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要

旨

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
変
が
続
発
し
︑
ま
た
公
卿
官
人
と
は
乖
離
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
と
す
る
見

解
と
︑
公
卿
官
人
ら
に
支
え
ら
れ
た
安
定
し
た
政
権
だ
と
の
理
解
︑
そ
し
て
淳
仁
廃
帝
や
和
気
王
ら
を
排
除
し
た
こ
と
か
ら
称
徳
女
帝
の
専
制
的

な
政
権
で
あ
っ
た
と
の
認
識
な
ど
︑
い
ま
だ
定
説
を
み
な
い
︒
し
か
し
詳
細
に
検
討
す
る
と
︑
皇
嗣
を
め
ぐ
っ
て
の
王
臣
の
策
謀
が
政
治
的
動
揺

の
要
因
と
な
り
︑
ま
た
道
鏡
を
寵
任
し
た
が
た
め
の
反
発
か
ら
公
卿
ら
の
乖
離
も
顕
著
で
︑
称
徳
は
こ
れ
に
代
え
て
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
擢

用
し
た
が
と
て
も
安
定
し
た
政
権
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
︒
こ
の
こ
と
は
叙
位
や
補
任
状
況
の
検
証
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
し
︑
異
常
に
多

い
祥
瑞
を
創
出
し
て
政
治
の
動
揺
を
隠
蔽
の
う
え
︑
自
ら
を
﹁
聖
の
神
﹂
と
し
て
称
揚
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

称
徳
天
皇
・
道
鏡
・
淳
仁
廃
帝
・
和
気
王
・
氷
上
志
計
志
麿
・
皇
位
継
承
・
叙
位
・
祥
瑞
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は

じ

め

に

称
徳
女
帝
と
道
鏡
に
よ
る
政
権
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
だ
明
確
な
統
一
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
中
川
收
氏
が
﹁
道

鏡
に
対
す
る
貴
族
・
官
人
ら
の
反
発
は
︑︵
中
略
︶
結
果
的
に
貴
族
・
官
人
ら
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
っ
て
政
治
機
構
の
既
成
勢
力
を
掌

握
で
き
な
か
っ
た
︵
1
︶

﹂
と
し
︑
ま
た
佐
藤
信
氏
が
﹁
皇
位
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
動
き
が
︵
中
略
︶
相
次
い
で
起
き
︑
政
治
的
に
不
安
定
な
状

況
が
続
い
た
︵
2
︶

﹂
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
通
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
方
で
瀧
浪
貞
子
氏
は
称
徳
＝
道
鏡
に
よ
る
共
治
体
制
を
﹁
支

え
た
の
は
︑
永
手
を
筆
頭
と
し
︑
真
備
や
白
壁
王
ら
貴
族
・
皇
親
で
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
こ
の
共
治
体
制
は
︑
け
っ
し
て
孤
立
し
た
も
の

で
は
な
く
︑
貴
族
官
人
社
会
の
な
か
に
そ
の
支
持
基
盤
を
有
し
て
い
た
︵
3
︶

﹂
と
記
し
︑
通
説
に
反
し
て
安
定
政
権
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
最
近
に
な
っ
て
吉
川
真
司
氏
は
︑﹁
藤
原
仲
麻
呂
を
ひ
ね
り
つ
ぶ
し
た
政
治
的
実
力
に
よ
っ
て
︑
称
徳
は
空
前
の
専
制
権
力
を
打
ち

た
て
︵
中
略
︶︑︹
和
気
王
や
淳
仁
廃
帝
ら
の
・
筆
者
注
︺
不
満
分
子
の
排
除
は
順
調
に
進
ん
だ
︒︵
中
略
︶
天
皇
大
権
は
専
制
君
主
称
徳
が
掌

握
し
て
お
り
﹂
と
し
て
︑﹁
空
前
の
専
制
君
主
︵
4
︶

﹂
に
よ
る
政
権
と
認
識
し
て
い
る
︒

瀧
浪
説
は
別
に
し
て
︑
称
徳
・
道
鏡
政
権
が
不
安
定
で
あ
っ
た
と
す
る
通
説
に
対
し
て
︑
称
徳
が
専
制
君
主
で
あ
っ
た
と
相
反
す
る
評

価
は
︑
淳
仁
廃
帝
・
和
気
王
・
氷
上
志
計
志
麿
ら
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
事
件
が
起
こ
る
理
由
を
称
徳
治
政
の
不
安
定
さ
に
求
め
る
佐
藤

氏
と
︑
こ
れ
ら
の
事
件
を
鎮
圧
し
た
称
徳
の
政
治
力
を
認
め
る
判
断
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
称
徳
の
治
政
が
不
安
定
だ
か
ら
皇
位

継
承
を
め
ぐ
る
事
件
が
続
発
し
た
と
理
解
す
る
の
も
︑
こ
れ
を
鎮
圧
し
て
反
対
の
政
治
勢
力
を
排
除
し
た
か
ら
︑
天
皇
大
権
を
掌
握
し
て

