
ち
地
」
と
呼
号
し
え
た
の
で
あ
る
。
連
合
政
権
の
中
か
ら
、
天
皇

が
絶
対
的
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
る
礎
石
の
一
つ
は
、
私
兵
と
し
て

の
舎
人
軍
の
成
立
に
よ
っ
て
お
か
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
　
授
刀
舎
人
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
一
　
授
刀
寮
の
創
設

　
前
童
に
説
い
た
大
化
前
代
の
天
皇
の
私
的
兵
力
す
な
わ
ち
禽
敵
軍

は
、
律
令
制
の
成
立
と
と
も
に
兵
衛
府
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

兵
衛
府
は
公
的
な
官
司
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
役
人
は
官
位
相

当
の
規
定
に
従
っ
て
律
令
官
人
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
、
兵
藩
府
の
中

核
を
な
す
兵
衛
は
直
接
に
は
府
の
二
人
の
指
揮
に
服
す
る
こ
と
に
な

り
、
旧
来
の
伝
統
は
多
少
は
残
る
と
は
い
え
、
天
皇
私
兵
と
い
う
性

格
は
形
式
的
に
は
勿
論
、
実
質
的
に
も
次
第
に
う
す
れ
て
行
か
ざ
る

を
得
な
い
。
律
令
制
を
と
る
以
上
、
こ
れ
は
止
む
を
え
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
し
か
し
天
皇
が
、
国
民
に
対
し
て
で
な
く
、
朝
廷
内
の
諸
貴
族
に

対
し
て
地
位
を
守
り
権
力
を
ふ
る
お
う
と
し
た
場
合
、
私
的
な
兵
力

を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
有
効
に
作
用
す
る
で

あ
ろ
う
。
い
ま
奈
良
時
代
の
軍
前
史
を
ひ
も
と
い
て
ゆ
く
と
、
律

令
の
規
定
に
な
い
軍
事
機
関
が
朝
廷
内
部
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て

く
る
の
に
気
が
つ
く
が
、
そ
の
中
に
は
天
皇
の
私
的
な
丘
ハ
カ
を
構
成

す
る
屯
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
令
外
の
軍
事
機
関

の
性
格
を
検
討
し
て
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
私
的
兵
力
の
消

長
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
授
刀
寮
で
あ
る
。
　
「
続
欝
本
紀
」
慶
雲
四
年

七
月
丙
辰
条
に
、

　
始
置
昌
授
刀
舎
人
寮
⑩

と
あ
る
の
が
初
見
で
、
そ
の
属
し
ば
ら
く
「
続
紀
」
に
姿
を
あ
ら
わ

さ
な
い
が
、
養
老
四
年
正
月
条
に
、
始
め
て
授
刀
舎
人
寮
に
医
師
一

人
を
お
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
以
後
、
同
四
年
三
月
、
同
五
年
十
二

月
、
同
六
年
閏
四
月
、
同
七
年
十
月
等
の
諸
条
に
、
授
刀
助
・
授
刀
・

寮
・
授
刀
・
授
刀
舎
人
の
語
が
見
え
、
宮
廷
に
お
い
て
確
乎
た
る
存

在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
慶
雲
か
ら
養
老
に
至
る

間
に
は
、
和
銅
元
年
三
月
丙
辰
条
に
、
従
五
位
下
小
野
朝
臣
馬
養
が
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帯
剣
寮
長
官
に
な
っ
た
こ
と
、
同
四
年
十
月
甲
子
条
に
は
、
帯
剣
舎

人
が
番
上
大
舎
人
や
兵
衛
な
ど
と
と
も
に
禄
と
し
て
統
二
絢
と
銭
十

文
を
賜
わ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
授
刀
も
帯
剣
も
と
も
に
タ
チ
ハ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
よ
め
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
大
井
重
二
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
授
刀
寮
の
こ
と
を
帯
剣
寮
と
も
称
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
用
字
が
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
が
も
と
臨
時

に
お
か
れ
た
機
関
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
設
置
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
滝
川
政
次
郎
氏
の
説
お
よ
び
こ
れ
．
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

修
正
・
補
足
し
た
井
上
薫
氏
の
説
が
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
尽
さ
れ
て
い
る
。

滝
川
民
は
「
続
紀
」
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
韻
事
条
に
見
え
る
称
徳

天
皇
の
宣
命
の
中
に
、

　
届
書
之
久
、
墨
引
東
人
示
授
レ
刀
天
空
之
牟
留
濁
波
、
汝
乃
差
押
止
之
天
護
近
宴
止

　
念
天
奈
毛
在
。
　
（
下
略
）

と
あ
る
部
分
を
引
用
し
て
、
　
「
こ
の
詔
は
、
一
7
5
正
天
皇
の
詔
で
あ
っ

て
、
壷
中
に
あ
る
聯
，
汝
』
は
、
太
子
聖
武
天
皇
を
指
し
た
も
の
で
あ

る
」
と
推
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
援
刀
傷
は
東
人
か
ら
な
る
こ
と
が

わ
か
り
、
授
刀
寮
設
醒
の
理
由
は
「
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。

し
か
し
こ
の
詔
は
、
井
上
薫
氏
が
詳
細
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
元
正

天
皇
の
屯
の
で
は
な
く
聖
武
天
皇
の
勅
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
『
汝
』

は
阿
倍
皇
太
子
（
の
ち
の
称
徳
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

こ
の
詔
が
出
さ
れ
た
の
は
聖
武
天
皇
の
即
位
以
後
、
さ
ら
に
詔
の
前

後
の
文
よ
り
考
え
れ
ば
、
井
上
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
天
平
勝
宝
元

年
聖
武
譲
位
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
授
刀
寮
設
置
の
慶
雲
四
年
、

か
ら
は
四
十
年
以
上
へ
だ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
詔
か
ら
設
置
の
時
の

事
情
や
理
由
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
け
れ
ど
竜
滝
川
氏
が
、
魚
種
寮
設
置
の
年
の
六
月
、
文
武
天
皇
崩

じ
、
皇
太
子
（
の
ち
の
聖
武
）
は
幼
少
で
、
太
子
の
伯
母
紅
隈
皇
女
が

即
位
し
た
が
、
世
の
中
は
不
安
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
着
眼
し
、

「
天
皇
の
身
辺
の
護
衛
を
厳
重
に
し
て
、
玉
体
の
絶
対
安
全
を
期
す

る
必
，
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
忠
誠
に
し
て
勇
武
な
る
親
衛
隊

（
授
刀
寮
を
さ
す
－
舞
木
）
が
増
設
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
．

述
べ
て
い
る
の
は
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に

よ
っ
て
成
立
し
た
援
刀
寮
で
あ
る
か
ら
、
井
上
氏
が
さ
ら
に
つ
け
加

え
て
、
　
「
五
衛
府
は
天
皇
の
親
衛
隊
と
い
っ
て
も
い
わ
ば
公
的
な
軍

事
力
で
あ
り
、
貴
族
の
牽
制
な
ど
の
た
め
天
皇
が
自
由
に
動
か
せ
な

い
性
質
を
も
つ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
牽
舗
を
う
け
な
い
で
天
皇

が
自
由
に
動
か
し
得
る
私
的
な
舎
人
を
も
つ
た
め
」
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
の
私
兵
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
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い
。

　
授
刀
寮
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
、
　
「
続
紀
」

が
朝
廷
の
中
・
下
級
官
人
を
列
記
す
る
場
合
に
授
刀
舎
人
が
位
置
す

る
序
列
か
ら
屯
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
順
序
で
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

和
銅
四
、
一
〇
、
二
三

養
老
七
、
一
〇
、
二
三

tt

四

。

六

神
塾

　
右
四
例
の
う
ち
三
例
ま
で
が
、

舎
人
と
天
皇
親
衛
軍
の
兵
衛
と
の
間
に
、

舎
人
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
養
老
の
煙
出
兵
籍
条
に
は
、

　
凡
丘
ハ
衛
、
　
六
月
内
、
　
上
日
夜
各
八
十
・
以
卜
｛
潜
、
　
給
…
レ
禄
。
　
有
位
備
中
一
大
初

　
位
嚇
無
位
准
内
許
初
位
4
授
刀
含
人
工
濫
・
此
。

と
あ
っ
て
、
授
刀
舎
人
は
兵
衛
と
心
様
な
扱
い
を
う
け
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
右
の
「
続
紀
」
の
記
載
例
か
ら
す
れ
ば
、
兵
衛
以
上

