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研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
五
十
一
巻
第
二
号

平

成

三

十

年

四

月

十

日

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂
に
つ
い
て大

坂

彩

香

□

要

旨

古
代
最
後
の
女
帝
で
あ
る
孝
謙
・
称
徳
天
皇
に
つ
い
て
︑
宣
命
の

分
析
を
通
し
て
女
帝
の
政
治
的
意
識
を
検
証
す
る
︒
と
く
に
皇
権
の

分
裂
と
し
て
著
名
な
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
六
年
︵
七
六
二
︶
六

月
庚
戌
条
の
宣
命
︵
宣
命
第
二
七
詔
︶
を
取
り
あ
げ
︑
本
居
宣
長
﹃
続

紀
歴
朝
詔
詞
解
﹄
の
解
釈
を
再
評
価
し
つ
つ
︑﹁
賞
罰
二
柄
﹂
が
﹃
韓

非
子
﹄
二
柄
篇
に
典
拠
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
の
宣
命
第

二
七
詔
の
解
釈
に
も
と
づ
き
︑
現
在
の
女
帝
研
究
を
参
照
し
た
う
え

で
︑
あ
ら
た
め
て
奈
良
時
代
政
治
史
の
な
か
で
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の

位
置
づ
け
を
行
な
い
た
い
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

『
続
日
本
紀
﹄

宣
命

続
紀
歴
朝
詔
詞
解

女
帝
論

韓
非
子

は

じ

め

に

孝
謙
・
称
徳
天
皇
と
は
古
代
最
後
の
女
帝
で
あ
る
︒
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶

に
聖
武
天
皇
と
藤
原
安
宿
媛
︵
光
明
子
︶
の
間
に
誕
生
し
た
の
が
阿
倍
内

親
王
で
あ
り
︑
後
の
孝
謙
天
皇
で
あ
る
︒

天
平
十
年
︵
七
三
八
︶
に
立
太
子
し
︑
天
平
勝
宝
元
年
︵
七
四
九
︶
に

聖
武
天
皇
の
後
を
受
け
皇
位
に
つ
く
︒
天
平
宝
字
二
年
︵
七
五
八
︶
に
淳

仁
天
皇
に
譲
位
︑
出
家
し
て
尼
と
な
る
が
︑
同
八
年
︵
七
六
四
︶
に
淳
仁

天
皇
の
位
を
奪
っ
て
尼
と
な
っ
た
ま
ま
重
祚
し
︑
聖
武
天
皇
の
目
指
し
た

仏
教
中
心
の
政
治
を
行
う
た
め
に
道
鏡
と
の
共
同
統
治
を
行
お
う
と
す

る
︒
そ
し
て
︑
神
護
景
雲
四
年
︵
七
七
〇
︶
在
位
の
ま
ま
五
十
二
年
間
の

生
涯
を
と
じ
た
︒
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後
世
︑
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
評
価
と
し
て
耳
に
す
る
の
が
︑
道
鏡
に
惑

わ
さ
れ
た
女
帝
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
近
年
で
は
︑
勝
浦
令
子
氏

に
よ
る
評
伝
が
刊
行
さ
れ

︵
１
︶

︑
重
祚
し
た
称
徳
天
皇
は
﹁
孤
高
の
女
帝
﹂
あ

る
い
は
﹁
空
前
の
専
制
君
主
﹂
と
み
る
見
解
な
ど

︵
２
︶

︑
女
帝
研
究
の
観
点
か

ら
も
改
め
て
そ
の
存
在
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る

︵
３
︶

︒

そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
現
在
の
女
帝
研
究
か
ら
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
立

ち
位
置
を
確
認
し
︑
宣
命
を
分
析
し
な
が
ら
女
帝
の
政
治
的
意
識
を
検
証

す
る
︒
と
く
に
中
心
と
す
る
の
は
︑
皇
権
の
分
裂
と
し
て
著
名
な
天
平
宝

字
六
年
︵
七
六
二
︶
六
月
庚
戌
条
の
宣
命
︵
宣
命
第
二
七
詔
︶
で
︑﹁
賞

罰
二
柄
﹂
の
典
拠
か
ら
従
来
の
読
解
が
充
分
で
な
い
こ
と
を
提
示
し
た
い
︒

な
お
﹃
続
日
本
紀
﹄
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︶︑﹃
韓

非
子
﹄
は
金
谷
治
訳
注
本
︵
岩
波
文
庫
︶
を
使
用
し
た
︒

一
︑
中
継
ぎ
と
し
て
の
孝
謙
天
皇

『
続
日
本
紀
﹄
か
ら
奈
良
時
代
の
皇
位
継
承
を
整
理
す
る
と
︑
①
天
武
・

持
統
両
天
皇
の
間
に
誕
生
し
た
草
壁
皇
子
の
男
系
子
孫
︵
文
武
天
皇
・
聖

武
天
皇
︶
を
中
心
と
し
︑
②
候
補
者
が
幼
少
の
な
ど
の
場
合
︑
皇
族
女
性

︵
元
明
天
皇
・
元
正
天
皇
︶
が
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
流
れ
で
あ
っ
た
と

理
解
さ
れ
る
︒
ま
た
③
男
系
子
孫
に
は
藤
原
不
比
等
の
子
女
が
嫁
し
て
次

の
天
皇
の
母
︵
藤
原
宮
子
・
藤
原
光
明
子
︶
と
な
っ
て
い
た

︵
４
︶

︒

天
平
勝
宝
元
年
︵
七
四
九
︶
に
即
位
し
た
孝
謙
天
皇
︵
在
位
七
四
九
～

七
五
八
︶
は
︑
①
・
②
・
③
す
べ
て
の
条
件
に
合
致
す
る
︒
た
だ
し
皇
配

︵
皇
婿
︶
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
︑
次
の
天
皇
に
つ
い
て
は
︑
新
た
な
条

件
か
ら
候
補
者
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
︒

天
平
勝
宝
九
年
︵
七
五
七
︶
に
起
き
た
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
は
︑
こ
の
よ