け
っ
し
て
政
情
は
不
安
定
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
事
件
を
︑
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
評
価
を
下
す
に
際
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
が
難
し
い
が
︑
と
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は
い
っ
て
も
瀧
浪
氏
も
称
徳
の
重
祚
に
よ
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
皇
太
子
を
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
皇
位

継
承
問
題
は
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
評
価
に
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
︒
よ
っ
て
本
小
論
で
は
︑
さ

ら
に
詳
細
に
称
徳
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
事
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
筆
者
な
り
の
視
点
で
も
っ
て
称
徳
・
道
鏡
政
権
を
再
評
価
し

て
み
よ
う
と
思
う
︒

た
だ
︑
皇
位
継
承
の
み
で
は
相
反
す
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
水
掛
け
論
に
陥
る
危
険
性
も
あ
り
︑
そ
れ
を
自
分
な
り
に
克

服
す
る
論
点
と
し
て
叙
位
・
補
任
状
況
を
中
心
に
官
人
動
向
を
分
析
し
︑
か
つ
孝
謙
女
帝
時
代
に
比
べ
て
も
多
い
祥
瑞
に
注
視
し
た
結
果
︵
5
︶

を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
結
論
の
傍
証
と
し
た
い
と
考
え
る
︒
先
学
諸
賢
の
ご
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
︒

一
︑
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て

１
．
淳
仁
天
皇
の
追
放

天
平
宝
字
八
年
︵
七
六
四
︶
十
月
九
日
︑
孝
謙
太
上
天
皇
︵
以
降
︑
称
徳
天
皇
と
記
す
︶
は
数
百
の
兵
士
を
率
い
た
和
気
王
ら
を
派
遣
し
て
︑

淳
仁
天
皇
の
住
ま
い
す
る
中
宮
院
を
囲
ま
せ
︑
直
ち
に
淳
仁
を
連
行
︑
図
書
寮
西
北
の
地
で
帝
位
を
剥
奪
し
て
親
王
に
貶
め
て
淡
路
国
に

追
放
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
︒
淳
仁
は
母
の
当
麻
山
背
ら
と
と
も
に
藤
原
蔵
下
麻
呂
ら
に
よ
っ
て
淡
路
国
に
衛
送
の
う
え
国
府
の
一
院
に

幽
閉
さ
れ
た
︒
称
徳
天
皇
は
︑
淳
仁
が
六
千
の
兵
を
動
員
し
た
う
え
で
︑
精
兵
で
も
っ
て
押
し
入
っ
て
自
分
の
殺
害
を
図
っ
た
と
の
廃
帝

理
由
を
あ
げ
︑
か
つ
て
父
帝
の
聖
武
天
皇
が
自
分
へ
の
譲
位
時
に
﹁
王
を
奴
と
成
す
と
も
︑
奴
を
王
と
云
ふ
と
も
︑
汝
の
為
む
ま
に
ま
に
︵
6
︶

﹂

と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
正
当
化
し
て
い
る
︒
こ
の
廃
帝
理
由
に
つ
い
て
は
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
し
︑
聖
武
の
発
言
に
つ
い
て
も

﹁
か
く
在
る
御
命
を
朕
ま
た
一
二
の
竪
子
等
と
侍
り
て
聞
き
た
ま
へ
て
在
り
﹂
と
︑
聞
い
て
い
た
の
は
自
分
だ
け
で
な
く
竪
子
ら
も
聞
い

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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て
い
た
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
真
実
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
三
二
歳
の
男
帝
が
追
放
さ
れ
て
︑
四
七
歳
と
い
う
若
く
は
な
い
独
身
女
帝
が
重
祚
し
た
こ
と
は
︑
藤
原
仲
麻
呂
︵
恵

美
押
勝
︶
の
内
乱
後
の
動
揺
も
影
響
し
て
︑
政
界
の
み
な
ら
ず
社
会
的
に
も
不
安
定
化
を
も
た
ら
し
た
︒
こ
と
に
佐
藤
氏
が
﹁
政
界
の
底

流
で
は
︑
次
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
動
き
が
起
こ
っ
た
︵
7
︶

﹂
と
論
じ
た
よ
う
に
︑
公
卿
官
人
ら
に
よ
る
皇
太
子
擁
立
を
要
因
と
す

る
政
治
動
揺
が
広
が
り
︑
こ
れ
に
道
鏡
と
い
う
例
の
な
い
僧
の
政
治
的
重
用
が
拍
車
を
か
け
て
お
り
︑
称
徳
は
こ
の
よ
う
な
政
治
混
乱
の

鎮
静
化
に
必
死
に
な
っ
て
い
る
︒

『続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
十
月
丁
丑
︵
十
四
日
︶
条
に
は
︑
こ
の
こ
と
を
示
す
﹁
人
人
己
が
ひ
き
ひ
き
此
の
人
を
立
て
て
我
が
功