に
天
皇
側
近
に
随
従
し
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、

…
番
上
大
舎
入
・
帯
剣
舎
人
・
兵
衛
・
史
生
…

…
左
右
大
舎
人
・
授
刀
舎
人
・
左
右
兵
衛
・
東

宮
舎
人
、

…
大
舎
人
・
擾
刀
舎
人
・
兵
衛

…
左
右
大
奢
人
・
兵
衛
・
石
刀
舎
人
・
中
宮
舎

人
…

　
　
天
皇
の
側
近
に
仕
え
る
中
務
省
大

　
　
　
　
　
　
そ
し
て
兵
衛
の
上
に
授
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
で
に
大
井
重
二
郎
氏
に
よ
っ
て
注
音
心
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
　
「
万
葉

集
」
巻
六
の
九
四
八
番
の
歌
の
題
詞
お
よ
び
左
註
に
よ
る
と
、
神
亀

四
年
正
月
に
王
子
や
諸
臣
の
子
が
春
日
野
に
集
っ
て
打
毬
を
楽
し
ん

だ
時
、
急
に
雨
が
ふ
り
雷
電
が
し
た
の
に
、
宮
中
に
は
侍
従
も
侍
馴

す
る
者
も
い
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
勅
が
下
っ
て
、
王
子
や
諸
臣
の
子

は
皆
授
刀
寮
に
散
禁
さ
れ
た
、
と
い
う
。
こ
の
記
事
も
、
授
刀
寮
が

兵
衛
府
以
上
に
天
皇
に
親
近
な
関
係
に
あ
る
機
関
で
あ
る
こ
と
を
量

る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
授
刀
寮
・
授
刀
禽
入
に
関
す
る
史
料
は
、
上
記
の
神
亀

四
年
十
月
中
戌
（
六
肖
）
条
の
記
事
以
後
し
ば
ら
く
後
を
た
ち
、
約

二
十
年
後
の
天
平
十
八
年
二
月
己
丑
（
七
臼
）
条
の
「
続
紀
」
に
、

　
改
昌
騎
舎
人
↓
為
昌
授
刀
舎
人
而

と
あ
る
ま
で
姿
を
見
せ
な
い
。
そ
し
て
授
刀
寮
が
姿
を
消
す
直
後
の

神
亀
五
年
八
月
よ
り
中
衛
府
が
史
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で

授
刀
寮
が
中
衛
府
に
発
展
乃
至
吸
収
さ
れ
た
の
か
、
授
刀
寮
は
史
料

に
見
え
な
く
て
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
中
衛
府
と
平
行
し
て
存
続

し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
お
こ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
は
い
る

前
に
、
中
衛
府
設
置
の
事
情
や
そ
の
性
格
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

⑧
　
大
井
重
二
鄭
「
奈
良
朝
の
衛
府
」
（
『
続
臼
本
紀
研
究
』
二
の
三
）
五
四
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ペ
ー
ジ
。

⑳
　
滝
川
政
次
郎
「
授
刀
舎
人
に
つ
い
て
」
（
『
続
田
本
紀
研
究
』
竃
の
陽
）
。

⑯
　
井
上
薫
「
舎
人
制
度
の
｝
考
察
」
（
同
氏
『
日
本
古
代
の
政
治
と
宗
教
臨
）

　
「
一
二
〇
・
五
論
ハ
ペ
ー
ジ
M
以
下
。

⑳
　
舶
用
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
文
武
の
崩
御
を
授
刀
舎
人
潔
癖
醗
の

　
　
門
前
年
の
伊
江
扁
と
す
る
が
、
井
上
薫
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
門
同
年
の

　
六
月
」
の
誤
り
で
あ
る
。

⑰
　
　
乱
八
井
重
一
一
郎
、
　
晶
嗣
掲
肱
鯛
齋
人
、
　
五
五
ペ
　
ー
ジ
。

　
　
　
　
二
　
中
衛
府
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
中
衛
府
の
成
立
に
つ
い
て
は
笹
山
晴
生
残
の
詳
論
と
、
こ
れ
を
補

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

足
し
た
井
上
氏
の
研
究
が
あ
っ
て
、
改
め
て
論
ず
る
ほ
ど
の
こ
と
は

な
い
の
だ
が
、
授
刀
寮
と
比
較
す
る
上
に
必
要
で
あ
る
の
で
、
両
氏

の
業
績
を
参
考
し
て
、
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
続
紀
」
神
亀
五
年
八
月
甲
午
条
に
、

　
置
・
中
衛
璽
大
刀
人
讐
、
少
将
天
聴
、
将
監
四
人
讐
、
将
曹
四

　
人
雛
比
、
府
生
六
人
、
番
長
六
入
、
中
衛
三
百
入
鰐
綱
策
、
使
都
下
巳
亦
有
レ

　
数
。
其
職
掌
常
在
一
大
内
↓
以
備
　
周
衛
鵡
審
並
在
レ
格
。

と
見
え
る
が
、
当
時
の
暦
か
ら
す
る
と
八
月
に
は
甲
午
に
当
る
9
が

な
い
。
一
方
、
　
「
類
聚
三
代
格
」
や
「
帝
王
編
年
記
」
で
は
中
衛
府

の
設
置
を
、
同
年
七
月
二
十
一
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
・

「
続
紀
」
が
中
衛
府
と
同
じ
く
八
月
甲
午
設
麗
と
す
る
内
疵
寮
屯
、

職
員
令
集
解
説
で
は
や
は
夢
七
月
二
十
一
日
に
設
置
さ
れ
た
と
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
笹
山
晴
生
氏
が
中
衛
府
成
立
の
日
付
を
神
亀
五
年

七
月
二
十
一
日
と
し
て
い
る
の
は
、
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
　
中
衛
府
の
官
位
相
当
が
五
衛
府
に

く
ら
べ
て
高
い
こ
と
で
、
　
中
衛
府
が
朝
廷
内
で
重
要
な
地
位
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
し
か
し
そ
れ
よ
夢
も
本
稿
の
主
題
に
と
っ

て
興
味
が
あ
る
の
は
、
中
衛
府
の
主
力
を
な
す
中
衛
三
百
人
が
東
禽

人
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
中
衛
は
、
　
舎
人
と
い
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
　
兵
衛
府
の
兵
衛
同
様
、
　
郡
司
級
の
地

方
豪
族
の
一
族
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
　
さ
ら
に

「
東
舎
人
」
　
と
い
わ
れ
る
の
は
、
　
主
と
し
て
東
国
の
地
方
豪
族
か

ら
採
っ
た
と
解
さ
れ
、
大
化
前
代
の
天
皇
の
私
的
兵
力
で
あ
っ
た
舎

人
軍
の
伝
統
が
こ
こ
に
再
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
　
「
続
紀
」
　
に
よ
っ
て
中
衛
の
実
例
を
検
す
る

と
、
上
道
臣
斐
太
都
（
曝
露
Y
賀
茂
君
継
手
（
馨
八
Y
吾
志
（
葦
＋
）
・

土
師
宿
禰
関
野
（
盤
惇
紹
）
・
新
良
木
舎
割
前
麻
呂
（
膿
一
声
）
・
物
部
飽
海

（天

ｽ
神
謹
苑
、
十
［
）
ら
が
あ
る
う
ち
、
東
国
出
身
の
明
ら
か
な
の
は
吾
志
（
美
濃
）

と
蜷
淵
（
上
野
）
の
汐
入
だ
け
で
あ
っ
て
、
東
国
嶺
身
者
が
多
い
と

は
い
え
な
い
。
笹
山
琉
は
資
料
が
宝
字
以
後
に
多
い
点
か
ら
、
設
置
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時
の
趣
旨
が
の
ち
に
薄
れ
た
た
め
と
す
る
が
、
あ
る
い
は
井
上
氏
の

と
く
よ
う
に
、
東
舎
人
と
い
う
名
称
は
東
国
人
の
勇
武
を
理
想
と
し

た
命
名
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
東
舎
人
と
い

う
以
上
は
、
大
化
前
代
の
舎
人
軍
の
伝
統
を
継
承
す
る
意
図
は
あ
っ

た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
天
皇
側
近
の
私
兵
的
親
衛
軍
と
い

う
性
格
は
中
衛
府
も
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
中
衛
府
の
職
掌
が
「
常
に
大
内
に
在
り
て
以
て
周

衛
に
備
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
竜
、
裏
書
き
さ
れ

る
。
仮
寧
令
集
解
給
休
仮
煙
害
引
の
古
記
に
「
依
レ
格
、
中
衡
府
准
昌

兵
衛
府
一
也
」
と
あ
る
の
も
、
中
衛
と
兵
衛
の
性
格
の
類
似
を
示
す

が
、
中
衛
は
兵
衛
以
上
に
天
皇
に
親
近
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
兵
衛
府
が
あ
る
上
に
中
衛
府