う
な
不
確
定
要
素
が
噴
出
し
た
政
変
と
い
え
︑
光
明
皇
太
后
を
後
ろ
盾
と

し
て
政
変
を
収
拾
し
た
藤
原
仲
麻
呂
︵
藤
原
恵
美
押
勝
︶
は
政
敵
を
排
除

し
︑
自
分
と
関
係
の
深
い
大
炊
王
を
皇
太
子
と
し
て
擁
立
す
る
こ
と
に
成

功
す
る
︒
そ
し
て
天
平
宝
字
二
年
︵
七
五
八
︶
に
孝
謙
天
皇
は
大
炊
王
に

皇
位
を
譲
っ
た
︒

大
炊
王
︵
淳
仁
天
皇
︑
在
位
七
五
八
～
七
六
四
︶
は
舎
人
親
王
の
子
で

あ
っ
た
の
で
︑
先
に
述
べ
た
①
・
②
・
③
の
条
件
と
は
異
な
る
原
理
で
︑

新
た
な
皇
統
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
見
方
を
変
え
れ
ば
草
壁

皇
子
の
子
孫
は
絶
え
る
こ
と
に
な
り
︑
光
明
皇
太
后
は
こ
の
よ
う
な
現
状

を
受
け
入
れ
︑
東
大
寺
廬
舎
那
仏
へ
宝
物
の
追
加
奉
献
を
行
な
っ
た

︵
５
︶

︒

で
は
女
性
と
し
て
史
上
唯
一
の
皇
太
子
と
な
り
︑
女
帝
と
し
て
足
か
け

九
年
の
間
在
位
し
た
孝
謙
天
皇
は
︑
み
ず
か
ら
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
︑
検
討
の
材
料
と
な
る
の
は
宣
命
で
あ
る
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
に
残
る
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
宣
命
は
二
九
編
を
数
え
︑
個

性
的
か
つ
直
截
な
こ
と
ば
に
特
徴
が
あ
る
︒
そ
の
宣
命
に
基
づ
き
な
が
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ら
︑
孝
謙
天
皇
の
意
識
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
︒

と
く
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
六
年
︵
七
六
二
︶

六
月
庚
戌
︵
三
日
︶
条
の
宣
命
︵
宣
命
第
二
七
詔
︶
で
あ
る
︒

六
月
庚
戌
︑
喚
二

集
五
位
已
上
於
朝
堂
一︑
詔
曰
︑
太
上
天
皇
御
命

以
弖

卿
等
諸
語
部止

宣
久

︑
朕
御
祖
太
皇
后
乃

御
命
以
弖

朕
尓

告
之尓

︑
岡
宮

御
宇
天
皇
乃

日
継
波
︑
加
久
弖

絶
奈
牟
止

為
︒
女
子
能

継
尓波

在
止母

欲
令
嗣
止

宣
弖

︑
此
政
行
給
岐

︒
加
久

為
弖

今
帝
止

立
弖

須
麻
比

久
流
間
尓
︑

宇
夜

宇
也
自久

相
従
事
波

无
之弖

︑
斗
卑
等
乃

仇
能

在
言
期
等
久

︑
不
言
岐

辞
母

言
奴

︑

不
為
伎

行
母

為
奴

︒
凡
加
久

伊
波
流
倍枳

朕
尓波

不
在
︒
別
宮
尓

御
坐
坐
牟

時
︑

自
加
得
言
也

︒
此
波

朕
劣
尓

依
弖之

︑
加
久
言
良
之
止

念
召
波

︑
愧
自弥

伊
等
保

自
弥
奈
母

念
須

︒
又
一
尓波

朕
応
発
菩
提
心
縁
尓

在
良
之
止

奈
母
念
須

︒
是
以
︑
出

家
弖

仏
弟
子
止

成
奴

︒
但
政
事
波

︑
常
祀
利

小
事
波

今
帝
行
給
部

︒
国
家

大
事
賞
罰
二
柄
波

朕
行
牟

︒
加
久
能

状
聞
食
悟
止

宣
御
命
︑
衆
聞
食
宣
︒

︵
六
月
庚
戌
︑
五
位
已
上
を
朝
堂
に
喚
し
集
へ
て
︑
詔
し
て
曰
く
︑﹁
太

上
天
皇
の
御
命
以
て
卿
等
諸
に
語
ら
へ
と
宣
り
た
ま
は
く
︑
朕
が
御

祖
太
皇
后
の
御
命
を
以
て
朕
に
告
り
た
ま
ひ
し
に
︑﹃
岡
宮
御
宇
天

皇
の
日
継
は
︑
か
く
て
絶
え
な
む
と
す
︒
女
子
の
継
に
は
在
れ
ど
も

嗣
が
し
め
む
﹄
と
宣
り
た
ま
ひ
て
︑
此
の
政
行
ひ
給
ひ
き
︒
か
く
為

て
今
の
帝
を
立
て
て
す
ま
ひ
く
る
間
に
︑
う
や
う
や
し
く
相
従
ふ
事

は
无
く
し
て
︑
と
ひ
と
の
仇
の
在
る
言
の
ご
と
く
︑
言
ふ
ま
し
じ
き

辞
も
言
ひ
ぬ
︑
為
ま
し
じ
き
行
も
為
ぬ
︒
凡
そ
か
く
い
は
る
べ
き
朕

に
は
在
ら
ず
︒
別
宮
に
御
坐
坐
さ
む
時
︑
し
か
え
言
は
め
や
︒
此
は

朕
が
劣
き
に
依
て
し
︑
か
く
言
ふ
ら
し
と
念
し
召
せ
ば
︑
愧
し
み
い

と
ほ
し
み
な
も
念
す
︒
ま
た
一
つ
に
は
朕
が
菩
提
心
発
す
べ
き
縁
に

在
る
ら
し
と
な
も
念
す
︒
是
を
以
て
︑
出
家
し
て
仏
弟
子
と
成
り

ぬ
︒
但
し
政
事
は
︑
常
の
祀
小
事
は
今
の
帝
行
ひ
給
へ
︒
国
家
の
大

事
賞
罰
の
二
柄
は
朕
行
は
む
︒
か
く
の
状
聞
き
た
ま
へ
悟
れ
と
宣
り

た
ま
ふ
御
命
を
︑
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
﹂
と
の
た
ま
ふ
︶︒