と
成
さ
む
と
念
ひ
て
君
の
位
を
謀
り
︑
窃
に
心
を
通
は
し
て
人
を
い
ざ
な
ひ
す
す
む
こ
と
莫
か
れ
﹂
と
み
え
︑
称
徳
没
後
の
こ
と
も
考
え

て
諸
氏
族
に
よ
る
新
皇
太
子
の
擁
立
を
め
ぐ
っ
て
の
策
謀
が
渦
巻
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
れ
ら
の
動
向
に
対
し
て
︑
称
徳
は
同
日
条
で
︑

諸
奉
侍
る
上
中
下
の
人
等
の
念
へ
ら
ま
く
︑﹁
国
の
鎮
と
は
皇
太
子
を
置
き
定
め
て
し
心
を
安
く
お
だ
ひ
に
在
り
﹂
と
︑
常
人
の
念

ひ
云
へ
る
所
に
在
り
︒
然
る
に
今
の
間
此
の
太
子
を
定
め
賜
は
ず
在
る
故
は
︑
人
の
能
け
む
と
念
ひ
て
定
む
る
も
必
ず
能
く
し
も
在

ら
ず
︒
天
の
授
け
ぬ
を
得
て
在
る
人
は
︑
受
け
て
も
全
く
坐
す
物
に
も
在
ら
ず
︑
後
に
壊
れ
ぬ
︒

と
し
て
︑
皇
嗣
に
つ
い
て
不
安
を
も
つ
多
く
の
公
卿
官
人
の
早
く
皇
太
子
を
立
て
る
べ
き
だ
と
の
意
見
を
否
定
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
皇
太

子
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
皇
権
が
分
裂
し
て
自
身
の
皇
権
が
制
約
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
道
鏡
へ
の
譲
位
を
す
で
に
思
っ
て
い
た
と
す

れ
ば
︑
こ
の
こ
と
に
と
っ
て
不
都
合
で
あ
っ
た
と
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
称
徳
の
命
令
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
騒
動
が
収
ま
っ
た
か
と
い
う
と
︑
実
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
︑

﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
︵
七
六
五
︶
三
月
丙
申
︵
五
日
︶
条
に
も
︑
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詔
し
て
曰
は
く
︑
天
下
の
政
は
︑
君
の
勅
に
在
る
を
︑
己
が
心
の
ひ
き
ひ
き
︑
太
子
を
立
て
む
と
念
ひ
て
功
を
欲
す
る
物
に
は
在
ら

ず
︒
然
れ
ど
も
此
の
位
は
︑
天
地
の
置
き
賜
ひ
授
け
賜
ふ
位
に
在
り
︒
故
︑
是
を
以
て
︑
朕
も
天
地
の
明
ら
け
き
奇
し
き
徴
の
授
け

賜
ふ
人
は
出
で
な
む
と
念
ひ
て
在
り
︒
猶
今
の
間
は
︑
明
ら
か
に
清
き
心
を
以
て
︑
人
に
も
い
ざ
な
は
れ
ず
︑
人
を
も
と
も
な
は
ず

し
て
︑
お
の
も
お
の
も
貞
か
に
能
く
浄
き
心
を
以
て
奉
仕
れ
︒

と
み
え
る
よ
う
に
︑
半
年
後
に
な
っ
て
も
一
向
に
収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
権
力
の
獲
得
を

目
的
と
す
る
公
卿
官
人
た
ち
の
皇
太
子
の
擁
立
を
図
る
蠢
動
に
対
し
て
︑
称
徳
は
鎮
静
化
に
必
死
だ
っ
た
と
い
う
実
情
を
勘
案
す
れ
ば
︑

吉
川
氏
の
主
張
さ
れ
る
﹁
称
徳
の
専
制
﹂
と
い
う
判
断
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
︒

そ
し
て
︑
称
徳
を
さ
ら
に
焦
燥
さ
せ
て
い
た
の
が
︑
こ
の
よ
う
な
諸
公
卿
の
皇
太
子
擁
立
運
動
が
︑
自
分
の
皇
位
を
脅
か
す
こ
と
に
な

る
と
の
危
機
感
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
称
徳
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
同
日
条
に
﹁
王
臣
の
中
に
︑
心
を
執
る
こ
と
貞
浄

な
ら
む
者
は
︑
私
の
家
の
内
に
兵
器
を
貯
ふ
べ
か
ら
ず
︒
そ
の
有
て
る
所
は
皆
官
に
進
れ
︒
ま
た
︑
伊
勢
・
美
濃
・
越
前
は
是
れ
守
関
の

国
な
り
︒
そ
の
関
国
の
百
姓
と
︑
余
国
の
有
力
の
人
と
は
︑
王
臣
の
資
人
に
宛
つ
べ
か
ら
ず
︒
如
し
違
犯
す
る
こ
と
有
ら
ば
︑
国
司
・
資

人
︑
同
じ
く
違
勅
の
罪
に
科
せ
む
﹂
と
み
え
る
よ
う
に
︑
王
臣
ら
の
武
器
所
有
の
禁
止
︑
三
関
国
の
百
姓
や
諸
国
の
有
力
人
を
資
人
に
用

