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三

十
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二
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十
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太
平
和
典
著
﹃
日
本
後
紀
の
研
究
﹄

森

田

悌

︵
一
︶

本
書
は
著
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月
に
皇
學
館
大
學
大
学
院
へ
提
出
し

翌
年
三
月
に
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
学
位
請
求
論
文
を
基
に
し
た
も
の

で
︑
始
め
に
目
次
に
よ
り
内
容
を
示
す
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

序
論第

一
部

第
一
章

﹃
日
本
後
紀
﹄
の
諸
本
を
め
ぐ
る
問
題

第
二
章

﹃
日
本
後
紀
﹄
の
編
纂
と
藤
原
緖
嗣

第
三
章

﹁
桓
武
天
皇
の
遺
勅
﹂
に
つ
い
て

第
四
章

﹃
日
本
後
紀
﹄
に
お
け
る
平
城
上
皇
に
対
す
る
叙
述
︱

薬
子
の
変
を
中
心
と
し
て
︱

第
二
部

第
五
章

二
十
巻
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
基
礎
的
検
討

第
六
章

﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
の
基
礎
的
検
討

第
七
章

二
十
巻
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
編
纂
と
流
布
を
め
ぐ
っ
て

第
八
章

尾
張
藩
二
代
藩
主
徳
川
光
友
の
学
と
堀
杏
庵
門
下

第
九
章

﹃
日
本
逸
史
﹄
延
暦
十
三
年
十
二
月
庚
申
是
日
条
考
︱
賀

茂
社
行
幸
初
見
記
事
の
出
典
を
め
ぐ
っ
て
︱

序
論
で
は
著
者
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
を
含
む
六
国
史
を
読
む
に
あ
た
っ
て

の
原
則
的
立
場
を
展
開
し
て
お
り
︑
六
国
史
が
勅
撰
で
あ
る
こ
と
に
依
る

政
治
性
を
帯
び
る
と
は
い
え
︑
編
者
に
依
る
政
治
的
意
図
に
基
づ
く
事
実

の
改
竄
や
隠
蔽
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
論
じ
懐
疑
的
に

見
る
の
で
は
な
く
素
直
に
読
み
進
め
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
素

直
に
非
ざ
る
読
み
方
︱
撰
者
に
依
る
意
図
的
な
史
料
の
改
竄
︑
隠
蔽
を
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認
め
る
方
法
を
著
者
は
﹁
記
事
を
虚
実
に
切
り
分
け
る
﹂
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
著
者
の
方
法
論
に
対
し
筆
者
の
所
感
を
記
す
と
︑
共
感
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
一
方
で
︑
虚
の
部
分
の
存
在
の
可
能
性
を
含
ん
で
お
く
こ

と
も
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

著
者
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
絡
み
の
研
究
に
お
い
て
記
紀
に
信
用
を
置
か
な

い
こ
と
が
イ
コ
ー
ル
﹁
科
学
的
﹂
で
あ
る
と
い
っ
た
風
潮
を
示
す
と
す
る

い
く
つ
か
の
研
究
例
批
判
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い

て
は
同
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
も
大
化
改
新
以
降
と
も

な
れ
ば
時
々
に
作
成
さ
れ
た
史
料
が
編
者
の
手
許
に
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ

い
て
撰
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
そ
れ
以
前
と
な
る

と
多
分
に
帝
紀
や
家
記
︑
家
伝
と
い
っ
た
謂
わ
ば
朧
な
伝
承
を
取
り
集
め

た
記
録
に
基
づ
く
記
述
が
少
な
く
な
く
︑
往
々
に
し
て
虚
に
わ
た
っ
て
い

る
と
い
う
批
判
が
正
統
視
さ
れ
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
が
︑
伝
承
︑
即

信
拠
性
を
欠
く
と
い
う
所
論
に
は
筆
者
も
違
和
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
の
神
功
皇
后
紀
の
記
述
な
ど
無
視
す
る
の
が
一
の
風
潮
で

あ
る
が
︑
そ
こ
に
見
え
る
千
熊
長
彦
は
百
済
人
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
﹃
百

済
記
﹄
に
お
い
て
職
麻
那
那
加
比
跪
と
い
う
名
前
で
登
場
し
て
く
る
人
物

で
あ
り
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
け
る
伝
承
が
﹃
百
済
記
﹄
の
記
述
に
合
致

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
成
務
紀
の
国
造
設
置
関
係

の
記
事
な
ど
も
十
分
に
信
拠
し
得
る
と
考
え
て
お
り
︑
著
者
の
一
連
の

﹃
日
本
書
紀
﹄
絡
み
の
研
究
に
対
す
る
批
判
に
同
感
す
る
の
で
あ
る
︒
但

し
﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
倭
五
王
時
代
の
日
本
の
君
主
が
中
国
へ
朝
貢
し
冊

封
を
求
め
て
い
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
︑
全
く
無
視
︑
沈
黙
し
て
い
る