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
︑﹃
岡
宮
御
宇
天
皇
︵
草
壁
皇
子
︶

の
日
継
は
途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
女
子
の
跡
継
ぎ
で
は
あ
る
が
継
が

そ
う
と
思
う
﹄
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
︑
此
の
政
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
﹂

と
の
一
節
で
あ
る
︒

こ
の
く
だ
り
か
ら
は
︑﹁
女
子
の
継
に
は
在
れ
ど
も
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

草
壁
皇
統
が
断
絶
し
な
い
た
め
に
女
子
で
は
あ
る
が
即
位
し
︑
政
治
に
励

ん
で
き
た
と
の
孝
謙
天
皇
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
こ

の
こ
と
は
﹁
朕
が
御
祖
太
皇
后
﹂
︵
光
明
皇
后
︶
の
﹁
御
命
﹂
で
あ
っ
た

と
の
語
り
も
︑
押
さ
え
て
お
き
た
い
︒

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂
に
つ
い
て
︵
大
坂
︶
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二
︑
内
親
王
立
太
子
の
背
景

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
女
子
で
あ
る
の
に
立
太
子
し
︑
即
位
し
た
の
か
︒
孝

謙
天
皇
の
立
太
子
時
点
に
立
ち
戻
っ
て
︑
時
代
の
背
景
か
ら
考
え
て
い
き

た
い
︒

当
時
の
皇
室
で
は
︑
聖
武
天
皇
と
皇
后
の
藤
原
光
明
子
と
の
間
に
産
ま

れ
た
子
ど
も
は
阿
倍
内
親
王
と
基
王
︵
某
王
︶
が
い
る
︒
基
王
は
生
後
す

ぐ
に
立
太
子
す
る
が
一
年
ほ
ど
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
︵﹃
続
日
本
紀
﹄

神
亀
四
年
︿
七
二
八
﹀
九
月
丙
午
︿
一
三
日
﹀
条
︶︒
そ
こ
で
草
壁
皇
統

を
途
絶
え
さ
せ
な
い
た
め
に
は
誰
を
跡
継
ぎ
に
据
え
る
べ
き
か
が
問
題
と

な
る
︒

聖
武
天
皇
に
は
も
う
一
人
︑
夫
人
の
県
犬
養
広
刀
自
と
の
間
に
安
積
親

王
が
い
る
︒
次
の
皇
太
子
に
撰
ば
れ
た
の
は
︑
こ
の
安
積
親
王
で
は
な
く

な
ぜ
阿
倍
内
親
王
だ
っ
た
の
か
︑
そ
こ
に
は
藤
原
氏
の
勢
力
基
盤
を
整

え
︑
県
犬
養
氏
所
生
の
親
王
を
牽
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

『
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
阿
倍
内
親
王
が
立
太
子
し
た
の
は
︑
天
平

十
年
︵
七
三
八
︶
正
月
壬
午
︵
一
三
日
︶︑
そ
の
前
年
天
平
九
年
︵
七
三
七
︶

は
天
然
痘
が
流
行
し
︑
政
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
藤
原
四
子
と
呼
ば
れ
る
房

前
・
麻
呂
・
武
智
麻
呂
・
宇
合
が
相
次
い
で
没
し
た
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
や

﹃
公
卿
補
任
﹄
を
参
照
し
︑
天
平
十
年
正
月
に
し
ぼ
っ
て
当
時
の
議
政
官

を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

右
大
臣

正
二
位

橘
宿
禰
諸
兄

︵
天
平
十
年
正
月
十
三
日
任
官
︶

知
太
政
官
事

正
三
位

鈴
鹿
王

︵
天
平
九
年
九
月
二
十
八
日
任
官
︶

中
納
言

従
三
位

多
治
比
真
人
広
成

︵
天
平
九
年
九
月
二
十
八
日
任
官
︶

参
議

正
四
位
下

大
伴
宿
禰
道
足

︵
天
平
三
年
八
月
十
一
日
任
官
︶

参
議

従
四
位
下

藤
原
朝
臣
豊
成

︵
天
平
九
年
十
二
月
十
二
日
任
官
︶

議
政
官
の
な
か
に
は
豊
成
を
除
い
て
︑
藤
原
氏
の
勢
力
は
居
な
い
こ
と

が
わ
か
る
︒
そ
の
豊
成
は
最
も
経
験
の
浅
い
参
議
で
︑
三
二
歳
と
年
齢
的

に
も
若
い
︒
そ
の
た
め
こ
の
年
に
阿
倍
内
親
王
が
立
太
子
し
た
背
景
は
︑

宣
命
第
二
七
詔
に
あ
っ
た
よ
う
に
光
明
皇
后
の
意
志
が
強
く
反
映
し
て
い

て
︑
藤
原
氏
の
権
力
基
盤
に
配
慮
し
た
結
果
と
考
え
る
︒

そ
の
点
を
裏
付
け
る
た
め
に
ま
ず
︑
安
積
親
王
が
立
太
子
で
き
る
年
齢

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
安
積
親
王
は
こ
の
時
一
〇

歳
︑
阿
部
内
親
王
は
二
一
歳
で
︑
年
齢
的
に
み
る
と
阿
倍
内
親
王
の
方
が

立
太
子
し
や
す
い
年
齢
に
あ
る
︵
文
武
天
皇
は
一
五
歳
の
時
に
立
太
子
し

て
い
た
︶︒
聖
武
天
皇
が
病
気
な
ど
の
理
由
が
あ
れ
ば
急
ぐ
こ
と
も
考
え
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ら
れ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
様
子
も
み
ら
れ
な
い
た
め
︑
五
年
位
ず
ら
し
て