い
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
皇
位
継
承
に
か
ら
ん
で
王
臣
の
武
力
に
よ
る
決
起
を
恐
れ
た
措
置
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
︑
ま
た
そ
の
よ
う
な
諸
公
卿
の
具
体
的
な
蠢
動
も
あ
っ
た
も
の
と
推
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

２
．
和
気
王
の
事
件

そ
し
て
︑
こ
の
称
徳
の
危
惧
が
現
実
と
な
っ
た
の
が
和
気
王
の
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
で
あ
っ
た
︒
そ
の
概
要
が
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平

神
護
元
年
八
月
庚
申
︵
一
日
︶
条
に
み
え
て
い
る
︒

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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従
三
位
和
気
王
︑
謀
反
に
坐
せ
ら
れ
て
乃
ち
誅
せ
ら
る
︒︵
中
略
︶
復
己
が
先
霊
に
祈
り
願
へ
る
書
を
見
る
に
云
ひ
て
在
ら
く
︑
﹁
己

が
心
に
念
ひ
求
む
る
事
を
し
成
し
給
ひ
て
ば
︑
尊
き
霊
の
子
孫
の
遠
く
流
し
て
在
る
を
ば
京
都
に
召
し
上
げ
て
臣
と
成
さ
む
﹂
と
云

へ
り
︒
復
﹁
己
が
怨
男
女
二
人
在
り
︒
此
を
殺
し
賜
へ
﹂
と
云
ひ
て
あ
り
︒︵
中
略
︶
時
に
皇
統
嗣
無
く
し
て
︑
そ
の
人
有
ら
ず
︒

而
し
て
紀
朝
臣
益
女
︑
巫
鬼
を
以
て
著
れ
て
︑
和
気
に
幸
せ
ら
る
る
こ
と
を
得
た
り
︒︵
中
略
︶
参
議
従
四
位
下
近
衛
員
外
中
将
兼

勅
旨
員
外
大
輔
式
部
大
輔
因
幡
守
粟
田
朝
臣
道
麻
呂
︑
兵
部
大
輔
兼
美
作
守
従
四
位
上
大
津
宿
禰
大
浦
︑
式
部
員
外
少
輔
従
五
位
下

石
川
朝
臣
永
年
等
︑
和
気
と
善
く
し
て
数
そ
の
宅
に
飲
む
︒
道
麻
呂
︑
時
に
和
気
と
密
語
す
︒︵
中
略
︶
是
に
︑
人
士
︑
心
に
疑
ひ
て
︑

頗
る
そ
の
事
を
泄
せ
り
︒︵
中
略
︶
伊
豆
国
に
流
す
︒
山
背
国
相
楽
郡
に
到
り
て
︑
こ
れ
を
絞
り
て
狛
野
に
埋
め
り
︒
ま
た
︑
益
女

を
綴
喜
郡
松
井
村
に
絞
る
︒︵
中
略
︶
道
麻
呂
を
飛
騨
員
外
介
と
す
︒︵
中
略
︶
月
を
積
み
日
を
余
し
て
︑
並
に
院
中
に
し
て
死
ぬ
︒

︵
中
略
︶
大
津
を
日
向
守
と
し
︑
そ
の
位
封
を
奪
ふ
︒
従
五
位
下
石
川
朝
臣
永
年
を
隠
岐
員
外
介
と
す
︒
任
に
到
り
て
数
年
に
し
て

自
ら
縊
り
て
死
ぬ
︒

和
気
王
は
天
武
天
皇
の
皇
孫
で
︑
舎
人
親
王
の
一
子
で
あ
る
御
原
王
の
息
子
で
あ
り
︑
舎
人
の
六
子
で
あ
る
淳
仁
廃
帝
の
甥
に
あ
た
る
︒

こ
の
頃
の
有
力
な
皇
嗣
と
し
て
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
︵
四
日
︶
条
に
︑﹁
宗
室
の
中
︑
舎
人
・
新
田
部
の
両
の
親

王
は
︑
是
れ
尤
も
長
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
新
田
部
の
息
子
塩
焼
王
と
聖
武
皇
女
の
不
破
内
親
王
と
の
間
に
生
ま
れ
た
氷
上
志
計
志
麿
・

川
継
兄
弟
と
と
も
に
︑
舎
人
系
の
和
気
王
も
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
舎
人
系
の
諸
王
の
多
く
は
淳
仁
の
追
放
と
と
も
に
和
気
王
の

叔
父
で
あ
る
船
・
池
田
王
ら
も
配
流
に
な
る
な
ど
し
て
い
た
か
ら
︑
和
気
王
は
そ
れ
ら
の
諸
王
の
帰
京
と
︑
何
よ
り
﹁
己
が
怨
男
女
二
人

在
り
︒
此
を
殺
し
賜
へ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
称
徳
と
道
鏡
の
殺
害
を
企
て
て
舎
人
系
の
復
活
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
︒

こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑
北
山
茂
夫
氏
は
で
っ
ち
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︵
8
︶

︒
け
れ
ど
も
︑﹁
祈
り
願
へ
る
書
﹂
に
称
徳
と
道
鏡
の
殺

害
が
記
し
て
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
ま
っ
た
く
の
で
っ
ち
上
げ
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
︒
沢
野
直
弥
氏
は
和
気
王
に
そ
の
意
志
が
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あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
︵
9
︶

︑
中
川
氏
は
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
︑
軍
事
力
を
行
使
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
称
徳
と
道

鏡
の
呪
殺
を
企
て
た
も
の
で
は
あ
る
と
の
結
論
を
示
し
て
い
る
︵
10
︶

︒

そ
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
︑
和
気
王
と
と
も
に
こ
の
謀
略
に
加
わ
っ
て
い
た
の
が
︑
粟
田
道
麻
呂
・
大
津
大
浦
・
石
川
永
年
ら
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
︒
中
川
氏
は
和
気
王
を
中
核
に
結
集
し
た
少
数
な
同
僚
的
集
団
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
道
麻
呂
は
︑
議
政
官
で
あ
る
参

議
に
︑
藤
原
仲
麻
呂
と
の
闘
争
で
勝
利
を
決
定
づ
け
た
称
徳
の
軍
事
基
盤
で
あ
る
近
衛
府
の
員
外
中
将
︑
そ
し
て
称
徳
の
意
思
を
反
映
さ

せ
る
た
め
に
創
設
し
た
勅
旨
省
の
員
外
大
輔
と
式
部
大
輔
と
い
う
枢
要
職
を
兼
官
し
︑
大
浦
も
兵
部
大
輔
の
重
要
職
を
帯
任
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
称
徳
の
側
近
中
の
側
近
と
も
い
え
る
者
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
に
こ
の
裏
切
り
に
称
徳
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
︒
伊
豆
へ
の
配

流
と
決
ま
っ
て
い
た
和
気
王
を
︑
平
城
京
を
出
た
ば
か
り
の
山
城
国
相
楽
郡
狛
野
で
絞
殺
し
て
埋
め
る
と
い
う
陰
惨
な
行
動
に
で
て
い
る

の
は
︑
中
川
氏
も
い
う
よ
う
に
称
徳
が
皇
嗣
問
題
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
称
徳
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク

な
行
動
は
︑
裏
を
か
え
せ
ば
称
徳
自
身
の
皇
位
・
皇
権
へ
の
固
執
と
︑
そ
の
こ
と
を
危
う
く
す
る
動
向
に
恐
怖
心
す
ら
感
じ
る
よ
う
な
現

状
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

３
．
淳
仁
廃
帝
の
暗
殺
事
件

そ
し
て
︑
こ
の
和
気
王
の
事
件
二
カ
月
後
に
起
き
た
の
が
称
徳
に
よ
る
淳
仁
廃
帝
の
暗
殺
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
事
件
で
あ
る
︒
明
ら

か
に
和
気
王
の
事
件
が
称
徳
の
危
機
感
を
煽
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
十
月
庚
辰
︵
二
十
二
日
︶
条
に
は
︑

淡
路
公
︑
幽
憤
に
勝
へ
ず
︑
垣
を
踰
え
て
逃
ぐ
︒
守
佐
伯
宿
禰
助
︑
掾
高
屋
連
並
木
ら
兵
を
率
ゐ
て
こ
れ
を
邀
る
︒
公
︑
還
り
て
明

く
る
日
に
院
中
に
薨
し
ぬ
︒

と
み
え
て
い
る
︒
一
年
間
に
及
ぶ
幽
閉
に
耐
え
か
ね
て
逃
亡
し
よ
う
と
し
た
淳
仁
を
国
守
の
佐
伯
助
が
﹁
邀
る
﹂︑
つ
ま
り
抑
止
し
よ
う

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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と
し
た
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
先
帝
の
死
の
様
相
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
﹃
続
日
本
紀
﹄
が
用
語
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
っ
て
︑
そ
の
実
は
追

撃
し
た
こ
と
で
瀕
死
と
な
っ
た
淳
仁
は
翌
日
に
没
し
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
間
の
事
情
に
は
後
述
す
る
よ
う
な
称
徳
に
よ

る
謀
計
が
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
︒

淳
仁
は
前
年
十
月
に
淡
路
国
に
追
放
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ま
で
に
も
幾
度
か
脱
出
を
図
っ
て
い
た
ら
し
い
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神

護
元
年
二
月
乙
亥
︵
十
四
日
︶
条
に
は
︑﹁
淡
路
国
守
従
五
位
下
佐
伯
宿
禰
助
に
勅
し
た
ま
は
く
︑
風
に
聞
か
く
︑﹃
彼
の
国
に
配
流
せ
る