を
置
く
理
由
も
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
と
く
に
神
亀
五
年
と
い
う
時
点
に
お
い

て
遣
か
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
笹

山
氏
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
事
情
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
の
事
情
は
、
養

老
ご
ろ
か
ら
朝
廷
を
守
る
べ
き
衛
士
の
逃
亡
す
る
も
の
が
多
く
、
五

衛
府
の
兵
力
が
弱
体
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
「
養
老
－
神
編
年
聞
に

五
衛
府
制
は
既
に
行
詰
り
、
衛
士
の
不
足
、
宮
城
警
備
の
弱
体
化
は

不
可
避
で
あ
り
、
何
ら
か
の
積
極
的
改
革
を
必
要
と
す
る
段
階
に
達

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
亀
五
年
の
中
衛
府
設
麗
が
か
か
る
情

勢
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
衛
の
性
格
か
ら
考
え
て
竜
ほ
ぼ
明
か
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
で
あ

る
。　

こ
れ
は
一
考
に
値
い
す
る
問
題
だ
が
、
衛
士
の
弱
体
化
は
、
衛
士

を
主
要
な
兵
力
と
す
る
衛
士
府
の
行
詰
り
と
は
な
っ
て
も
、
徳
士
を

必
要
と
し
な
い
兵
衛
府
や
、
衛
士
と
な
ら
ん
で
重
藤
を
主
要
な
兵
力

と
す
る
衛
門
府
を
ふ
く
め
た
五
衛
府
制
全
体
の
行
詰
り
と
す
る
の
は

い
い
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
と
に
中
衛
府
は
兵
衛
府
と
同
様
な
任
務
と
兵

力
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
衛
士
不
足
の
対
策
と
し
て
な
ら
、
中
衛
府
を

設
け
な
く
て
も
、
兵
衛
府
の
規
模
を
拡
大
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

と
く
に
中
衛
府
を
設
概
し
た
の
は
、
こ
れ
と
は
別
の
事
情
に
よ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
、
笹
山
氏
が
第
二
の
事
情
と
し
て
指
摘
し
た
長
屋
王

の
変
と
の
関
係
を
重
視
し
た
い
。
長
屋
王
は
養
老
五
年
正
月
に
正
三

位
大
納
書
か
ら
従
二
位
・
石
大
臣
に
進
ん
で
以
来
、
政
治
の
中
心
に
立

ち
、
聖
武
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
神
亀
元
年
二
月
に
は
正
二
位
左
大

隠
に
昇
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
神
亀
六
年
（
天
平
元
）
二
月
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十
日
に
、
謀
反
の
疑
い
を
う
け
、
中
衛
府
を
ふ
く
む
六
衛
府
の
兵
に

宅
を
包
囲
さ
れ
、
同
月
十
工
β
に
家
族
と
と
も
に
自
殺
し
て
果
て
た
。

こ
の
長
屋
王
の
変
が
、
不
比
等
の
死
と
と
も
に
政
権
を
長
屋
王
に
奪

わ
れ
た
藤
原
氏
の
陰
謀
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
説
く
ま
で

屯
な
い
が
、
問
題
の
中
衛
府
の
設
麗
は
、
変
の
お
こ
る
わ
ず
か
半
年

前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
な
ら
両
者
の
年
時
の
接
近
は
偶
然
の
こ
と
か
と
も
思
わ

れ
る
が
、
中
衛
府
の
初
代
の
大
将
は
藤
原
房
前
で
あ
る
ら
し
く
、
中

衛
府
の
設
置
に
は
藤
原
氏
の
勢
力
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
　
「
続
紀
」
に
は
中
衛
府
成
立
当
初
の
大
将
の
氏
名
は
見
え

な
い
が
、
　
「
万
葉
集
」
巻
五
に
見
え
る
天
平
元
年
十
月
八
碕
お
よ
び

十
一
月
八
日
付
の
大
伴
華
年
（
旅
人
）
と
藤
原
房
前
と
の
往
復
書
簡
に

房
前
の
こ
と
を
「
中
衛
…
高
明
閣
下
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

房
前
が
中
衛
府
の
初
代
大
将
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

彼
は
無
比
等
の
次
男
で
あ
る
が
、
養
老
・
神
亀
の
こ
ろ
に
は
兄
の
武

智
麻
呂
を
こ
え
る
ほ
ど
の
地
位
に
あ
り
、
藤
原
氏
を
代
表
す
る
人
物

で
あ
る
。
そ
の
房
前
が
中
衛
大
将
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
衛

府
は
長
屋
王
政
権
に
対
す
る
藤
原
氏
の
勢
力
回
復
の
拠
点
と
し
て
、

朝
廷
内
に
設
け
ら
れ
た
軍
事
機
関
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
が
生
れ
る

の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
東
舎
人
と
い
う
溺
名
か
ら
察
せ
ら
れ
る

よ
う
な
天
皇
の
私
兵
的
性
格
が
ど
う
し
て
生
れ
た
か
が
解
し
に
く
い
。

中
衛
…
府
は
藤
原
氏
の
長
屋
王
対
策
と
し
て
だ
け
成
立
し
た
の
で
は
な

く
、
中
衛
府
設
覆
の
前
年
で
あ
る
神
亀
四
年
閏
九
月
に
生
れ
た
聖
武

天
皇
の
皇
子
基
親
王
を
守
る
と
い
う
旨
的
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
基
親
王
は
阿
比
等
の
娘
で
あ
る
光
明
子
を
母
と
し
、
四
年
十

一
月
に
早
・
く
も
皇
太
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
神
亀
五
年
に
は
ま
だ
僅

か
満
一
歳
で
、
そ
の
上
、
璽
武
の
も
う
一
人
の
夫
人
で
あ
る
県
犬
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宿
禰
広
刀
自
が
安
積
親
王
を
生
ん
で
い
る
。
基
親
王
の
前
途
は
楽
観

を
許
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
の
基
親
王
の
身
辺
を
守
る
こ
と
は
、

単
な
る
名
目
で
は
な
く
、
聖
武
天
皇
や
元
正
天
皇
に
竜
実
際
に
必
要

で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
基
親
王
擁
護
は
竜
と
よ
り
藤
原

氏
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
こ
の
機
を
の
が
さ
ず
、
皇
太

子
親
衛
軍
と
い
う
錦
の
御
旗
を
お
し
た
て
て
、
五
衛
府
よ
り
も
さ
ら

に
地
位
の
高
い
中
衛
府
を
成
立
さ
せ
、
毎
時
に
こ
れ
を
反
長
屋
王
の

拠
点
と
も
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
、
中
衛
府
が
藤
原
氏
の
主
導
の
電
と
に
成
立
し
な
が
ら
、
天
皇

の
私
兵
的
な
色
彩
を
も
つ
こ
と
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
房
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酒代天皇の泓的兵力について（痘木）

前
が
養
老
五
年
十
月
に
「
汝
が
卿
房
前
、
ま
さ
に
内
臣
と
な
り
内
外

を
計
会
し
、
勅
に
准
じ
て
施
行
し
、
帝
業
を
輔
翼
し
、
永
く
国
家
を

寧
ん
ず
べ
し
」
と
い
う
詔
を
う
け
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

正
天
皇
の
厚
い
親
任
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
親
衛
軍

を
創
設
す
る
の
に
非
常
に
有
利
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
れ
に
く
ら
べ
て
授
刀
寮
の
長
官
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
さ
き
に

述
べ
た
よ
う
に
和
銅
元
年
三
月
に
小
野
朝
臣
馬
養
が
任
命
さ
れ
て
い

る
が
、
小
野
氏
は
藤
原
氏
と
縁
の
薄
い
氏
族
で
あ
為
。
と
こ
ろ
が
衣

服
令
集
解
諸
臣
朝
服
三
所
引
の
養
老
六
年
二
月
二
十
三
鷺
の
格
に
よ

る
と
、
こ
の
時
藤
原
房
前
は
授
刀
頭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
す

で
に
藤
原
氏
の
勢
力
は
天
皇
の
私
兵
的
な
親
衛
軍
と
み
な
さ
れ
る
授

刀
寮
の
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
衛
府
の
成
立
は
時

間
の
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
⑱
　
笹
山
晴
生
「
中
衛
府
の
研
究
」
　
（
『
古
代
学
』
六
の
三
）
。

　
⑳
　
井
上
薫
、
前
掲
論
交
。

　
⑩
　
笹
山
晴
生
、
前
掲
論
交
、
二
七
八
ペ
ー
ジ
。

　
④
　
笹
山
晴
生
、
前
掲
論
文
、
二
八
○
ペ
ー
ジ
。

　
⑫
安
積
親
王
の
生
れ
月
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
神
亀
五
年
八
三
の
中
衛