の
も
事
実
で
あ
る
︒
推
古
朝
に
お
い
て
対
中
国
対
等
外
交
を
意
図
し
︑
そ

の
後
も
そ
れ
を
継
承
し
た
奈
良
︑
平
安
の
為
政
者
が
︑
五
世
紀
の
朝
貢
外

交
を
不
都
合
な
事
実
と
し
て
抹
消
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は

撰
者
の
政
治
的
判
断
に
よ
る
偏
向
的
な
態
度
の
表
れ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
思
う
︒
推
古
朝
の
対
隋
外
交
に
お
い
て
天
子
な
る
称
号
を
用
い

た
こ
と
に
誤
り
な
い
が
︑
天
皇
な
る
称
号
を
用
い
た
と
い
う
﹃
日
本
書
紀
﹄

の
記
述
は
や
は
り
正
し
く
な
く
︑
改
竄
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ

ろ
う
︒

大
化
以
降
︑
奈
良
・
平
安
時
代
を
扱
っ
た
﹃
続
日
本
紀
﹄
以
下
の
国
史

に
お
い
て
は
確
実
な
文
書
史
料
が
編
者
の
手
許
に
集
め
ら
れ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
の
で
︑
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
撰
述
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑

伝
承
に
よ
る
記
述
を
不
可
避
と
し
た
大
化
前
代
に
関
わ
る
﹃
日
本
書
紀
﹄

の
記
述
と
は
自
ず
と
異
る
が
︑
そ
れ
で
も
史
料
の
選
択
や
引
用
の
仕
方
に

よ
り
異
な
っ
た
歴
史
像
の
復
元
が
可
能
に
な
る
の
で
︑
記
事
を
読
み
進
め

る
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒
﹃
続
日
本
紀
﹄
延
暦
四

年
八
〜
十
月
条
に
み
え
る
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
関
わ
る
記
事
は
先
ず
原

撰
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
︑
次
い
で
桓
武
天
皇
が
改
定
し
て
早
良
親
王

が
関
与
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
記
事
に
手
直
し
を
加
え
現
行
本
の
記
事
に

な
り
︑
そ
の
後
藤
原
仲
成
が
原
撰
に
戻
し
︑
更
に
嵯
峨
天
皇
が
現
行
の
あ

太
平
和
典
著
﹃
日
本
後
紀
の
研
究
﹄
︵
森
田
︶
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り
方
に
戻
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
︒
周
知
の
如
く
原
撰
の
あ
り
方
は

﹃
日
本
紀
略
﹄
に
抄
録
さ
れ
て
お
り
︑﹃
日
本
紀
略
﹄
の
記
事
に
よ
り
罪
人

ら
の
尋
問
で
得
た
自
供
か
ら
早
良
親
王
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
︑
親
王
の
乙
訓
寺
へ
の
出
置
︑
自
ら
飲
食
せ
ざ
る
ま
ま
の
淡
路
へ
の
移

送
過
程
で
死
亡
す
る
と
い
う
顛
末
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
桓
武
天
皇

の
改
定
を
経
た
現
行
本
で
は
犯
人
ら
の
推
問
記
事
は
簡
略
に
な
り
早
良
親

王
が
関
与
し
た
と
い
う
自
供
部
分
は
削
ら
れ
︑
親
王
に
つ
い
て
は
天
智
︑

光
仁
︑
聖
武
の
三
陵
に
廃
太
子
の
報
告
を
し
た
と
い
う
記
事
を
係
記
す
る

だ
け
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
桓
武
天
皇
の
改
定
は
早
良
親
王
の
御
霊

を
恐
れ
た
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
原
撰
と
改
訂
版
と
で
は

同
一
史
料
を
使
い
な
が
ら
早
良
親
王
の
事
件
へ
の
関
与
に
関
し
史
料
の
取

捨
に
よ
り
︑
前
者
で
は
明
示
︑
後
者
で
は
隠
蔽
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

即
ち
種
継
暗
殺
事
件
関
係
の
記
事
か
ら
︑
国
史
の
撰
述
過
程
で
史
料
自
体

の
改
竄
は
行
わ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
︑
取
捨
に
よ
り
実
態
と
は
異
な
る

歴
史
像
の
形
成
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
︑
政
治
的
意
図
に

よ
る
改
変
が
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
種
継
暗
殺
事
件
は
政
治
性
を
帯
び
る
事
件
の
記
述
に
つ
い
て
撰
述
過

程
の
内
幕
を
示
す
例
で
あ
り
︑
や
は
り
国
史
の
記
述
を
素
直
に
読
む
で
は

済
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
要
は
多
分
に
政
治
性
を

帯
び
る
国
史
の
よ
う
な
記
録
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
︑
端
か
ら
疑
っ
て

か
か
っ
た
り
逆
に
信
拠
す
る
こ
と
は
当
た
ら
ず
︑
適
切
な
史
料
批
判
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
著
者
の
国
史
を
読
む
に
あ
た
っ
て
の
方
法
に
つ
い
て
筆
者
の
所
感

を
記
し
た
が
︑
次
に
第
一
部
︑
第
二
部
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い