罪
人
︑
稍
く
逃
亡
を
致
せ
り
﹄
と
き
く
︑
事
︑
如
し
実
有
ら
ば
︑
何
を
以
て
か
奏
せ
ぬ
︒
汝
︑
朕
が
心
に
簡
ひ
て
︑
往
き
て
彼
の
事
の
動

静
を
監
て
︑
必
ず
早
に
奏
す
べ
し
︒
ま
た
聞
か
く
︑﹃
諸
人
等
︑
詐
り
て
商
人
と
称
り
て
︑
多
く
彼
の
部
に
向
ふ
︒
国
司
察
ら
ず
し
て
︑

遂
に
群
を
成
す
﹄
と
き
く
︒
今
よ
り
以
後
︑
一
切
に
禁
断
せ
よ
と
の
た
ま
ふ
﹂
と
あ
る
︒﹁
稍
く
﹂
と
は
﹁
次
第
に
︑
徐
々
に
﹂
と
の
意

味
で
あ
り
︑
二
月
以
前
に
も
︑
そ
し
て
十
月
に
も
逃
亡
し
た
の
で
あ
る
か
ら
幾
度
か
逃
亡
を
繰
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
事
実

を
佐
伯
助
は
報
告
せ
ず
︑
ま
た
平
城
京
か
ら
の
官
人
で
あ
ろ
う
淳
仁
の
も
と
に
群
を
な
す
く
ら
い
訪
ね
て
来
て
い
る
の
を
看
過
し
て
い
る

こ
と
を
叱
責
さ
れ
︑
以
後
は
禁
断
す
る
よ
う
に
厳
命
さ
れ
て
い
る
︒
下
国
で
あ
る
淡
路
国
司
は
令
制
で
は
守
・
目
の
み
で
︑
置
か
れ
る
は

ず
の
な
い
掾
官
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
称
徳
が
淡
路
国
で
の
淳
仁
の
行
動
に
留
意
し
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
︒

ま
た
﹃
続
日
本
紀
﹄
同
元
年
三
月
丙
申
︵
五
日
︶
条
に
は
︑﹁
有
る
人
は
︑
淡
路
に
侍
り
坐
す
人
を
率
て
来
て
︑
さ
ら
に
帝
と
立
て
て

天
下
を
治
め
し
め
む
と
念
ひ
て
在
る
人
も
在
る
ら
し
と
な
も
念
す
︒︵
中
略
︶
何
ぞ
此
の
人
を
復
立
て
む
と
念
は
む
︒
今
よ
り
以
後
に
は

如
此
く
念
ひ
て
謀
る
こ
と
止
め
よ
と
詔
り
た
ま
ふ
大
命
を
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
﹂
と
も
あ
る
︒
二
月
乙
亥
と
三
月
丙
申
両
条
を
併
考
す
る

と
︑
淳
仁
の
も
と
に
来
て
い
た
多
く
の
官
人
は
平
城
京
に
あ
っ
て
淳
仁
の
復
位
を
策
し
て
蠢
動
し
て
い
た
政
治
グ
ル
ー
プ
の
者
た
ち
で
あ

り
︑
復
位
に
む
か
っ
て
の
連
絡
・
打
合
せ
の
た
め
に
淡
路
国
に
通
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
幾
度
か
逃
亡
を
図
っ
た
淳
仁
は
こ
れ
ら
官
人
と

の
談
合
を
う
け
て
平
城
京
か
自
身
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
と
こ
ろ
へ
逃
亡
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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淳
仁
が
廃
帝
と
さ
れ
た
理
由
は
︑
前
述
の
よ
う
に
六
千
の
兵
士
を
徴
発
し
︑
精
兵
で
も
っ
て
称
徳
を
撃
ち
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ

と
で
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
捏
造
で
あ
っ
た
が
︑
少
な
く
と
も
廃
帝
に
す
る
理
由
と
し
て
は
現
実
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
淳
仁

が
淡
路
国
を
脱
出
し
て
復
位
の
た
め
に
称
徳
を
打
倒
す
る
手
段
と
し
て
兵
力
の
動
員
は
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
考
さ
れ
る
︒
当
時
の

称
徳
は
中
川
・
佐
藤
氏
説
の
ご
と
く
公
卿
官
人
を
掌
握
で
き
ず
に
政
治
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
︑
淳
仁
が
帰
京
し
て
復
位

派
勢
力
の
決
起
が
誘
因
と
な
っ
て
政
情
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
の
可
能
性
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

淳
仁
の
監
視
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
佐
伯
助
が
淳
仁
に
対
し
て
緩
慢
な
態
度
で
あ
っ
た
の
を
は
じ
め
︑
淳
仁
復
位
派
官
人
の
淡
路
国
往
復

を
看
過
し
て
い
た
途
次
に
あ
た
る
紀
伊
国
司
︑
そ
し
て
佐
伯
助
と
同
じ
よ
う
に
淳
仁
の
追
放
当
日
や
翌
日
に
淳
仁
監
視
を
目
的
に
補
任
さ