　
　
府
成
立
以
前
に
生
れ
て
い
た
と
は
断
欝
で
き
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
大

　
　
き
い
。
な
お
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
」

　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ワ
一
二
〇
号
）
参
照
。

⑬
　
こ
の
詔
を
出
し
た
の
は
元
明
太
上
天
皇
と
す
る
説
も
あ
る
と
思
う
が
、

　
私
は
元
正
天
皇
と
考
え
る
。

　
　
　
　
三
　
授
刀
寮
と
申
衛
府
の
関
係

　
こ
れ
で
中
衛
府
設
置
の
事
情
や
性
格
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
、
授
刀
寮
ど
中
衛
府
の
関
係
の
問
題
に
立
ち
か
え
る
こ
と
と
し
た

い
。　

こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
対
立
す
る
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

意
見
が
あ
る
。
ま
ず
笹
山
氏
は
、
授
刀
寮
は
新
設
の
中
衛
府
に
合
併

さ
れ
た
か
、
発
展
し
て
中
衛
…
府
に
な
っ
た
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
竜
両

者
は
継
起
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
中
衛
府
の
成
立
と
い
れ
か
わ
り
に
授
刀
寮
の
記
事
が
消

え
る
と
い
う
上
述
の
事
情
の
ほ
か
に
、
中
衛
府
の
初
代
大
将
で
あ
る

ら
し
い
藤
原
房
前
が
、
そ
れ
よ
り
さ
き
、
養
老
六
年
に
す
で
に
授
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
電
、
傍
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て

「
続
紀
」
天
平
十
八
年
二
月
条
の
「
改
昂
騎
舎
人
ハ
為
轟
授
刀
舎
人
こ

の
記
事
は
、
授
刀
舎
人
の
復
興
領
置
と
み
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
神
亀
五
年
以
後
は
授
刀
寮
と
中
衛
府
と
が
併
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
い
た
と
す
る
旧
説
を
再
確
認
し
ょ
う
と
す
る
の
が
、
井
上
薫
氏
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で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
つ
ぎ
の
諸
条
に
要
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
0
ゆ
授
刀
舎
人
の
こ
と
は
「
皇
紀
」
天
平
十
八
年
二

月
、
勝
宝
八
年
五
月
、
同
年
七
月
、
宝
字
元
年
四
月
の
索
条
に
見
え

る
。
②
天
平
十
八
年
に
再
置
さ
れ
た
と
解
す
る
よ
り
は
、
神
亀
以
来

存
続
し
て
い
た
授
刀
舎
人
に
騎
舎
人
を
加
え
た
と
解
す
る
ほ
う
が
す

な
お
で
あ
る
。
⑧
勝
宝
八
年
七
月
等
星
の
勅
の
中
で
、
授
刀
舎
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

中
衛
舎
人
を
区
別
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
両

者
の
設
置
事
情
や
任
務
の
間
に
差
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
笹
山

説
で
は
こ
の
相
違
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　
簡
単
な
要
約
で
、
井
上
説
の
趣
旨
を
と
り
ち
が
え
て
お
れ
ば
申
訳

け
な
い
が
、
井
上
氏
の
い
う
ω
は
、
天
平
十
八
年
再
遊
説
と
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
く
、
笹
山
説
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
。
圖
は
見
解
の

相
違
と
い
う
べ
く
、
ど
ち
ら
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
③
も
笹
山
氏
の
立

場
で
は
、
再
置
以
後
の
授
刀
舎
人
が
中
衛
舎
人
と
区
別
さ
れ
る
の
は

妾
然
で
あ
っ
て
、
勝
宝
八
年
に
愚
老
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

神
亀
五
年
以
来
両
老
が
別
々
に
存
在
し
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な

い
。
私
は
、
井
上
氏
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
笹
山
説
は
十
分
に
存
立

し
う
る
と
考
え
る
。

　
で
は
ど
ち
ら
の
説
が
妥
当
か
と
い
う
と
、
私
は
笹
山
説
に
従
い
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
亀
五
年
以
降
天
平
十
八
年
ま
で
の
「
続
紀
」
記

事
で
、
衛
府
を
ふ
く
む
朝
廷
の
中
下
級
官
人
の
…
職
名
が
列
記
さ
れ
た

と
こ
ろ
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
天
平
元
、
八
、
五
　
　
…
左
右
大
舎
人
・
六
衛
府
舎
人
（
中
衛
と
五
衡
府
の
含
入
）
・
中
窟

　
　
　
　
　
　
　
　
職
舎
人
…

　
〃
一
三
、
閏
三
、
二
五
…
百
官
主
典
受
訴
・
拝
中
衛
・
兵
衛
等
、

こ
れ
を
上
掲
の
授
刀
舎
人
の
位
置
す
る
序
列
を
記
し
た
略
表
（
一
九

ペ
ー
ジ
）
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
前
の
表
で
は
授
刀
（
帯
剣
）
舎
人
は
、

お
お
む
ね
大
舎
人
の
下
、
兵
衛
ま
た
は
中
宮
遊
人
の
上
に
位
置
し
て

い
る
が
、
後
の
略
表
で
は
、
ち
ょ
う
ど
授
刀
舎
人
の
く
る
べ
き
場
所

に
中
衛
舎
人
が
位
覆
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
の
衰
の
材
料

に
し
た
記
事
と
は
や
や
性
質
が
こ
と
な
る
が
、
天
平
十
二
年
六
月
庚

午
の
大
赦
記
事
で
も
、
　
「
中
衛
舎
人
・
左
右
兵
衛
∵
左
右
衛
士
・
衛

門
府
衛
士
・
門
部
・
土
師
・
南
部
」
と
い
う
順
に
記
さ
れ
て
い
て
、

や
は
り
授
刀
舎
人
の
位
麗
に
中
衛
舎
人
の
名
が
あ
り
、
授
刀
舎
人
は

姿
を
見
せ
な
い
。
も
し
擾
刀
と
中
衛
と
が
併
存
し
て
い
る
な
ら
ば
、

神
亀
五
年
以
降
の
こ
れ
ち
の
記
事
の
ど
こ
か
に
、
授
刀
禽
人
の
名
が

あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
授
刀
寮
と
中
衛
府
と
は
設
麗
の
事
情
を
こ
と
に
す
る
と
は
い
え
、
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宵代天皇の泓的兵力について（直木）

前
者
は
文
武
天
皇
の
死
後
、
幼
少
の
皇
太
子
首
［
親
王
（
聖
武
）
を
守

る
た
め
に
置
か
れ
、
後
老
は
さ
ら
に
幼
少
の
皇
太
子
基
親
王
を
守
る

た
め
に
麗
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
、
、
そ
の
問

に
共
通
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
か
つ
て
の
首
親
王
で
あ
る
聖
武

が
、
以
前
に
自
分
の
た
め
に
お
か
れ
た
授
刀
寮
を
、
一
分
の
皇
太
子

の
た
め
に
規
模
を
拡
大
し
て
府
に
昇
格
さ
せ
、
中
衛
府
と
し
ょ
う
と

す
る
意
図
を
も
つ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
想
像

で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
そ
の
実
際
の
支
配
者
が
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と

が
、
創
設
当
時
の
授
刀
寮
と
こ
と
な
る
が
、
授
刀
寮
の
長
官
に
は
現

実
に
藤
原
民
が
任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
中
衛
府
の
成
立
は
援
」

刀
寮
の
性
格
の
急
激
な
変
化
ど
考
え
る
に
は
当
ら
な
い
。

　
け
れ
ど
も
反
対
か
ら
い
え
ば
、
中
衛
府
の
成
立
は
、
長
刀
寮
に
お

け
る
天
皇
私
丘
ハ
的
性
格
の
減
少
の
結
果
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

中
衛
府
に
お
け
る
天
皇
私
兵
的
性
格
は
か
な
り
名
厨
的
な
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
中
衛
府
に
な
っ
て
官
位
相
当
湖
が
明
示
さ

れ
て
く
る
の
も
、
中
衛
府
が
公
的
な
性
格
を
も
つ
官
司
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
授
刀
寮
と
い
う
形
で
一
旦
設
け
ら
れ
た
天
皇
の
私
的

兵
力
は
、
藤
原
氏
の
勢
力
の
も
と
に
解
消
に
向
う
の
で
あ
る
。
天
平

十
八
年
に
ふ
た
た
び
授
刀
舎
人
が
復
活
す
る
理
由
は
、
実
は
こ
こ
に

存
す
る
と
考
え
る
。

⑭
　
笹
由
晴
生
、
前
掲
置
文
、
二
八
一
ペ
ー
ジ
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
泓
見