と
思
う
︒

︵
二
︶

第
一
部
第
一
章
で
は
三
條
西
本
以
下
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
写
本
お
よ
び

版
本
に
つ
い
て
要
を
得
た
説
明
を
行
い
︑
明
治
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
本

朝
六
国
史
本
以
下
の
刊
本
に
つ
い
て
は
例
言
︑
凡
例
を
紹
介
し
て
い
る
︒

三
條
西
本
と
柳
原
本
︑
塙
本
の
異
同
に
つ
い
て
は
悉
皆
調
査
し
た
結
果
を

示
し
︑
次
い
で
黒
板
伸
夫
氏
と
と
も
に
筆
者
が
関
わ
っ
た
訳
注
日
本
史
料

本
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
校
訂
︑
注
釈
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
三
條
西
︑
柳
原
︑

塙
三
本
の
間
の
異
同
は
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
伝
写
本
研
究
上
の
基
礎
事
項
で

あ
り
︑
著
者
が
作
成
し
た
調
査
結
果
の
提
示
は
今
後
の
研
究
を
裨
益
す
る

こ
と
が
確
実
で
あ
る
︒
訳
注
日
本
史
料
本
に
関
し
て
は
す
で
に
発
表
さ
れ

て
い
る
諸
家
の
批
評
を
紹
介
し
︑
著
者
の
所
見
を
展
開
し
て
い
る
︒
筆
者

は
こ
の
本
の
難
点
︑
欠
点
に
つ
い
て
は
著
者
を
含
め
諸
家
の
指
摘
を
甘
受

し
学
恩
と
し
て
有
り
が
た
く
思
う
も
の
で
あ
る
︒
猶
︑
付
言
す
る
と
訳
注

日
本
史
料
本
は
昨
年
十
二
月
に
刊
行
し
た
第
三
刷
に
お
い
て
技
術
的
に
可

能
な
範
囲
内
で
は
あ
る
が
補
訂
を
行
っ
て
い
る
︒
筆
者
ら
は
訳
注
日
本
史
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料
本
の
底
本
と
し
て
谷
森
善
臣
旧
蔵
塙
本
を
用
い
た
が
︑
底
本
に
何
を
使

用
す
る
か
は
頭
を
悩
ま
す
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
著
者
の
三
條
西
本
︑
柳
原
本
︑

塙
本
︑
ま
た
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
用
い
る
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
の

所
論
に
同
感
す
る
も
の
で
あ
る
︒

第
二
章
で
は
編
者
と
し
て
名
を
連
ね
る
藤
原
緒
嗣
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
へ

の
関
与
を
論
じ
て
い
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
坂
本
太
郎
氏
の
研

究
が
あ
り
︵
﹃
六
国
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
○
年
︶︑
緒
嗣
の
批
判
精

神
が
編
纂
に
影
響
を
及
ぼ
し
︑
天
皇
に
対
す
る
論
賛
や
官
人
の
薨
卒
伝
︑

大
同
改
元
非
礼
論
な
ど
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
和
歌
の
載
録
を

も
っ
て
緒
嗣
の
国
風
尊
重
の
姿
勢
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
︒
確
か
に
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
遠
慮
の
な
い
人
物
評
は
一
の
特
色

で
あ
り
︑
延
暦
二
十
四
年
の
桓
武
天
皇
の
御
前
で
三
十
二
歳
の
緒
嗣
が
年

齢
が
倍
も
あ
る
老
練
な
菅
野
真
道
を
相
手
に
し
て
堂
々
と
し
た
論
陣
を

張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
政
術
に
富
み
批
評
精
神
に
優
れ
て
い
た

こ
と
を
窺
知
し
う
る
よ
う
で
あ
り
︑
官
人
の
薨
卒
伝
や
天
皇
の
論
賛
に
お

い
て
右
精
神
が
発
揮
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に

対
し
著
者
は
緒
嗣
の
官
歴
を
追
い
︑
大
同
年
間
か
ら
弘
仁
に
か
け
て
緒
嗣

が
し
き
り
に
上
奏
を
行
う
な
ど
政
治
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
も
の
の

天
長
年
間
に
な
る
と
提
言
が
見
ら
れ
な
く
な
り
︑
頻
繁
に
病
弱
を
理
由
に

し
て
公
卿
と
し
て
の
職
を
辞
す
る
こ
と
を
求
め
る
上
表
を
行
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑
政
界
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
緒
嗣

が
国
史
編
纂
に
関
心
を
持
つ
こ
と
は
考
え
難
い
と
し
︑
緒
嗣
の
﹃
日
本
後

紀
﹄
編
纂
へ
の
関
与
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
づ

け
て
い
る
︒
著
者
は
柳
宏
吉
氏
﹁
石
川
名
足
︑
上
毛
野
大
川
の
国
史
選
修
﹂

︵﹃
日
本
歴
史
﹄
七
七
号
︑
一
九
五
四
年
︶
を
参
考
に
し
︑﹃
日
本
後
紀
﹄

編
纂
者
と
し
て
の
緒
嗣
の
立
ち
位
置
は
多
分
に
筆
頭
公
卿
︑
左
大
臣
と
し

て
の
参
画
で
あ
り
︑
実
務
面
で
は
あ
ま
り
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
如
く
で
あ
り
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
薨
卒
伝
の
厳
し
い
人
物
評
や
国
風