れ
た
摂
津
大
夫
を
は
じ
め
和
泉
・
播
磨
・
阿
波
国
な
ど
淡
路
周
辺
国
の
国
守
が
称
徳
の
厳
命
が
あ
っ
た
も
の
の
︑
淳
仁
や
淳
仁
復
位
派
官

人
の
動
向
を
認
識
し
な
が
ら
も
禁
制
を
加
え
な
か
っ
た
の
は
︑
官
人
の
面
従
腹
背
的
な
も
の
が
躊
躇
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
だ

け
に
淳
仁
復
位
派
の
挙
兵
を
も
想
定
し
た
反
攻
計
画
が
現
実
味
を
お
び
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︵
11
︶

︒

こ
の
よ
う
な
政
情
を
う
け
て
︑
称
徳
は
紀
伊
国
玉
津
島
へ
の
行
幸
を
計
画
す
る
︒
こ
の
時
︑
称
徳
は
装
束
司
・
次
第
司
以
外
に
い
つ
も

の
行
幸
で
は
み
ら
れ
な
い
騎
兵
司
を
任
じ
て
い
る
︒
騎
兵
司
は
聖
武
天
皇
が
天
平
十
二
年
︵
七
四
〇
︶
十
月
の
﹁
藤
原
広
嗣
の
乱
﹂
時
の

東
国
行
幸
に
際
し
て
と
く
に
任
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
武
威
を
は
っ
て
の
行
幸
は
︑
重
祚
を
契
機
に
大
嘗
祭
の
一
・
二
カ

月
前
に
行
幸
し
て
玉
津
島
の
神
に
身
の
安
全
と
皇
統
の
安
泰
を
祈
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
が
︵
12
︶

︑
そ
の
真
意
は
笹
山
晴
生
氏
の
い
う
と

お
り
に
紀
伊
・
淡
路
両
国
方
面
の
不
穏
な
動
向
を
制
圧
し
て
淳
仁
に
精
神
的
な
圧
迫
を
加
え
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思

う
︵
13
︶

︒
中
川
氏
は
行
幸
の
情
報
が
淳
仁
に
届
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
︑
淳
仁
の
逃
亡
は
厳
重
に
監
視
さ
れ
て
い
る
状
況
に
耐
え

き
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
︵
14
︶

︒
し
か
し
︑
商
人
と
偽
っ
た
官
人
が
群
を
な
す
ほ
ど
淡
路
に
来
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
淳
仁

が
称
徳
の
行
幸
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
し
︑
反
攻
的
行
動
が
企
て
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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二
カ
月
前
の
和
気
王
事
件
の
結
末
を
み
れ
ば
︑
政
治
体
制
が
一
向
に
安
定
し
な
い
こ
と
へ
の
焦
り
と
︑
自
身
の
皇
位
を
危
う
く
す
る
皇

嗣
を
め
ぐ
る
公
卿
官
人
の
動
向
か
ら
︑
称
徳
が
異
常
と
も
い
え
る
厳
し
い
措
置
を
と
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
直
木
孝
次
郎
氏
が
︑﹃
続

日
本
紀
﹄
条
文
の
﹁
汝
︑
朕
が
心
に
簡
ひ
て
﹂
と
は
︑
淳
仁
に
対
し
て
厳
し
く
監
視
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
朕
の
不
安
を

消
す
た
め
に
︑
非
常
の
手
段
を
取
れ
と
い
う
意
味
と
も
と
れ
︑︵
中
略
︶
目
と
鼻
の
さ
き
に
み
え
る
淡
路
に
使
を
送
っ
て
佐
伯
助
に
決
断

を
促
し
﹂
た
と
し
て
︑
称
徳
に
よ
る
淳
仁
の
暗
殺
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
︵
15
︶

も
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
十
月
甲
申
︵
二
十
六
日
︶

条
の
淳
仁
没
死
直
後
の
﹁
和
泉
国
日
根
郡
深
日
行
宮
に
到
り
た
ま
ふ
︒
時
に
西
の
方
暗
暝
く
し
て
︑
常
に
異
な
り
て
風
ふ
き
雨
ふ
る
﹂
と

の
記
事
を
勘
案
す
る
と
真
実
味
が
出
て
く
る
︒

深
日
の
西
方
と
い
う
と
︑
大
阪
湾
を
挟
ん
で
淡
路
島
が
間
近
で
あ
り
︑
そ
こ
に
暗
雲
が
た
ち
こ
め
て
異
常
な
風
雨
が
あ
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
︒
こ
れ
は
正
史
に
み
え
る
怨
霊
に
関
す
る
初
出
記
事
で
︑
憤
死
し
た
淳
仁
の
怨
み
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
続
日
本
紀
﹄

の
編
纂
責
任
者
で
あ
っ
た
藤
原
継
縄
は
当
時
三
九
歳
︑
従
五
位
下
の
位
階
に
あ
っ
た
︒
行
幸
に
陪
従
し
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

が
︑
そ
の
事
情
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
が
と
く
に
こ
の
よ
う
な
記
事
を
載
せ
た
の
に
は
︑
称
徳
に
よ
る
淳