も
問
題
は
な
く
︑
年
齢
以
外
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
︒

天
平
宝
字
六
年
︵
七
六
二
︶
六
月
庚
戌
の
宣
命
の
な
か
で
は
︑
聖
武
天

皇
の
血
統
で
あ
る
安
積
親
王
が
い
な
が
ら
︑
な
ぜ
草
壁
皇
統
が
途
絶
え
て

し
ま
う
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
光
明

皇
后
の
皇
統
観
念
と
し
て
草
壁
皇
統
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
藤
原
氏
の
血
統

を
つ
い
で
い
る
人
物
こ
そ
が
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
︵
先
に
整
理
し
た
奈
良
時
代
の
皇
位
継
承

の
条
件
の
う
ち
の
︑
①
草
壁
皇
子
の
男
系
子
孫
・
③
藤
原
氏
を
母
に
持
つ
︑

で
あ
る
︶
︒

さ
ら
に
注
目
し
た
い
点
は
︑
橘
諸
兄
の
右
大
臣
昇
進
と
阿
倍
内
親
王
の

立
太
子
が
同
じ
天
平
十
年
正
月
十
三
日
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
橘
諸
兄

は
︑
敏
達
天
皇
の
裔
美
努
王
と
県
犬
養
三
千
代
と
の
間
に
生
ま
れ
た
︒
つ

ま
り
︑
橘
宿
兄
は
光
明
皇
后
の
同
母
兄
と
な
る
︒
橘
氏
で
は
あ
る
が
︑
議

政
官
に
就
く
有
力
な
候
補
が
な
い
今
︑
藤
原
氏
の
な
か
で
次
の
候
補
が
現

れ
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
︑
こ
の
叙
任
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
阿
倍
内
親
王
も
︑
藤
原
氏
か
ら
す
る
と
あ

く
ま
で
も
中
継
ぎ
で
し
か
な
く
︑
藤
原
氏
の
意
向
を
叶
え
て
く
れ
る
新
た

な
皇
位
継
承
候
補
が
現
れ
る
ま
で
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
天
平
十
七
年
︵
七
四
五
︶
の
難
波
行
幸
で
聖
武

天
皇
が
危
篤
に
な
っ
た
と
き
︑
橘
奈
良
麻
呂
が
﹁
陛
下
︑
枕
席
安
か
ら
ず
︒

殆
と
大
漸
に
至
ら
む
と
す
︒
然
も
猶
︑
皇
嗣
を
立
つ
る
こ
と
無
し
︒
恐
る

ら
く
は
変
︑
有
ら
む
か
﹂
と
発
言
し
た
と
あ
る
︵﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝

字
元
年
︿
七
五
七
﹀
七
月
庚
戌
︿
四
日
﹀
条
︶︒
立
太
子
後
も
阿
倍
内
親

王
の
存
在
を
認
め
な
い
貴
族
層
さ
え
い
た
︒

こ
の
こ
と
か
ら
孝
謙
天
皇
は
︑
あ
く
ま
で
も
孝
謙
天
皇
・
藤
原
氏
側
か

ら
み
る
と
淳
仁
天
皇
ま
で
の
中
継
ぎ
で
あ
り
︑
譲
位
後
に
な
っ
て
初
め

て
︑
自
ら
政
治
を
行
う
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
こ
の
天
平
宝
字

六
年
六
月
三
日
の
宣
命
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

三
︑
孝
謙
太
上
天
皇
の
自
覚

で
は
︑
中
継
ぎ
の
意
識
か
ら
自
ら
政
治
を
行
う
意
識
へ
は
︑
い
つ
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
︒
そ
の
意
識
の
変
化
は
︑

光
明
皇
后
の
死
と
孝
謙
自
身
の
出
家
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

孝
謙
天
皇
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
朔
︵
一
日
︶

条
に
掲
げ
ら
れ
た
譲
位
の
宣
命

︵
宣
命
第
二
三
詔
︶
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
︒

⁝
⁝
然
皇
止

坐
弖

天
下
政
乎

聞
看
事
者
︑
労
岐

重
棄

事
尓

在
家利

︒
年
長
久

日
多
久

此
座
坐
波

︑
荷
重
力
弱
在
之弖

不
堪
負
荷
︒
加
以
︑
掛
畏
朕
婆

婆
皇
太
后
朝
乎母

人
子
之
理
尓

不
得
定
省
波

︑
朕
情
母

日
夜
不
安
︒
是
以
︑

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂
に
つ
い
て
︵
大
坂
︶
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此
位
避
弖

間
乃

人
尓

在
弖之

如
理
婆
婆
尓波

仕
奉
倍
自
止

所
念
行
弖
奈
母

日
嗣
止

定
賜

弊流

皇
太
子
尓

授
賜
久止

宣
天
皇
御
命
︑
衆
聞
食
宣
︒

︵
⁝
⁝
然
れ
ど
も
皇
と
坐
し
て
天
下
の
政
を
聞
こ
し
看
す
事
は
︑
労
し

き
重
し
き
事
に
在
り
け
り
︒
年
長
く
日
多
く
此
の
座
に
坐
せ
ば
︑
荷

重
く
力
弱
く
し
て
負
ひ
荷
ち
堪
へ
ず
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
掛
け
ま

く
も
畏
き
朕
が
婆
婆

は

は

皇
太
后
の
朝
を
も
人
の
子
の
理
に
え
定
省

つ
か
へ
ま
つ

ら
ね

ば
︑
朕
が
情
も
日
夜
安
か
ら
ず
︒
是
を
以
て
︑
此
の
位
避
り
て
間
の

人
に
在
り
て
し
理
の
如
婆
婆
に
は
仕
へ
奉
る
べ
し
と
念
し
行
し
て
な

も
日
嗣
と
定
め
賜
へ
る
皇
太
子
に
授
け
賜
は
く
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇

が
御
命
を
︑
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
︶

こ
の
よ
う
に
当
時
四
一
歳
の
孝
謙
天
皇
が
譲
位
す
る
理
由
の
一
つ
と
し

て
︑
﹁
婆
婆

は

は

皇
太
后
﹂︵
光
明
皇
太
后
︶
の
看
病
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
宣

命
の
な
か
に
み
え
る
﹁
定
省
﹂
と
は
︑﹃
礼
記
﹄
曲
礼
上
篇
に
あ
る
言
葉
で
︑

子
が
朝
夕
に
父
母
に
仕
え
る
こ
と
︑
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
を
い
う
︒
漢
籍

や
仏
典
に
由
来
す
る
言
葉
が
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の

が
︑
孝
謙
天
皇
の
宣
命
の
特
色
で
あ
る
︵
こ
の
点
︑
宣
命
第
二
七
詔
の
解

釈
で
後
述
す
る
︶
︒

孝
謙
天
皇
に
と
っ
て
常
に
後
ろ
盾
と
な
っ
て
き
た
母
・
光
明
皇
太
后
の

力
は
偉
大
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
光
明
太
皇
后
の
弱
っ
た
姿
を
み
て
︑

独
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
に
変
化
し
て
い
っ
た
と

推
測
す
る
︒

や
が
て
光
明
皇
太
后
は
天
平
宝
字
四
年
︵
七
六
〇
︶
に
六
〇
歳
で
崩
じ

た
︵﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
四
年
︿
七
六
〇
﹀
六
月
乙
丑
︿
七
日
﹀
条
︶︒

今
ま
で
守
っ
て
く
れ
て
い
た
母
が
い
な
く
な
り
︑
こ
れ
ま
で
仕
え
て
き
た

藤
原
仲
麻
呂
は
新
た
に
擁
立
し
た
淳
仁
天
皇
の
も
と
で
政
治
を
主
導
し
て

い
る
︒
孝
謙
太
上
天
皇
に
し
て
み
れ
ば
︑
今
ま
で
周
り
で
指
示
を
出
し
て

い
た
人
間
は
一
人
も
い
な
く
な
っ
た
︒
こ
の
時
四
六
歳
の
孝
謙
太
上
天
皇

は
︑
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
孤
独
感
と
︑
自
ら
の
意
思
で
行
動
で
き

る
解
放
感
を
得
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
孤
独
感
と
解
放
感
の
両
方
を
得
た
孝
謙
太
上
天
皇
は
︑
出
家
の
道

を
歩
ん
で
い
く
︒
出
家
し
た
日
は
史
料
的
に
明
確
に
書
い
て
は
い
な
い

が
︑
可
能
性
と
し
て
二
つ
の
史
料
を
み
て
い
き
た
い
︒
一
つ
目
の
史
料
は

﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
六
年
五
月
辛
丑
︵
二
三
日
︶
条
で
あ
る
︒

辛
丑
︑
高
野
天
皇
与
レ

帝
有
レ

隙
︒
於
レ

是
︑
車
駕
還
二

平
城
宮
一︒
帝

御
二

于
中
宮
院
一︑
高
野
天
皇
御
二

于
法
華
寺
一︒

︵
辛
丑
︑
高
野
天
皇
と
帝
と
︑
隙
有
り
︒
是
に
︑
車
駕
︑
平
城
宮
に
還

り
た
ま
ふ
︒
帝
︑
中
宮
院
に
御
し
ま
す
︒
高
野
天
皇
は
法
華
寺
に
御

し
ま
す
︶
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﹁
帝
﹂︵
淳
仁
天
皇
︶
と
不
和
に
な
っ
た
﹁
高
野
天
皇
﹂︵
孝
謙
太
上
天
皇
︶

が
法
華
寺
に
御
し
た
こ
と
を
伝
え
る
著
名
な
記
事
で
あ
る
︒
法
華
寺
は
︑

母
・
光
明
皇
后
の
旧
宅
を
改
め
て
創
建
さ
れ
た
尼
寺
で
あ
る

︵
６
︶

︒

も
う
一
つ
の
史
料
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
三
年
︵
七
七
二
︶
四
月
丁

巳
︵
六
日
︶
に
道
鏡
が
没
し
た
記
事
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
に
﹁
宝
字
五
年
︑

保
良
に
幸
し
た
ま
ひ
し
よ
り
︑
時
看
病
に
侍
し
て
稍
く
寵
幸
せ
ら
る
﹂
と

あ
り
︑
天
平
宝
字
五
年
︵
七
六
一
︶
に
保
良
宮
に
行
幸
し
︑
看
病
に
つ
い

た
道
鏡
を
寵
愛
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
こ
の
行
幸
は
﹃
続
日
本
紀
﹄

天
平
宝
字
五
年
十
月
甲
子
︵
一
三
日
︶
の
記
事
に
﹁
甲
子
︑
保
良
宮
に
行

幸
し
た
ま
ふ
﹂
と
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
孝
謙
太
上
天
皇
は
天
平
宝
字

五
年
十
月
十
五
日
か
ら
天
平
宝
字
六
年
五
月
二
十
三
日
の
間
に
出
家
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

出
家
し
仏
弟
子
に
な
る
こ
と
で
︑
仏
教
の
力
を
借
り
て
父
・
聖
武
天
皇

が
目
指
し
た
仏
教
を
中
心
と
し
た
政
治
を
行
っ
て
い
き
た
い
気
持
ち
の
高

ま
り
と
︑
出
家
す
る
こ
と
で
﹁
女
子
の
継
に
は
在
れ
ど
も
﹂
と
言
わ
れ
て

き
た
性
別
の
問
題
も
超
越
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
淳
仁
天
皇
や
藤
原
恵

美
押
勝
に
対
す
る
不
満
と
と
も
に
︑
政
治
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