文
化
の
尊
重
は
編
者
個
人
の
意
向
と
い
う
よ
り
︑
当
時
の
時
代
風
潮
に
よ

る
と
理
解
さ
れ
る
と
い
う
︒

右
に
紹
介
し
た
著
者
の
理
解
は
真
に
論
理
的
で
あ
り
少
な
か
ら
ざ
る
論

者
に
よ
り
採
ら
れ
て
い
る
所
見
で
あ
る
が
︑
翻
っ
て
思
う
に
緒
嗣
の
度
重

な
る
辞
表
は
天
皇
の
と
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
︑
受
理
さ
れ
た
の
は
没
年
で

も
あ
る
致
仕
︑
七
十
歳
に
な
っ
た
承
和
十
年
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
間
天
長
元
年
に
は
勅
語
に
よ
り
宮
城
辺
に
近
侍
し
て
政
務
を
行

う
こ
と
に
な
り
︑
更
に
曹
司
居
住
か
ら
太
政
官
厨
家
西
町
に
全
住
す
る
こ

と
を
認
め
ら
れ
政
務
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
承
和
四
年
十
二
月

の
緒
嗣
辞
表
に
対
し
て
出
さ
れ
た
内
侍
宣
で
は
日
々
の
太
政
官
で
の
政
務

に
当
た
ら
な
く
て
も
国
老
と
し
て
国
家
の
政
事
に
当
た
る
こ
と
を
言
い
︑

今
後
は
辞
表
の
提
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
示
し
て
い
る
︒
太
政
官
の

政
務
に
上
卿
と
し
て
当
た
る
必
要
は
な
い
が
︑
謂
わ
ば
顧
問
格
と
し
て
大

所
高
所
か
ら
国
政
指
導
に
当
た
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
異
例
の
あ
り
方

太
平
和
典
著
﹃
日
本
後
紀
の
研
究
﹄
︵
森
田
︶
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な
が
ら
緒
嗣
は
死
ぬ
直
前
ま
で
朝
政
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
十
年
七
月
庚
戍
条
の
緒
嗣
薨
伝
に
は
﹁
暁
達
政
術
︑

臥
治
王
室
︑
国
之
利
害
︑
知
無
不
奏
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
文
句
は
緒
嗣
の
朝

政
へ
の
参
画
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
者
は
国

史
編
纂
と
い
う
行
為
が
現
実
政
治
と
は
一
歩
距
離
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
︑
日
々
︑
上
卿
と
し
て
政
務
に
追
わ
れ
る
公
卿
よ
り
大
所
高
所
に
身

を
置
く
緒
嗣
の
よ
う
な
人
物
が
当
た
る
の
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
︒
厳
し
い
人
物
評
や
国
風
文
化
の
尊
重
が
当
時
の
風
潮
で

あ
っ
た
に
し
て
も
︑
そ
れ
を
国
史
編
纂
に
当
た
っ
て
の
基
調
と
す
る
と
な

る
と
一
の
契
機
が
必
要
で
あ
り
︑
筆
者
は
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
編
纂
の
実
務

に
緒
嗣
が
関
わ
り
︑
そ
の
特
色
に
緒
嗣
が
密
接
し
て
い
た
と
す
る
理
解
は

否
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

即
ち
筆
者
は
緒
嗣
の
官
歴
よ
り
病
弱
を
言
い
な
が
ら
も
朝
政
に
お
い
て

大
所
高
所
の
立
場
に
あ
り
︑
国
史
編
纂
に
相
応
し
い
公
卿
で
あ
っ
た
と
み

る
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
稍
飛
躍
が
あ
る
と
思
う
も
の
の
司
馬
遷
の
﹃
史

記
﹄
巻
一
二
〇
の
汲
黯
伝
を
想
起
す
る
︒
漢
の
武
帝
に
仕
え
た
汲
黯
は
伝

に
よ
る
と
多
病
で
性
倨
︑
礼
少
な
く
︑
面
折
し
て
︵
面
と
向
か
っ
て
人
の

欠
点
︑
過
失
を
い
さ
め
る
︶
人
の
過
ち
を
容
赦
す
る
こ
と
な
く
︑
好
ん
で

皇
帝
に
対
し
直
諫
を
行
い
︑
多
病
の
た
め
臥
し
て
政
に
当
た
っ
た
と
い

う
︒
武
帝
が
頻
り
に
行
っ
た
匈
奴
征
討
の
軍
興
に
は
停
止
す
べ
き
だ
と
す

る
旨
の
上
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
右
に
紹
介
し
た
汲
黯
の
人
柄