　
は
、
結
局
笹
山
説
を
敷
組
し
た
に
と
ど
ま
る
。
な
お
角
照
文
衛
「
軍
矧
と

　
衛
府
』
　
（
『
西
田
先
生
三
寿
記
念
田
本
古
代
史
論
叢
』
）
も
同
説
で
あ
る
。

⑮
衣
服
令
集
解
、
諸
臣
朝
服
条
所
引
、
養
老
六
年
二
月
二
十
三
臼
格
。

⑯
　
井
上
藏
、
前
掲
論
文
、
六
一
ペ
ー
ジ
以
下
。
滝
用
政
次
郎
氏
（
前
掲
論

　
丈
）
も
併
存
説
で
あ
る
。

⑰
　
勅
の
関
係
部
分
を
引
く
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
　
門
授
刀
舎
人
（
中
略
）

　
悉
属
轟
中
衛
府
司
　
（
中
略
）
、
但
名
当
授
刀
舎
人
↓
勿
レ
為
二
中
衛
舎
人
こ

　
　
　
　
四
　
授
刀
舎
人
再
麗
の
意
昧

　
授
刀
舎
人
が
天
平
十
八
年
に
再
置
さ
れ
る
の
は
、
前
節
の
終
り
で

ふ
れ
た
よ
う
に
、
藤
原
氏
の
支
配
下
に
は
い
っ
た
中
衛
府
と
は
別
に
、

天
皇
が
自
己
に
直
属
す
る
身
辺
護
衛
の
私
的
兵
力
を
欲
し
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
σ
こ
ろ
の
政
情
を
み
・
る
と
、
墾
武
と
光
明
の
間
に
生
れ
た
阿
倍

内
親
王
が
天
平
十
年
に
立
太
子
し
て
い
る
が
、
内
親
王
の
皇
太
子
は

前
例
が
な
く
、
皇
族
・
貴
族
の
す
べ
て
が
こ
の
処
置
に
満
足
し
て
い

た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
く
に
反
藤
原
の
立
場
に
あ
る
橘
・
大
伴
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

氏
を
中
心
と
す
る
人
々
は
、
安
積
親
王
に
望
み
を
托
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
天
平
十
六
年
閏
正
月
、
親
王
は
暗
殺
か
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
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急
死
を
と
げ
、
朝
廷
の
人
心
に
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
は
、
弥
永
貞
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

・
横
田
健
一
両
既
等
の
研
究
に
詳
し
い
。
翌
十
七
年
九
月
、
天
皇
は

難
波
宮
で
重
病
の
床
に
つ
き
、
同
月
十
七
日
に
「
治
道
有
レ
失
、
聖

血
罹
レ
罪
し
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
大
赦
を
行
な
う
が
、
同
月
十
九

日
に
は
さ
ら
に
病
が
篤
く
な
っ
た
よ
う
で
、
孫
王
ら
を
病
床
に
召
し

寄
せ
る
と
と
も
に
、
平
城
宮
か
ら
鈴
印
を
取
り
よ
せ
て
、
非
常
の
変

に
備
え
た
。
の
ち
宝
宇
元
年
七
月
に
、
佐
伯
全
野
が
語
っ
た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
橘
奈
良
麻
呂
は
、
全
成
以
下
、
佐
伯
・
多
治
比

・
小
野
の
諸
氏
に
属
す
る
人
々
を
誘
い
、
天
皇
廃
立
の
陰
謀
を
企
て

て
い
た
と
い
う
。
政
界
は
皇
位
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
さ
に
騒
然
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
聖
武
天
皇
は
自
己
お
よ
び

皇
太
子
の
た
め
の
武
力
を
強
化
す
る
必
要
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。

授
刀
舎
人
の
再
設
蟹
は
、
そ
の
対
策
の
具
体
化
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

ず
天
平
十
七
年
ご
ろ
に
側
近
の
親
衛
軍
と
し
て
箱
書
人
を
麗
き
、
こ

れ
を
翌
年
に
授
刀
舎
人
と
改
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
再
設
醒
の
事
情
を
語
る
史
料
は
外
に
電
あ
る
。
私
は
本
章
第
一
節

に
お
い
て
、
神
護
景
雲
一
瓢
年
下
［
月
に
出
さ
れ
た
称
徳
天
皇
の
宣
命
の

中
に
、
聖
武
天
皇
の
勅
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
中

で
墾
武
が
、
「
朕
が
東
人
二
授
レ
刀
テ
侍
シ
ム
ル
事
ハ
、
汝
ノ
馬
丁
ト

　
　
　
　
⑳

シ
テ
、
護
近
ヨ
ト
念
テ
ナ
モ
在
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
注
音
心
し
た

が
、
こ
の
聖
武
の
言
葉
こ
そ
が
、
第
二
次
授
刀
舎
人
設
…
慣
の
事
情
を

語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
「
授
レ
刀
テ
」

と
い
う
句
か
ら
考
え
て
、
こ
の
勅
は
授
刀
寮
設
置
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
こ
の
勅
は
勅
の
前
後
の
文
章
か
ら

考
え
て
、
聖
武
が
譲
位
に
際
し
阿
倍
内
親
王
（
称
徳
）
に
対
し
て
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
，
こ
と
、
従
っ
て
第
三
に
、
こ
の
勅
に
い
う
授

刀
は
聖
武
の
在
位
中
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
阿
倍
内
親
王
の
誕
生

．
以
前
に
お
か
れ
た
第
一
次
二
刀
寮
の
こ
と
を
五
っ
て
い
る
と
は
考
え

ち
れ
な
い
こ
と
、
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
勅
、
す
な
わ

ち
聖
武
み
ず
か
ら
の
語
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
阿
倍
内
親
王
護
衛
が

第
二
次
授
刀
舎
人
の
も
っ
と
も
重
要
な
使
命
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
上
に
推
定
し
た
授
刀
舎
人
再
販
の
理
由
と
矛
盾
す
る
電
の
で
は

な
く
、
ま
た
転
借
内
親
王
は
皇
太
子
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
第
一
次

授
刀
愈
人
設
置
の
精
神
と
も
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
聖

武
が
勅
の
中
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
信
じ
て
よ
か
ろ
う
。

　
聖
武
の
勅
を
さ
ら
に
み
て
ゆ
く
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い

る
。
「
是
東
人
ハ
常
二
云
ク
、
額
ニ
ハ
箭
甲
立
ト
モ
、
背
ハ
箭
ハ
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
カ
⑧

立
ト
云
テ
、
君
ヲ
一
心
ヲ
以
テ
平
物
ソ
。
此
心
知
テ
汝
都
司
ヘ
ト
勅
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古代天皇の私的兵力について（直沐：）

ヒ
シ
御
命
ヲ
不
レ
忘
、
此
様
悟
テ
諸
東
国
ノ
人
等
謹
シ
マ
リ
置
畳
レ
。
」

こ
の
勅
に
よ
っ
て
、
授
刀
舎
人
が
主
と
し
て
東
国
出
身
の
者
よ
り
成

っ
て
い
た
こ
と
と
、
天
皇
の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
平
十
八
年
以
降
の
授
刀
舎
人
が
、
実
際
に
東
国
出
身
で
組
織
さ
れ

て
い
た
か
ど
う
か
は
、
実
例
の
上
か
ら
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
授
刀
舎
人
が
天
皇
の

私
兵
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
、
側
面
か
ら
証
明
す
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
騎
舎
人
を
授
刀
舎
人
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
馬
は
東

国
に
多
く
産
す
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
授
刀
舎
人
が
本
来
東
国
出
身

者
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
ど
を
思
わ
せ
る
。

　
そ
の
後
、
授
刀
舎
人
の
名
は
「
続
紀
」
天
平
勝
宝
八
年
五
月
乙
亥
、

同
年
七
月
己
巳
、
宝
字
元
年
四
月
辛
巴
な
ど
の
諸
神
に
、
中
衛
舎
人

な
ど
と
と
も
に
散
見
す
る
が
、
宝
字
三
年
十
二
月
に
授
刀
衛
が
お
か

れ
る
ま
で
は
、
授
刀
寮
や
援
刀
頭
の
よ
う
な
授
刀
舎
人
を
管
轄
す
べ

き
役
所
や
富
人
の
名
は
史
書
に
見
え
な
い
。
正
式
に
こ
れ
を
統
率
し

た
官
司
の
存
在
し
た
形
迩
が
な
い
の
で
あ
る
。
天
皇
の
私
兵
と
し
て

置
か
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
上
記
勝
宝
八
年
七
月
二
項
条
に
は
、