と
考
え
る
︒

四
︑
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂

そ
の
高
ま
り
を
感
じ
る
の
が
︑
宣
命
第
二
七
詔
の
な
か
で
﹁
国
家
の
大

事
賞
罰
の
二
柄
は
朕
が
行
う
﹂
と
宣
言
し
た
部
分
で
あ
る
︒

こ
の
部
分
の
原
文
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
︑﹁
但
政
事
波

︑
常
祀
利

小

事
波

今
帝
行
給
部

︒
国
家
大
事
賞
罰
二
柄
波

朕
行
牟

﹂
と
あ
り
︑
漢
文
の
語

法
で
は
対
句
で
構
成
さ
れ
る
か
ら
︑
四
字
句
で
区
切
っ
て
﹁
国
家
大
事
﹂

＝
﹁
賞
罰
二
柄
﹂
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
そ
の
前
の
淳
仁

天
皇
が
持
つ
権
限
と
し
て
﹁
政
事
常
祀
﹂﹁
小
事
今
帝
﹂
に
対
応
す
る
︒

な
に
よ
り
こ
の
﹁
二
柄
﹂
と
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
二
柄
篇
に
典
拠
が
あ
り
︑

君
主
が
握
る
べ
き
二
つ
の
権
限
の
こ
と
で
あ
る
︒

明
主
之
所
導
制
其
臣
者
︑
二
柄
而
已
矣
︒
二
柄
者
刑
徳
也
︒
何
謂
刑

徳
︑
曰
殺
戮
之
謂
刑
︑
慶
賞
之
謂
徳
︒
為
人
臣
者
︑
畏
誅
罰
而
利
慶

賞
︑
故
人
主
︑
自
用
其
刑
徳
︑
則
群
臣
畏
其
威
︑
而
帰
其
利
矣
︒

︵
明
主
の
導よ

り
て
其
の
臣
を
制
す
る
所
の
者
は
︑
二
柄
の
み
︑
二
柄
と

は
刑
と
徳
な
り
︒
何
を
か
刑
徳
と
謂
う
︒
曰
わ
く
︑
殺
戮
こ
れ
を
刑

と
謂
い
︑
慶
賞
こ
れ
を
徳
と
謂
う
︒
人
臣
為た

る
者
は
︑
誅
罰
を
畏
れ

て
慶
賞
を
利
と
す
︒
故
に
人
主
︑
自

み
ず
か

ら
其
の
刑
徳
を
用
う
れ
ば
︑
則

ち
群
臣
其
の
威
を
畏
れ
て
︑
其
の
利
に
帰
す
︶

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂
に
つ
い
て
︵
大
坂
︶
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二
柄
は
刑
と
徳
で
あ
る
︒
徳
と
は
賞
︑
刑
と
は
罰
の
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
賞
罰
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
れ
ば
︑
天
平
宝
字
八
年
九
月
二
十
日
の
宣
命

に
も
み
ら
れ
︑
孝
謙
太
上
天
皇
が
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

孝
謙
太
上
天
皇
は
皇
太
子
時
代
に
師
と
し
た
吉
備
真
備
か
ら
﹃
礼
記
﹄

﹃
漢
書
﹄
を
学
び
︑
漢
籍
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
︵﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
六

年
十
月
壬
戌
条
の
吉
備
真
備
薨
伝
︶︒
先
に
挙
げ
た
孝
謙
天
皇
の
譲
位
宣

命
︵
宣
命
第
二
三
詔
︶
に
﹃
礼
記
﹄
曲
礼
上
篇
に
あ
る
﹁
定
省
﹂
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
淳
仁
天
皇
・
藤
原
恵
美
押
勝
と
訣
別
し
︑
み

ず
か
ら
政
治
権
力
の
行
使
す
る
決
断
す
る
局
面
で
は
︑
法
治
主
義
を
説

き
︑
君
主
の
権
力
に
つ
い
て
論
じ
る
﹃
韓
非
子
﹄
を
踏
ま
え
︑
そ
の
核
心

に
あ
る
﹁
二
柄
﹂
の
語
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
法
家
の
文
献

﹃
韓
非
子
﹄
の
日
本
へ
の
請
来
時
期
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

︵
７
︶

︑

類
書
を
介
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
平
安
初

期
の
漢
籍
目
録
で
あ
る
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
に
は
﹁
韓
子
﹂
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ま
で
の
宣
命
の
解
釈
で
は
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
﹃
続
日
本

紀
﹄
三
が
補
注
で
﹁﹁
二
柄
﹂
は
︑
こ
れ
も
詔
詞
解
が
い
う
よ
う
に
︑
賞

と
罰
の
二
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑﹁
国

家
の
大
事
﹂
と
﹁
賞
罰
﹂
が
二
つ
で
あ
る
と
し
て
並
列
さ
せ
る
の
が
主
流

で
あ
る

︵
８
︶

︒
し
か
し
漢
文
の
語
法
と
典
拠
の
二
点
か
ら
受
け
入
れ
難
い
︒
な

に
よ
り
︑
本
居
宣
長
が
宣
命
の
注
釈
研
究
の
な
か
で
﹁
二
柄
﹂
を
注
釈
し
︑

﹁
二
柄
は
︑
フ
タ
ツ
ノ
モ
ト
と
訓
べ
し
︑
廿
八
詔
に
︑
政
乃

柄
乎

執
天

と
も

有
︑
柄
と
い
ふ
は
︑
柄
を
執
持
て
︑
そ
の
器
物
を
︑
心
の
ま
ま
に
つ
か
ふ

に
た
と
へ
る
︑
漢
文
也
︑
二
は
︑
賞
と
罸
と
二
也
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と

が
参
考
に
な
る

︵
９
︶

︒
明
示
し
な
い
も
の
の
︑
宣
長
は
﹁
二
柄
﹂
が
﹃
韓
非
子
﹄

に
由
来
す
る
漢
語
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒﹃
韓
非

子
﹄
に
典
拠
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑﹁
国
家
の
大
事
﹂
で
あ
る
﹁
賞
罰
﹂
は
︑

君
主
で
あ
る
孝
謙
太
上
天
皇
自
ら
が
執
り
行
っ
て
い
く
と
の
宣
言
で
あ

る
︒
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
重
大
で
︑
孝
謙
太
上
天
皇
は

﹁
二
柄
﹂
を
握
る
こ
と
︑
つ
ま
り
国
家
の
統
治
者
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を