や
多
病
︑
臥
治
︑
軍
興
停
止
を
求
め
る
政
論
が
緒
嗣
に
通
じ
て
い
る
と
思

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒﹃
史
記
﹄
は
大
学
の
令
規
教
科
書
に
は

な
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
と
と
も
に
三
史
と
し
て
日
本
古

代
の
官
人
社
会
で
広
く
読
ま
れ
た
歴
史
書
で
あ
り
︑
緒
嗣
が
読
ん
で
い
た

こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
︒
筆
者
は
汲
黯
と
緒
嗣
が
生
来

的
に
似
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
緒
嗣
が
汲
黯
を
模
し

て
多
病
の
身
で
面
折
︑
直
諫
︑
そ
し
て
臥
治
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
︒
辛
辣
な
官
人
評
価
は
面
折
に
通
じ
緒
嗣
は
生
来
的
に
批
判
精
神
を

持
つ
一
方
で
︑
汲
黯
に
倣
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
︒

筆
者
は
緒
嗣
の
批
判
精
神
を
時
代
風
潮
の
中
に
解
消
す
る
の
で
は
済
ま

ず
︑
独
特
の
個
性
で
あ
り
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
の
人
物
月
旦
を
緒
嗣
の
人
柄

に
結
び
付
け
得
る
可
能
性
を
否
定
し
が
た
い
と
み
る
の
で
あ
る
︒

第
三
章
で
は
桓
武
天
皇
が
自
分
の
後
継
と
し
て
︑
平
城
↓
嵯
峨
↓
淳
和

と
伝
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
勅
が
出
さ
れ
て
い
た
と
す
る
所
説
の
批
判
を

行
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
歴
史
事
実
と
し
て
桓
武
の
後
継
は
右
の
順
に
な
っ

て
い
る
も
の
の
︑
嵯
峨
は
即
位
す
る
と
皇
太
子
に
大
伴
皇
子
＝
淳
和
天
皇

で
な
く
平
城
皇
子
︑
高
岳
親
王
を
当
て
て
お
り
︑
桓
武
勅
に
信
拠
性
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
み
て
い
る
が
︑
著
者
は
桓
武
勅
の
出
所
と
さ
れ

る
﹃
東
宝
記
﹄
の
史
料
性
を
吟
味
し
︑
桓
武
勅
に
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
︒
著
者
は
桓
武
が
三
皇
子
の
兄
弟
継
承
を

考
え
た
と
す
れ
ば
︑
壬
申
の
乱
の
よ
う
な
皇
統
分
裂
︑
ま
た
自
分
と
早
良
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親
王
と
の
関
係
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
の
出
来
を
憂
慮
し
た
の
で
は
な

い
か
と
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
︑
同
感
で
あ
る
︒

第
四
章
で
は
﹃
日
本
後
紀
﹄
に
お
け
る
平
城
上
皇
に
つ
い
て
の
記
述
の

あ
り
方
を
取
り
上
げ
︑
上
皇
の
動
向
に
対
し
は
っ
き
り
と
し
た
批
判
的
立

場
を
と
り
つ
つ
︑
薬
子
の
変
で
は
責
任
者
と
し
て
藤
原
仲
成
と
薬
子
を
あ

げ
る
だ
け
で
上
皇
に
関
し
批
判
的
な
言
辞
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
上
皇
を

首
謀
者
と
す
る
の
は
当
た
ら
ず
︑
仲
成
・
薬
子
兄
妹
が
首
謀
者
だ
っ
た
と

の
主
張
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
事
変
に
仲
成
・
薬
子
兄
妹
が
首
謀
者
と
し

て
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
︑
乱
勃
発
直
後
に
布
告
さ
れ
た
﹃
日
本
後
紀
﹄

弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
の
宣
命
で
両
人
を
非
難
し
位
階
を
奪
い
仲
成
は
佐

渡
権
守
に
貶
降
し
薬
子
は
宮
中
か
ら
し
り
ぞ
け
る
決
定
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
明
白
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
平
城
上
皇
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
著
者
は
上
皇
は
関
わ
っ
て
い
な
い
と
す
る
所
見
を
導
い

て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
日
本
後
紀
﹄
翌
々
九
月
庚
戍
条
の
詔
で
は

伊
勢
行
幸
に
発
向
し
よ
う
と
し
た
上
皇
に
対
し
中
納
言
藤
原
葛
野
麻
呂
が

薬
子
と
姻
媾
の
関
係
︵
姻
戚
関
係
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
こ
は
情

交
関
係
で
あ
ろ
う
︒
因
み
に
佐
伯
有
義
氏
は
増
補
六
国
史
本
﹃
日
本
後

紀
﹄
で
ム
ツ
ビ
と
訓
ん
で
い
る
︶
に
あ
り
な
が
ら
墾
志
を
も
っ
て
諫
争
し
︑

藤
原
真
雄
は
身
命
を
捨
て
て
諫
め
た
こ
と
を
以
っ
て
︑
前
者
は
重
罪
を
ゆ

る
し
後
者
は
官
位
を
上
賜
す
る
と
し
て
お
り
︑
諫
争
と
い
う
言
葉
か
ら
み

て
上
皇
が
単
に
仲
成
・
薬
子
に
の
せ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
自
ら
も
確
信