　
勅
、
授
刀
舎
人
考
選
賜
レ
禄
名
籍
岩
、
悉
属
華
中
衛
府
の

と
あ
る
が
、
名
籍
を
中
衛
府
に
属
し
た
の
は
、
授
刀
舎
人
を
監
督
す

る
正
式
の
官
司
が
な
い
た
め
に
、
考
選
賜
禄
に
困
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
勅
に
．
は
、
な
お
「
其
の
人
数
は
四
百
を
以
て
限
り
と
な
す
、
闘

く
れ
ば
即
ち
簡
補
す
」
と
あ
り
、
授
刀
舎
人
の
兵
力
を
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
「
但
し
授
刀
舎
人
と
名
づ
け
、
中
衛
舎
人
と
な
す
勿
れ
」

と
あ
る
の
は
、
中
衛
沁
沁
と
所
属
竜
性
格
も
違
う
の
だ
か
ら
、
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
勝
宝
八
年
に
聖
武
天
皇
が
死
ん
だ
時
、
坂
上
忌
寸
犬
養
と

鴫
朝
臣
虫
麻
呂
が
陵
に
奉
ぜ
ん
こ
と
を
乞
う
て
褒
賞
さ
れ
る
が
、
こ

の
両
人
に
授
刀
舎
人
二
十
人
が
従
っ
て
い
た
こ
と
が
八
年
五
月
乙
亥

条
の
「
続
紀
」
記
事
に
み
え
る
。
授
刀
舎
人
が
天
皇
と
私
的
な
隷
属

闘
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。

　
こ
の
よ
う
な
私
的
兵
力
が
、
天
平
末
年
以
降
、
ふ
た
た
び
天
皇
の

側
近
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
は
、
興
味
あ
る
事
実
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

⑱
　
こ
の
間
の
審
簿
に
つ
い
て
は
北
出
茂
夫
「
大
伴
家
建
小
論
砿
（
同
氏
『
万

　
葉
の
創
造
的
精
神
』
）
を
は
じ
め
、
嗣
氏
の
諸
論
文
に
詳
し
い
。

⑳
　
弥
永
貞
三
「
万
葉
時
代
の
貴
族
」
　
（
『
万
葉
集
大
成
』
五
）
、
横
田
健
「

　
　
「
安
積
親
王
の
死
と
そ
の
前
後
」
　
（
『
南
都
仏
教
』
六
）
。

　
　
　
マ
な
り
ツ
ケ

⑳
　

「
護
近
ヨ
ト
」
の
「
近
」
の
宇
は
校
異
が
あ
る
が
、
圏
史
大
系
本
に
従

　
、
）
。
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⑪
　
　
「
汝
都
可
へ
」
は
、
汝
を
「
東
人
」
の
意
に
と
り
、
都
可
へ
を
「
仕
へ
し

　
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
私
は
や
は
り
汝
は
「
町
倍
内
親
王
」
、
詩
調
へ

　
は
「
使
へ
扁
と
解
す
る
。

　
　
　
　
五
　
授
刀
衛
と
仲
麻
呂
の
乱

　
擾
刀
舎
人
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
窯
字
三
年
十
二
月
に
新
設

の
授
刀
衛
の
中
に
は
い
り
、
官
制
が
整
い
、
公
的
な
性
格
を
も
つ
て

く
る
が
、
称
徳
に
属
す
る
兵
力
と
い
う
特
質
は
持
続
し
．
た
よ
う
で
あ

る
。
授
刀
衛
は
、
宝
字
八
年
の
仲
麻
呂
の
変
に
際
し
て
成
果
を
示
し

㊥
た
。　

乱
は
八
年
夏
月
乙
巳
（
十
一
日
）
、
中
宮
院
の
止
立
の
争
奪
か
ら
は

じ
ま
る
。
称
徳
天
皇
（
正
し
く
は
面
諭
太
上
天
皇
）
．
は
少
納
言
山
村

・
王
を
遣
わ
し
て
鈴
印
を
お
さ
め
さ
せ
た
が
、
仲
麻
呂
の
男
藩
儒
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
こ
れ
を
奪
っ
た
。
天
皇
は
授
刀
少
尉
坂
上
苅
田
麻
呂
・
援
刀
将
曹
・

壮
鹿
嶋
足
ら
を
や
っ
て
訓
儒
麻
呂
を
射
殺
さ
せ
る
と
、
仲
麻
呂
は
さ

　
　
も
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
に
中
衛
将
監
矢
田
部
老
を
遣
わ
し
た
。
老
は
天
皇
側
の
詔
使
、
授

　刀
紀
船
守
を
お
ど
し
て
鈴
印
を
奪
回
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ま
た

射
殺
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
時
、
　
「
疾
走
し
て
急
を
告
げ
」
た
称
徳
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

の
物
部
礒
浪
も
、
や
は
り
擾
刀
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経

過
を
み
、
か
つ
仲
麻
呂
が
勝
宝
元
年
以
来
中
衛
大
将
の
職
に
あ
っ
た

こ
と
を
思
う
と
、
両
軍
は
そ
れ
ぞ
れ
、
授
刀
衛
と
中
循
と
を
頼
り
と

し
て
闘
争
を
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
緒
戦
に
敗
れ

た
仲
麻
呂
は
近
江
に
走
り
、
称
徳
方
は
追
繋
に
う
つ
り
、
こ
の
後
の

戦
い
は
必
ず
し
も
授
刀
が
称
徳
方
の
主
力
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、

い
ち
は
や
く
要
衝
愛
士
関
を
お
さ
え
、
越
前
に
入
ろ
う
と
し
た
仲
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

呂
を
撃
退
し
た
の
も
、
授
刀
物
部
広
成
ら
の
働
き
で
あ
っ
た
。
授
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
百
済
足
人
・
援
刀
大
尉
粟
困
道
麻
呂
が
称
徳
の
側
に
加
わ
っ
た
こ

と
は
、
乱
後
の
褒
賞
記
事
か
ら
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
仲
麻
呂
の
企
て
を
失
敗
に
終
ら
せ
た

の
は
、
授
刀
衛
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
で
は
仲
麻
呂
は
授
刀
衛
の
勢
力
を
軽
視
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
前
も
っ
て
自
分
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
藤
原

御
楯
を
援
刀
督
に
す
え
、
政
権
確
保
の
一
翼
を
に
な
わ
せ
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
あ
る
。
御
楯
に
つ
い
て
は
野
村
忠
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
詳

細
は
そ
れ
に
譲
る
が
、
野
村
氏
の
説
く
よ
う
に
、
御
楯
が
授
刀
督
と

な
っ
た
の
は
、
授
刀
衛
傷
心
の
宝
字
三
年
十
二
月
以
来
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
仲
麻
呂
の
娘
を
妻
と
し
て
お
り
、
仲
麻
呂
腹
心
の
人
物
の
一

人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
御
楯
が
、
乱
の
直
前
の
宝
字
八
年
六
月
に
死
に
、
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藤
原
真
楯
が
そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
ら
し
い
。
こ
の
間
の
事
購
に
つ
い

　
　
て
は
や
は
り
野
村
忠
夫
．
氏
の
詳
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
真

　
　
楯
は
仲
麻
錫
の
敵
対
者
で
あ
っ
た
橘
諸
兄
・
大
伴
家
持
と
交
遊
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く

　
　
り
、
　
「
続
紀
」
の
麗
伝
に
「
仲
満
（
購
総
）
心
に
其
の
（
噸
権
）
能
を
害
む
。

　
　
真
楯
こ
れ
を
知
9
、
病
と
称
し
て
家
業
し
、
頗
る
書
籍
を
翫
ぶ
」
と

　
　
あ
る
よ
う
に
、
仲
麻
呂
と
は
仲
が
わ
る
か
っ
た
。
彼
が
授
刀
衛
の
長

　
　
官
に
な
っ
た
時
期
は
、
秘
伝
に
「
（
窯
字
）
八
年
、
至
二
正
三
位
勲
二

　
　
等
兼
授
刀
大
将
こ
と
あ
る
だ
け
で
、
八
年
の
何
月
に
な
っ
た
の
か

　
　
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
野
村
氏
も
注
意
し
て
い
る
よ

　
　
う
に
「
続
紀
」
に
よ
る
と
、
彼
が
藍
三
位
に
な
つ
だ
の
は
乱
の
起
つ

　
　
た
翌
日
で
あ
る
八
年
九
月
丙
午
（
＋
二
百
）
、
勲
二
等
を
え
た
の
は
乱

　木
　
の
翌
年
の
天
平
神
護
元
年
正
月
己
亥
で
あ
る
。
乱
の
翌
瞬
に
早
速
正

直（
　
三
位
を
擾
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
乱
の
初
日
に
す
で
に
功
が
あ
っ
た