強
く
自
覚
し
︑
百
官
に
対
し
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る
︒﹃
韓
非
子
﹄
を
典

拠
と
し
て
︑
む
き
だ
し
で
権
力
闘
争
を
表
明
し
た
と
い
っ
て
よ
い

︵
10
︶

︒

二
年
後
の
恵
美
仲
麻
呂
の
乱
︵
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
︶
に
お
い
て
︑
孝
謙

太
上
天
皇
は
淳
仁
天
皇
や
藤
原
恵
美
押
勝
と
の
権
力
闘
争
に
勝
利
し
︑
再

び
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
い
た
る
局
面
と
し
て
︑

天
平
宝
字
六
年
︵
七
六
二
︶
六
月
の
宣
命
が
持
つ
政
治
的
意
味
は
︑
従
来

の
理
解
以
上
に
大
き
い
︒
庇
護
者
を
失
っ
た
孝
謙
太
上
天
皇
と
い
う
女
性

が
︑
中
継
ぎ
で
は
な
い
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
︑
統
治
者
と
し
て
実
権
を

奪
い
返
し
た
︒
こ
れ
が
奈
良
時
代
政
治
史
の
分
岐
点
と
な
る
の
で
あ
る
︒
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む

す

び

こ
れ
ま
で
︑
孝
謙
・
称
徳
天
皇
を
皇
太
子
か
ら
太
上
天
皇
の
時
代
ま
で

順
に
み
て
い
っ
た
︒
女
帝
研
究
の
な
か
で
は
︑
皇
太
子
と
な
っ
た
点
や
尼

と
な
っ
て
か
ら
の
重
祚
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
︑
女
帝
と
し
て
は
特
別
な

存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
政
治
的
状
況
を
み
て
み
る
と
藤
原
氏
か
ら
の
影
響
を
受
け
て

の
立
太
子
そ
し
て
即
位
で
︑
こ
の
時
点
で
他
の
女
帝
と
大
き
な
違
い
は
な

い
︒
そ
の
藤
原
氏
の
中
で
孝
謙
天
皇
に
一
番
の
影
響
を
与
え
た
の
は
紛
れ

も
な
い
光
明
皇
后
で
あ
る
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
は
宣
命
か
ら
も
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
︑
孝
謙
時
代
は
光
明
皇
后
の
傀
儡
政
治
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
光
明
皇
后
の
崩
御
に
よ
っ
て
自
由
を
勝
ち
得
た
孝
謙
天
皇

は
︑
自
ら
の
政
を
行
い
た
い
と
い
う
自
覚
が
芽
生
え
︑
そ
れ
を
支
え
る
の

が
仏
教
で
あ
り
道
鏡
で
あ
っ
た
と
み
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
︒
道
鏡
を
後
継
者

に
考
え
て
い
た
と
の
先
行
研
究
は
多
い
が
︑
そ
の
発
想
こ
そ
が
女
帝
を
矮

小
化
す
る
根
源
で
あ
る
︒
正
統
な
血
統
を
引
く
自
負
が
あ
り
︑
父
の
政
治

を
受
け
継
ぐ
使
命
を
自
覚
し
︑
権
力
闘
争
を
経
て
再
び
君
主
と
し
て
即
位

し
た
称
徳
天
皇
で
あ
る
︒
た
だ
寵
愛
し
て
い
た
道
鏡
に
皇
位
を
簡
単
に
譲

る
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
皇
位
を
譲
る
に
足
り
る
人
が
見
つ
か
る
ま
で
︑

自
ら
の
政
治
を
行
っ
て
い
こ
う
と
い
う
段
階
で
の
崩
御
で
あ
っ
た
︒

孝
謙
・
称
徳
天
皇
は
常
に
付
き
ま
と
う
女
性
と
い
う
性
別
の
壁
を
超
え

る
た
め
に
様
々
な
手
を
講
じ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
そ
の
大
き
な
力
に

な
っ
た
の
が
仏
教
で
あ
る
︒
仏
教
の
力
を
借
り
︑
そ
し
て
唐
を
治
め
た
女

性
皇
帝
の
則
天
武
后
を
モ
デ
ル
に
し
︑
よ
り
良
い
国
家
づ
く
り
の
た
め
に

生
涯
を
捧
げ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
の
惑
わ
さ
れ
た
女
帝
像
で

は
な
く
︑
光
明
皇
后
を
含
む
藤
原
氏
か
ら
の
脱
却
を
図
り
な
が
ら
も
︑
両

親
を
心
か
ら
尊
敬
し
︑
自
ら
が
目
指
す
国
家
統
治
へ
の
道
を
邁
進
し
た
強

い
女
性
天
皇
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

注
１

勝
浦
令
子
氏
﹃
日
本
評
伝
選

孝
謙
・
称
徳
天
皇
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶

２

古
市
晃
氏
﹁
孝
謙
・
称
徳
天
皇
︱
孤
高
の
女
帝
﹂︑
栄
原
永
遠
男
氏

編
﹃
平
城
京
の
落
日
﹄︵
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒
吉
川
真
司
氏

﹃
天
皇
の
歴
史
02

聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄
︵
講
談
社
︑
二
〇
一
一

年
︶
︒

３

荒
木
敏
夫
・
佐
藤
長
門
・
仁
藤
敦
史
・
善
江
明
子
︑﹇
司
会
﹈
小
倉

慈
司
・
川
尻
秋
生
﹁
座
談
会

古
代
女
帝
研
究
の
現
在
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄

七
九
六
︑
二
〇
一
四
年
九
月
︶
な
ど

４

こ
れ
ら
の
条
件
を
正
倉
院
宝
物
の
伝
来
か
ら
説
明
し
た
研
究
と
し

て
︑
薗
田
香
融
氏
﹁
護
り
刀
考
﹂﹃
日
本
古
代
の
貴
族
と
地
方
豪
族
﹄︵
塙

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
﹁
賞
罰
の
二
柄
﹂
に
つ
い
て
︵
大
坂
︶
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書
房
︑
一
九
九
二
年
︶
や
東
野
治
之
氏
﹁
元
正
天
皇
と
赤
漆
文
欟
木
厨