を
も
っ
て
発
向
し
た
様
子
が
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

諫
争
な
る
語
か
ら
嵯
峨
天
皇
側
が
上
皇
が
い
さ
め
ら
れ
る
べ
き
行
動
に
出

て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
筆
者
は
乱

勃
発
時
か
ら
上
皇
の
行
動
は
指
弾
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
み
ら
れ
て

い
た
と
断
じ
て
よ
く
︑
其
れ
ゆ
え
に
行
幸
が
不
可
能
に
な
り
平
城
宮
へ
戻

る
と
剃
髪
と
い
う
行
為
に
出
た
と
み
る
の
で
あ
る
︒
仲
成
︑
薬
子
︑
上
皇

の
謀
議
が
ど
う
い
う
実
態
で
あ
っ
た
か
は
知
る
由
が
な
い
が
︑
三
人
の
間

で
伊
勢
行
幸
に
発
向
す
る
と
い
う
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
合
意
に
基
づ
き
発
向
に
取
り
掛
か
る
と
い
う

最
終
決
定
を
し
た
の
は
上
皇
だ
ろ
う
か
ら
︑
上
皇
が
主
謀
者
︑
責
任
者
と

見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
か

く
考
え
る
こ
と
か
ら
筆
者
は
︑
薬
子
の
変
を
平
城
上
皇
の
乱
と
と
ら
え
て

も
︑
的
は
ず
れ
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
と
推
断
す
る
の
で
あ
る
︒

猶
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
に
見
え
る
宣
命
詔
は
親
王
以

下
諸
王
︑
諸
臣
︑
天
下
公
民
を
対
象
と
す
る
も
の
と
山
陵
を
対
象
と
す
る

も
の
と
の
二
つ
あ
り
︑
と
も
に
仲
成
の
悪
事
と
し
て
︑

其
兄
仲
成
︑
己
我

妹
乃

不
能
所
乎
波

不
教
正
之
弖

還
恃
其
勢
弖

︑
以
虚
詐

事
︑
先
帝
乃

親
王
・
夫
人
乎

凌
侮
弖

︑
棄
家
乗
路
弖

︑
東
西
辛
苦
世
之
牟

︑

と
い
う
文
辞
を
含
ん
で
い
る
︒
先
帝
=
桓
武
天
皇
の
親
王
母
子
の
凌
侮
に

つ
い
て
伊
予
親
王
母
子
の
幽
閉
事
件
と
佐
味
親
王
母
子
へ
の
麁
言
逆
行
事

件
が
考
え
ら
れ
︑
両
者
の
い
ず
れ
か
な
い
し
双
方
を
含
む
と
い
う
所
見
が

太
平
和
典
著
﹃
日
本
後
紀
の
研
究
﹄
︵
森
田
︶
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あ
り
︑
訳
注
日
本
史
料
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
頭
注
で
は
伊
予
親
王
事
件
を

考
え
著
者
は
佐
味
親
王
事
件
絡
み
と
す
る
方
に
傾
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒
筆
者
は
右
引
文
を
再
読
し
て
み
る
に
︑
右
引
文
の
﹁
虚
詐
事
﹂
は
﹁
先

帝
﹂
以
下
と
繋
が
り
﹁
虚
詐
ノ
事
ヲ
以
テ
シ
︑
先
帝
ノ
親
王
⁝
﹂
と
読
む

の
が
自
然
な
文
脈
と
み
て
よ
く
︑
虚
詐
の
こ
と
を
も
っ
て
行
っ
た
行
為
と

し
て
親
王
母
子
凌
侮
事
件
が
あ
り
︑﹁
棄
家
⁝
﹂
せ
し
め
た
こ
と
が
あ
っ

た
︑
と
い
う
文
章
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒﹁
以
虚
詐
事
﹂
ま
で
と
﹁
先

帝
﹂
以
下
と
を
別
個
の
文
章
と
み
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
と
い
う
事
で
は

な
い
が
︑
文
章
の
流
れ
を
み
れ
ば
虚
詐
の
こ
と
を
以
っ
て
先
帝
の
親
王
母

子
を
凌
侮
し
た
と
い
う
事
に
落
ち
着
く
と
み
る
の
が
大
方
の
と
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
︒
因
み
に
増
補
六
国
史
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
で
佐
伯
有
義
氏
は
右

の
よ
う
な
読
み
方
を
さ
れ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
佐
伯
氏
は
先
帝
を
嵯
峨
天

皇
の
直
前
の
天
皇
と
解
し
平
城
天
皇
と
考
え
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
不
可
解

な
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
︑
こ
こ
は
桓
武
天
皇
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