畷飢
か
、
称
徳
側
の
入
物
と
目
さ
れ
て
い
た
か
の
何
れ
か
で
あ
る
こ
と
を

擁
示
し
、
乱
後
に
勲
二
等
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
期
待
に
そ
む
か
ぬ
戦

甑
功
を
辛
を
と
を
語
る
・
そ
し
覆
刀
大
将
と
な
つ
採
る
こ
と

泓
の
　
は
、
彼
の
戦
功
が
授
刀
衛
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

皇天
　
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
授
刀
大
将
の
発
令
は
、
あ
る
い
は
乱
勃
発
後
で
．

代
　
．

古
　
あ
る
か
。
も
し
れ
な
い
が
、
実
質
的
に
は
真
楯
は
、
御
楯
の
死
後
長
官

を
失
な
っ
た
授
刀
衛
…
の
こ
と
に
関
係
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。

　
つ
ま
り
、
御
楯
の
死
に
よ
っ
て
、
授
刀
衛
の
指
揮
系
統
は
仲
麻
呂

の
側
か
ら
称
徳
の
側
へ
移
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、

授
刀
衛
の
指
揮
権
を
称
徳
の
掌
握
の
も
と
に
お
く
こ
と
は
、
天
平
十

八
年
に
援
刀
舎
人
が
再
興
さ
れ
た
本
来
の
趣
旨
に
も
ど
る
こ
と
で
あ

る
。
仲
麻
呂
が
称
徳
の
信
任
を
え
て
い
る
間
は
、
そ
の
指
揮
権
を
仲

麻
呂
が
も
っ
こ
と
が
で
き
る
が
、
道
鏡
の
出
現
で
信
任
を
失
え
ば
、

授
刀
の
指
揮
権
を
持
続
す
る
こ
と
は
困
難
な
道
理
で
あ
る
。
御
楯
の

死
は
、
こ
れ
を
喪
失
す
る
時
期
を
早
や
め
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え

　
⑯

る
。⑫

授
刀
徳
が
称
徳
側
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は
、
笹
由
氏
が
す
で
に
指
摘

　
し
て
い
る
（
前
掲
論
交
、
二
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

㊥
　
野
村
忠
夫
「
仲
麻
呂
政
権
の
「
考
察
」
（
門
岐
阜
大
学
学
芸
学
部
研
究
報

　
告
』
入
交
科
学
、
六
）
六
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

㊥
　
野
村
忠
夫
、
前
掲
論
文
、
六
八
ペ
ー
ジ
以
下
。
な
お
授
刀
衛
と
乱
と
の

　
関
係
は
、
野
村
氏
も
こ
の
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
。

⑯
　
神
護
景
雲
二
年
三
月
丁
香
条
。

⑳
　
笹
山
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
称
徳
上
皇
お
よ
び
道
鏡
は
、
授

　
刀
衛
の
兵
権
を
掌
握
す
べ
く
羅
策
し
、
宝
字
八
年
正
月
前
後
か
ら
授
刀
衛

　
幹
部
の
異
動
を
行
な
い
、
八
年
六
月
の
藤
原
御
楯
の
箆
鱒
に
は
ほ
ぼ
そ
の

　
指
墨
に
成
功
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
私
は
授
刀
衛
の
歴
史
と
償

　
統
か
ら
い
っ
て
、
そ
れ
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
。
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六
　
近
衛
府
の
性
格

　
仲
麻
呂
の
乱
の
翌
年
す
な
わ
ち
天
平
神
護
元
年
二
月
三
日
、
授
刀

衛
は
近
衛
府
と
名
称
を
改
め
る
と
と
屯
に
、
大
将
．
中
将
．
少
将
．

将
監
・
将
曹
の
官
を
お
き
、
官
制
を
整
え
た
。
こ
こ
で
注
羅
さ
れ
る

の
は
、
授
刀
衛
の
督
が
従
四
位
上
の
官
で
あ
っ
た
の
に
、
近
衛
の
大

将
を
一
躍
正
三
位
の
官
と
し
、
官
位
相
当
を
引
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
正
五
位
上
ま
た
は
従
業
長
上
の
五
衛
府
長
官
は
勿
論
、
こ
の

時
同
時
に
設
け
ら
れ
た
外
衛
府
大
将
の
従
四
位
上
㌔
よ
り
か
な
り
高
く
、

軍
事
関
係
の
官
で
匹
敵
す
る
の
は
、
仲
麻
呂
全
盛
期
の
宝
字
元
年
八

月
に
正
三
位
に
改
め
ら
れ
た
中
衛
府
（
組
垣
衛
）
大
将
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
近
衛
の
官
を
こ
の
よ
う
に
高
く
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
藤

原
氏
と
関
係
σ
深
い
中
衛
府
に
対
抗
し
う
る
地
位
に
置
く
た
め
で
あ

ろ
う
。

　
同
年
二
月
八
日
に
、
従
三
位
藤
原
蔵
下
麻
呂
が
初
代
の
近
衛
大
将

に
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
八
年
前
の
宝
字
二
年
正
月
に
は
ま
だ
正
六
早

上
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
時
山
陽
道
難
民
苦
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
「
続

紀
」
の
初
見
で
、
宝
字
七
年
正
月
に
よ
う
や
く
従
五
位
下
の
線
に
達

し
た
。
し
か
し
仲
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
は
、
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
埼

の
決
戦
に
お
い
て
官
軍
の
旗
色
が
悪
か
っ
た
時
に
、
兵
を
点
い
て
来

援
し
、
仲
麻
呂
軍
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
る
契
機
を
作
っ
た
。
「
続

紀
」
八
年
九
月
甲
寅
条
に
は
「
討
賊
将
軍
需
五
位
下
藤
原
朝
臣
蔵
下

麻
呂
等
凱
旋
、
献
レ
捷
」
と
あ
り
、
蔵
下
麻
呂
が
官
軍
の
将
軍
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
功
に
よ
り
、
彼
は
凱
旋
の
翌
日
七
階
と

ん
で
従
三
位
に
叙
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
蔵
下
麻
呂
は
従
三
位
に
な
っ
た
か
ら
、
正
三
位
相
当
の

近
衛
大
将
に
な
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
不
当
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
閲

歴
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
思
い
切
っ
た
人
事
で
あ
る
。
　
「
続
紀
」
の
麗

⑰伝
に
よ
る
と
、
彼
は
馬
養
（
宇
合
）
の
第
九
子
で
、
宝
亀
六
年
（
七
七

五
）
四
十
二
歳
だ
か
ら
、
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
年
）
に
は
三
十
二

歳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
若
年
の
者
を
長
官
に
お
い
た
の
は
、
称
徳

の
信
任
を
承
す
も
の
だ
が
、
一
面
、
近
衛
大
将
の
個
人
的
な
力
が
近

衛
府
を
支
配
す
る
こ
と
を
避
け
、
天
皇
の
命
に
従
順
な
兵
力
と
し
ょ

う
と
し
た
称
徳
の
意
図
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
天

平
十
八
年
の
授
刀
舎
人
の
伝
統
は
な
お
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
将
隻
叩
の
三
日
前
（
二
二
五
日
）
に
、
員
外
中
将
と
し
て
牡
鹿
宿
禰
嶋
足
、

少
将
と
し
て
弓
削
宿
禰
牛
養
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
正
員
の
中
将
は
こ
の

時
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鰐
足
は
の
ち
の
陸
奥
男
国
造

　
　
　
　
　
⑭

道
嶋
宿
禰
管
足
で
、
正
四
壁
上
中
衛
中
将
ま
で
進
む
入
物
で
あ
る
が
、
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古代天皇の忍的兵力についで（擁木）

出
身
は
き
わ
め
て
低
い
。
も
と
丸
子
嶋
足
と
い
っ
た
が
、
勝
宝
五
年

に
牡
鹿
連
の
姓
を
え
た
。
宝
字
元
年
の
奈
良
麻
…
呂
の
変
に
名
が
児
え

る
が
、
こ
の
時
は
功
績
と
い
う
ほ
ど
の
屯
の
は
な
い
。
宝
字
八
年
の

仲
麻
呂
の
乱
で
は
至
悪
将
曹
と
し
て
功
を
立
て
（
上
述
）
、
九
月
乙
巳

（
十
一
田
）
従
七
位
上
か
ら
十
階
と
ん
で
従
四
位
下
と
な
り
、
牡
鹿
宿

禰
の
姓
を
賜
っ
た
。
そ
し
て
十
月
癸
未
（
二
十
日
）
ま
で
に
援
刀
少

将
と
な
り
、
天
平
神
護
元
年
二
月
に
近
衛
員
外
中
将
に
進
ん
だ
の
で

あ
る
。
軍
人
と
し
て
の
実
力
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
出
身
を
考
え
る