子
﹂︵
﹃
日
本
古
代
史
料
学
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
初
出
一
九
九
八

年
︶
が
あ
る
︒

５

木
本
好
信
氏
﹁
草
壁
皇
統
意
識
と
光
明
皇
太
后
﹂︵﹃
奈
良
朝
政
治
と

皇
位
継
承
﹄
高
科
書
店
︑
一
九
九
五
年
︑
初
出
一
九
九
〇
年
︶︑
瀧
浪

貞
子
氏
﹁
孝
謙
女
帝
の
皇
統
意
識
﹂︵﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
﹄

思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
︶︑
木
本
好
信
氏
﹁
草
壁
皇
統
意
識
と
称

徳
女
帝
﹂
︵
﹃
奈
良
朝
政
治
と
皇
位
継
承
﹄
高
科
書
店
︑
一
九
九
五
年
︑

初
出
一
九
九
四
年
︶︑
栄
原
永
遠
男
氏
﹁
光
明
皇
太
后
と
法
華
寺
﹂︵﹃
奈

良
時
代
の
写
経
と
内
裏
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
初
出
一
九
九
八

年
︶
︒
栄
原
永
遠
男
氏
は
︑
光
明
皇
太
后
と
藤
原
仲
麻
呂
の
間
で
孝
謙

天
皇
の
次
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
意
識
に
ズ
レ
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
︒

６

福
山
敏
男
氏
﹁
大
和
法
華
寺
﹂︵﹃
日
本
建
築
史
の
研
究
﹄
桑
名
文
星

堂
︑
一
九
四
三
年
︶
︑
太
田
博
太
郎
氏
﹁
法
華
寺
の
歴
史
﹂︵﹃
大
和
古

寺
大
観
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
八
年
︶︑
山
本
幸
男
氏
﹁
法
華
寺
と
内

裏
︱
孝
謙
太
上
天
皇
の
居
所
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
南
都
仏
教
史
攷
﹄

法
藏
館
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
〇
〇
〇
年
初
出
︶
を
参
照
︒

７

小
島
憲
之
氏
は
︑
孝
謙
天
皇
が
群
臣
に
皇
太
子
の
候
補
を
諮
問
し
た

と
き
の
藤
原
仲
麻
呂
の
発
言
﹁
臣
を
知
る
は
君
に
若
く
は
莫
し
︒
子
を

知
る
は
父
に
若
く
は
莫
し
﹂︵﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳

︿
四
日
﹀
条
︶
を
挙
げ
︑
こ
の
句
が
﹃
韓
非
子
﹄
十
過
・﹃
管
子
﹄
大
匡

に
あ
る
こ
と
︑
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
短
文
の
佳
句
名
句
﹂
は
書
物

か
ら
の
引
用
で
は
な
く
︑
﹁
当
時
の
官
吏
の
口
に
し
て
ゐ
た
句
﹂
と
判

断
さ
れ
た
︒
小
島
憲
之
氏
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
﹄︵
塙
書
房
︑

一
九
六
五
年
︶
一
四
六
五
～
一
四
六
六
頁

８

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
﹃
続
日
本
紀
﹄
三
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二

年
︶︑
巻
第
二
十
四
の
仲
介
は
佐
々
木
恵
介
氏
が
担
当
︒
こ
れ
に
対
し

て
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
現
代
語
訳
で
は
︑
﹁
国
家
の
大
事
と
賞
罰
と
の
二

つ
の
大
も
と
は
朕
︵
孝
謙
︶
が
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
﹂︵
直
木
孝
次

郎
他
訳
注
﹃
続
日
本
紀
﹄
３
︵
平
凡
社
︑
一
九
九
〇
年
︶
九
三
頁
︒
巻

第
二
四
の
現
代
語
訳
担
当
者
は
西
本
昌
弘
氏
︶
︑﹁
国
家
の
大
事
と
賞
罰

と
の
二
つ
の
大
本

お
お
も
と

は
朕
が
行
な
う
こ
と
と
す
る
﹂︵
宇
治
谷
孟
﹃
続
日

本
紀
﹄
中
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
二
年
︶
と
あ
る
︒

９

本
居
宣
長
﹁
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
﹂
︑
享
和
三
年
︵
一
八
〇
三
︶
刊
行
︒

﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
七
巻
︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
一
年
︶
三
五
四
頁

10

宣
命
第
二
七
詔
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
そ
の
実
効
性
を
再
検
証
す
る
議
論

が
続
い
て
い
る
︒
宣
言
後
の
政
治
推
移
に
関
し
て
は
︑
内
容
理
解
と
は

別
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
山
本
幸
男
氏
﹁
孝
謙

太
上
天
皇
と
道
鏡
︱
正
倉
院
文
書
か
ら
み
た
政
柄
分
担
宣
言
期
の
仏
事

行
為
︱
﹂︵﹃
奈
良
朝
仏
教
史
攷
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
〇
〇
四

年
初
出
︶
︑
木
本
好
信
氏
﹁
孝
謙
太
上
天
皇
・
淳
仁
天
皇
の
帝
権
分
離

― 58 ―



に
つ
い
て
―
天
皇
権
力
と
専
権
貴
族
の
政
治
闘
争
再
論
―
」（『
奈
良

時
代
の
政
争
と
皇
位
継
承
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
。
二
〇
〇
五

年
初
出
）。

付
記

本
論
文
は
平
成
二
十
七
年
度
に
皇
學
館
大
学
文
学
部
国
史
学

科
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
「
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
研
究
」
の

一
部
で
あ
る
。

（
お
お
さ
か

あ
や
か
・
小
学
校
教
諭
）

孝
謙
太
上
天
皇
の
宣
命
「
賞
罰
の
二
柄
」
に
つ
い
て
（
大
坂
）
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