そ
れ
は
お
い
て
虚
詐
の
こ
と
を
も
っ
て
す
る
親
王
母
子
凌
侮
事
件
と
な
る

と
︑
伊
予
親
王
母
子
母
子
事
件
は
合
致
す
る
が
︑
佐
味
親
王
母
子
事
件
の

方
は
当
世
風
に
言
え
ば
セ
ク
ハ
ラ
事
件
の
被
害
者
を
か
く
ま
っ
た
親
王
母

子
へ
の
嫌
が
ら
せ
で
あ
り
︑﹁
虚
詐
事
﹂
と
は
一
応
一
線
を
画
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
︒
﹁
棄
家
乗
路
弖

東
西
辛
苦
世
之
牟

﹂
と
は
家
を
離
れ
車
に
乗

り
東
西
に
逃
げ
ま
わ
る
苦
辛
に
陥
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
︑
佐
味
親
王

母
子
事
件
を
伝
え
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
仲
成
射
殺
に
続
く
伝
記
で
は
佐
味

親
王
母
子
に
対
し
麁
言
逆
行
し
た
と
の
み
し
か
言
わ
な
い
が
︑
実
際
に
は

母
子
は
家
に
い
る
こ
と
が
で
き
ず
逃
げ
惑
う
事
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
︒
即
ち
﹁
棄
家
乗
路
﹂
以
下
は
あ
き
ら
か
に
佐
味
親
王
母
子
絡
み
な
が

ら
︑
詔
文
の
続
き
具
合
か
ら
み
る
と
﹁
虚
詐
事
﹂
と
関
連
し
て
い
る
と
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
少
な
か
ら
ず
不
可
解
な
文
章
と
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
︒
結
局
筆
者
は
右
引
詔
文
に
は
舌
足
ら
ず
な
と
こ
ろ
が
あ

り
︑
語
句
を
補
え
ば
﹁
虚
詐
事
﹂
を
も
っ
て
伊
予
親
王
母
子
を
凌
侮
し
て

幽
閉
︑
自
死
せ
し
め
︑
其
れ
と
は
別
に
佐
味
親
王
母
子
を
凌
侮
し
麁
言
逆

行
し
て
﹁
棄
家
乗
路
⁝
﹂
せ
し
め
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
︒
﹁
以
虚
詐
事
﹂
は
伊
予
親
王
母
子
絡
み
と
な
る
が
︑﹁
親

王
・
夫
人
凌
侮
弖

︑
棄
家
⁝
﹂
は
佐
味
親
王
母
子
事
件
に
当
り
︑
正
に
舌

足
ら
ず
の
文
章
で
あ
る
︒
結
局
詔
文
の
い
う
親
王
母
子
凌
侮
事
件
は
伊

予
︑
佐
味
両
親
王
母
子
絡
み
と
す
る
の
が
妥
当
な
解
釈
と
考
え
る
︒

以
上
煩
瑣
な
議
論
を
展
開
し
た
が
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
大
同
四
年
閏
二
月

甲
辰
条
の
安
倍
鷹
野
卒
伝
に
見
え
る
伊
予
親
王
母
子
事
件
に
坐
し
た
侍
従

中
臣
王
が
栲
を
経
て
も
服
さ
な
い
の
で
︑
仲
成
・
薬
子
と
思
わ
れ
る
辟
臣

が
平
城
天
皇
を
そ
そ
の
か
し
て
大
杖
を
加
え
さ
せ
た
と
あ
る
の
に
関
し
著

者
は
︑
二
人
の
行
為
は
伊
予
親
王
事
件
後
の
事
で
あ
り
︑
両
人
が
事
件
に

関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒
仲

成
・
薬
子
の
そ
そ
の
か
し
だ
け
を
と
れ
ば
著
者
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
︑
仲
成
・
薬
子
兄
妹
が
事
件
に
関
与
し
て
い
な
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か
っ
た
と
い
う
事
を
引
き
出
せ
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒
大
同
四
年
閏

二
月
甲
辰
紀
の
記
事
か
ら
の
み
で
は
兄
妹
が
伊
予
親
王
母
子
事
件
に
関
与

し
て
い
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
︑
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
紀

詔
の
仲
成
が
﹁
虚
詐
事
﹂
を
も
っ
て
親
王
母
子
を
凌
侮
し
た
と
い
う
文
句

よ
り
︑
仲
成
が
主
体
的
に
事
件
に
関
与
し
て
い
た
と
見
て
よ
く
︑
中
臣
王

に
大
杖
を
加
え
る
こ
と
を
そ
そ
の
か
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
と
仲
成
が
強

い
敵
意
を
伊
予
親
王
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒
伊
予
親
王
母
子
事
件
の
背
景
に
嵯
峨
天
皇
・
伊
予
親
王
派
と
上
皇
側

の
対
立
を
指
摘
す
る
研
究
が
あ
る
が
︵
櫻
井
潤
﹁
伊
予
親
王
事
件
の
背
景

︱
親
王
の
子
女
と
文
学
を
手
が
か
り
に
︱
﹂︑﹃
古
代
文
化
﹄
五
六
巻
三

号
︑
二
○
○
四
年
︶
︑
従
う
べ
き
見
解
の
よ
う
で
あ
り
︑
平
城
上
皇
と
嵯

峨
天
皇
の
間
に
は
溝
が
あ
り
︑
こ
の
関
係
が
大
同
か
ら
弘
仁
初
に
か
け
て

の
朝
廷
内
の
動
き
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
三
︶

第
一
部
に
お
い
て
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
伝
写
本
や
撰
述
過
程
︑
記
述
の
特