と
異
数
の
栄
進
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少
将
と
な
っ
た
弓
削
牛
養
も
、

天
平
神
護
元
年
正
月
己
亥
（
鍋
墨
）
に
従
六
位
下
か
ら
三
階
と
ん
で

従
五
位
下
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
弓
削
道
鏡
の
力
に
よ
っ
て
、

に
わ
か
に
立
身
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
蔵
下
麻
呂
と
い
い
、
嶋
足
・
牛
養
と

い
い
、
近
衛
府
の
幹
部
は
急
に
官
位
を
進
め
ら
れ
た
者
に
よ
っ
て
固

め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
等
は
称
徳
天
皇
の
特
別
の
監
護
を
う

け
た
者
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
幹
部
に
率
い
ら
れ
る
組
織

が
、
称
徳
の
統
制
に
服
し
や
す
い
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

授
刀
舎
入
は
授
刀
衛
を
経
て
近
衛
府
と
な
り
、
官
位
相
当
制
そ
の
他

に
よ
っ
て
律
令
官
覇
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
が
、
や
は
り
天
皇
の
個

人
的
意
志
に
よ
っ
て
動
く
私
兵
的
性
格
が
濃
厚
に
存
続
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
律
令
綱
の
竜
と
で
は
、
天
皇
側
近
の
兵
力
で
も
こ
れ
を
強

化
す
る
た
め
に
は
、
令
外
の
富
で
あ
っ
て
も
公
式
の
官
司
と
し
て
制

度
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
私
兵
的
要
素
が
失
な
わ
れ

や
す
い
。
こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
要
求
を
調
和
し
ょ
う
と
し
た
の
が
、

近
循
府
の
設
置
と
そ
の
人
事
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
公
式
の
官
司
と
し
て
存
在
す
る
も
の
が
、
私
的
性
格
を
持

続
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
天
皇
も
独
裁
的
・
専
制
的
権
力

を
要
求
し
な
く
な
る
と
、
私
的
兵
力
を
保
持
す
る
必
要
は
減
じ
て
く

る
。
近
衛
…
府
も
、
称
徳
天
皇
の
死
後
は
次
第
に
一
般
の
衛
府
と
性
格

を
等
し
く
し
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
宝
亀
六
年
に
馬
下
麻

呂
が
死
ん
だ
あ
と
、
内
臣
ま
た
は
内
大
臣
と
し
て
光
仁
天
皇
の
側
近

に
仕
え
た
藤
原
魚
名
が
近
衛
大
将
と
な
り
、
桓
武
朝
に
は
、
宝
字
八

年
以
来
、
終
始
授
刀
衛
・
近
衛
府
に
勤
務
し
た
紀
船
守
が
延
暦
四
年

に
近
衛
大
将
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
な
お
私
兵
の

伝
統
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

㊥
　
　
宝
亀
論
ハ
年
七
月
壬
辰
条
。

㊨
　
井
上
光
貞
「
陸
奥
の
族
長
、

　
『
蝦
夷
』
）
参
照
。

筆
記
宿
称
に
つ
い
て
扁
　
（
古
代
史
談
話
会
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七
　
む
　
　
す
　
　
び

　
以
上
多
岐
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
が
、
本
章
で
私
の
い
い
た
か
っ
た

こ
と
は
、
奈
良
時
代
は
律
令
制
の
時
代
で
あ
る
が
、
政
治
の
す
べ
て

が
公
的
な
法
則
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
私
的
な

も
の
が
こ
れ
と
併
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
場
合
で
も
例

外
で
は
な
い
。
大
化
前
代
に
お
け
る
天
皇
の
私
的
兵
力
は
、
一
感
令

制
に
吸
収
さ
れ
て
公
式
化
さ
れ
た
が
、
や
が
て
ふ
た
た
び
私
的
な
も

の
が
復
活
し
、
奈
良
時
代
の
政
治
史
を
複
雑
に
い
う
ど
る
の
で
あ
る
。

そ
の
政
治
の
過
程
や
天
皇
の
権
力
構
造
、
あ
る
い
は
専
制
的
権
ヵ
の

よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
場
合
、
天
皇
の
私
的
兵
力
の
考
察
を

欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
律
令
政

治
の
本
質
と
電
関
係
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
い
ま
は
そ
れ
ら
の
基

本
的
な
慕
項
に
説
き
及
ぶ
余
裕
は
な
い
の
で
、
そ
れ
を
考
え
る
材
料

と
し
て
、
天
皇
の
私
的
兵
力
の
あ
り
方
の
実
際
に
つ
い
て
私
見
の
大

要
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
機
会
を
え
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
な
お
第
一
、
二
章
と
も
に
、
多
く
の
先
学
の
盤
木
績
を
利
用
さ
せ
て

頂
い
た
こ
と
を
記
し
、
重
ね
て
謝
意
を
表
す
る
。

〔
追
寵
〕
　
私
は
か
つ
て
旧
稿
「
人
制
の
研
究
」
（
淵
．
ヨ
本
古
代
國
家
の
構
造
漏
）

の
申
で
、
訴
人
を
初
期
官
司
制
の
構
図
員
の
一
り
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
し
か
る
に
本
稿
第
一
章
で
は
、
禽
人
の
制
が
官
司
制
的
な
も
の
で
な
い

こ
と
を
論
じ
た
。
所
論
が
矛
盾
す
る
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

本
稿
で
論
じ
た
の
は
、
地
方
の
舎
入
が
中
央
の
舎
人
造
に
官
司
制
的
に
隷
属

す
る
時
期
が
推
古
朝
以
降
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
で
あ
り
、
ま
た

旧
稿
で
は
、
東
圏
の
舎
人
は
畿
内
の
倉
人
な
ど
に
く
ら
べ
る
と
官
人
的
性
格

が
弱
く
、
直
心
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
両
論
文
の
間
に
矛
腫

は
な
い
と
思
う
。
な
お
、
本
稿
執
筆
後
に
、
靱
負
の
中
で
は
来
目
部
が
重
要

な
位
隈
を
占
め
る
ら
し
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近

く
測
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。
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　　　　　　　　　On　the　Private　’Military　Force　of　Tennb

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Ancient　Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kojir6　Naoki

　The　study　of　the　T醜％6’s天皇bodyguards　in　ancient　Japan

has　rapidly　developed　since　Mitsusada　Inoue井上光貞　1it　the

fuse，　but　it　seems　that　in　the　former　studies　the　distinction

between　the　forces　of　the　Yamato大和Court　headed　by　Tenn6

and　the　private　forces　under　the　direct　control　of　Tenno”　has　noe

been　clarified．　Before　Taifea：大化，　both　the　Yugei靱：負force

and　the　Toneri舎人force　have　been　takell　as　the　main　force

belonging　to　Tenn6，　but　I　think　that　the　Yz｛gei　force　grew　to　a

slight　chayacter　of　the　private　force　belonging　to　Tenno”　and　a

close　character　of　the　public　force　belonging　to　the　Court　in

the　sixth　century，　since　then　the　Toneri　force　was　used　as　a

more　private　force　belonging　to　Tenno”．　These　two　forces　were

absorbed　into　the　system　of　Go－e・fa五衛府at　the　establishment

of　the　1～itsury6律令system．　Yet　as．early　as　the　beginning　of

the　eighth　century　Juto”一toneri授刀舎人was　establi＄hed　as　a

private　force　belonging　to　Tenito”．　This　system，　in　the　course　of

time，　developed　量nto　Jutiei授刀衛　or　Konoe－fa近衛府．　TG

consider　the　character　of　the　ancient　Tennt／．，　it　is　useful，　1　think，

that　we　recognize　the　political　part　the　private　force　belonging

to　Tenno”　played．

　　　　　　　　　　The　Cabinet　of　Jules　Ferry　and　Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P’eng　Tse－chou

　After　Jules　Ferry’s　Second　Cabinet　（1883－1885）　was　orgaBized，

having　defeated　China　with　military　forces，　he　attempted　to　obtain

a　large　indemnity　from　the　Ch’ing　Goverment．　At　the　same　time，

he　wished　to　tal〈e　advantage　of　the　international　situation　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　484　）