長
等
に
触
れ
た
の
に
対
し
︑
第
二
部
で
は
近
世
に
入
っ
て
作
ら
れ
た
﹃
日

本
後
紀
﹄
と
称
さ
れ
る
二
十
巻
本
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
︒
第
一

部
が
国
史
で
あ
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
と
同
書
が
扱
う
平
安
初
の
時
代
絡
み
で

あ
る
の
と
異
な
り
︑
第
二
部
は
多
分
に
近
世
に
お
け
る
史
学
史
絡
み
と
い

う
様
相
が
濃
厚
で
あ
る
︒

第
五
章
で
は
尾
張
藩
で
六
国
史
の
記
事
を
編
年
順
に
並
べ
て
編
ん
だ

﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
と
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
二
十
巻
本

﹃
日
本
後
紀
﹄
に
関
し
前
者
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
に
相
当
す
る
部
分
と
後
者

の
い
ず
れ
が
先
行
す
る
か
で
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
著
者
は
︑

尾
張
藩
で
﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
を
編
ん
で
い
た
こ
ろ
の
藩
の
蔵
書
目
録
に

﹃
日
本
後
紀
﹄
な
る
書
冊
が
見
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
︑
二
十
巻
本
﹃
日

本
後
紀
﹄
は
﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
相
当
部
分
を
流
布
さ
せ

た
も
の
と
結
論
づ
け
︑
そ
の
上
で
出
典
等
の
調
査
結
果
を
示
し
て
い
る
︒

著
者
の
研
究
に
よ
り
二
十
巻
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
と
﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
の
関

係
に
つ
い
て
明
解
な
断
案
が
下
さ
れ
た
の
は
大
き
な
成
果
で
あ
ろ
う
︒

第
六
章
で
は
﹃
類
聚
日
本
紀
﹄
に
お
け
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
以
外
の
五
国

史
の
分
注
お
よ
び
真
本
を
得
て
い
な
い
﹃
日
本
後
紀
﹄
時
代
の
本
文
︑
分

注
の
出
典
調
査
を
行
い
︑
第
七
章
で
は
幕
府
︑
諸
藩
に
お
け
る
﹃
日
本
後

紀
﹄
の
探
索
と
復
元
事
業
に
触
れ
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
に
似
た
書
冊
に
つ
い

て
調
査
し
︑
第
八
章
で
は
尾
張
藩
に
お
け
る
初
代
藩
主
徳
川
義
文
︑
二
代

光
友
の
時
代
の
藩
儒
の
動
向
や
業
績
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒
第
九
章

で
は
﹃
日
本
逸
史
﹄
延
暦
十
三
年
十
二
月
庚
申
条
に
﹃
日
本
記
略
﹄
に
よ

る
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
﹁
是
日
︑
幸
加
茂
神
社
﹂
に
つ
い
て
検
討
を
行

い
︑
こ
の
記
事
が
二
十
巻
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
に
依
拠
し
て
い
る
可
能
性
を

指
摘
し
︑﹃
類
聚
日
本
紀
﹄︑
二
十
巻
本
﹃
日
本
後
紀
﹄
は
﹃
水
鏡
﹄
﹃
扶

太
平
和
典
著
﹃
日
本
後
紀
の
研
究
﹄
︵
森
田
︶
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桑
略
紀
﹄
の
系
譜
を
引
く
史
料
を
基
に
し
て
い
る
と
推
測
し
︑
史
実
性
如

何
に
関
し
て
は
信
拠
を
欠
く
と
の
結
論
を
出
し
て
い
る
︒

以
上
太
平
和
典
氏
の
新
著
の
書
評
を
行
っ
て
き
た
が
︑
第
二
部
に
つ
い

て
は
近
世
の
学
問
興
隆
に
関
わ
り
興
味
深
く
注
目
す
べ
き
業
績
と
言
っ
て

よ
い
と
考
え
る
が
︑
何
分
筆
者
が
近
世
の
学
問
史
に
疎
い
こ
と
が
あ
り
︑

簡
略
な
紹
介
を
す
る
に
と
ど
め
た
︒
止
ま
れ
筆
者
に
と
り
本
書
は
真
に
刺

激
的
で
あ
り
︑
多
々
啓
発
賜
わ
っ
た
︒
小
文
執
筆
に
当
た
っ
て
は
忌
憚
の

な
い
評
語
を
連
ね
た
が
︑
評
者
の
浅
識
に
よ
る
佞
評
︑
非
礼
に
渉
る
部
分

に
つ
い
て
は
著
者
の
宥
免
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
︒

︵
も
り
た

て
い
・
群
馬
大
学
名
誉
教
授
︶
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