仁
暗
殺
と
い
う
陰
惨
な
事
実
を
黙
示
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︵
16
︶

︒

称
徳
が
︑
和
気
王
そ
し
て
淳
仁
廃
帝
ら
に
よ
る
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
騒
乱
を
鎮
圧
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
中
川
氏
は
﹁
皇
嗣
問
題
は
沈

黙
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
も
た
ら
し
た
︵
17
︶

﹂
と
さ
れ
る
︒
確
か
に
こ
れ
以
降
は
し
ば
ら
く
皇
嗣
を
め
ぐ
る
騒
動
は
起
き
て
は
い
な

い
︒
有
力
な
新
田
部
系
で
は
道
祖
王
が
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
︑
塩
焼
王
が
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
︑
舎
人
系
で
も
淳
仁
と
和
気
王
が
没
死
︑

船
王
が
隠
岐
国
︑
池
田
王
が
土
佐
国
に
︑
三
島
王
・
守
部
王
ら
の
子
女
も
丹
後
国
や
伊
豆
国
に
配
流
と
な
っ
て
い
て
︵
18
︶

有
力
な
皇
嗣
は
少
な

く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ
ど
も
皇
嗣
問
題
が
基
本
的
に
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
︑
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る

争
い
は
た
だ
奔
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
底
流
は
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
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４
．
聖
武
天
皇
遺
子
事
件

そ
の
ひ
と
つ
の
変
事
が
︑
淳
仁
憤
死
の
四
カ
月
後
に
出
来
し
て
い
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
二
年
四
月
甲
寅
︵
二
十
九
日
︶
条
に
︑

﹁
一
の
男
子
有
り
︑
自
ら
聖
武
皇
帝
の
皇
子
に
し
て
︑
石
上
朝
臣
志
斐
弖
が
生
む
所
と
称
す
︒
勘
へ
問
ふ
に
︑
果
し
て
是
れ
儁
罔
な
り
︒

詔
し
て
遠
流
に
配
し
た
ま
ふ
﹂
と
み
え
る
よ
う
に
︑
聖
武
天
皇
の
遺
子
と
称
す
る
男
子
が
現
れ
た
と
い
う
騒
動
で
あ
る
︒
勘
問
の
結
果
︑

こ
れ
を
偽
り
と
断
定
し
︑
遺
子
は
遠
流
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
直
木
孝
次
郎
氏
は
︑
遺
子
の
母
で
あ
る
﹁
志
斐
弖
と
い
う
女
性
は

わ
か
ら
な
い
が
︑
本
当
は
誣
罔
で
あ
っ
た
の
か
︑
本
当
は
聖
武
の
胤
で
あ
る
の
に
︑
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
安
定
を
害
す
る
も
の
と
し
て
︑

黒
い
霧
の
中
に
か
く
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
論
じ
て
い
る
︵
19
︶

︒
直
木
氏
が
理
解
す
る
よ
う
に
︑
文
武
天
皇
の
後
宮
に
は
紀
竃
門
娘

や
石
川
刀
子
娘
が
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︵
20
︶

考
え
て
も
︑
石
上
氏
出
身
の
志
斐
弖
が
聖
武
の
男
子
を
も
う
け
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

直
木
氏
は
志
斐
弖
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
︑﹁
志
斐
弖
﹂︑﹁
シ
ヒ
テ
﹂︑﹁
弖
＝
手
﹂
と
い
う
名
前
の
類
似
か
ら
︑
天
平
宝

字
七
年
正
月
に
無
位
か
ら
従
五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
た
後
宮
に
仕
え
る
女
官
の
石
上
糸
手
と
姉
妹
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
同
族
に
は

左
大
臣
石
上
麻
呂
の
娘
で
光
明
皇
后
に
仕
え
︑
藤
原
宇
合
と
の
間
に
広
嗣
・
良
継
を
生
ん
で
天
平
宝
字
三
年
五
月
に
従
五
位
上
に
叙
さ
れ

た
石
上
国
守
︵
国
盛
︶
も
い
る
こ
と
な
ど
を
併
考
す
る
と
︑
志
斐
弖
も
姉
妹
で
あ
ろ
う
糸
手
と
と
も
に
女
官
で
あ
っ
て
︑
麻
呂
の
嫡
子
豊

庭
の
娘
と
推
察
さ
れ
る
︒

豊
庭
は
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶
五
月
に
四
〇
歳
で
没
し
て
い
る
が
従
四
位
上
で
︑
和
銅
七
年
︵
七
一
四
︶
十
一
月
に
は
威
儀
を
高
め
る

た
め
の
左
将
軍
に
大
伴
旅
人
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
豊
庭
は
右
将
軍
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
り
︑
前
年
三
月
の
麻

呂
の
死
を
う
け
て
石
上
氏
の
氏
上
と
し
て
︑
ま
た
右
大
臣
藤
原
不
比
等
の
嫡
子
武
智
麻
呂
と
同
等
に
昇
進
す
る
な
ど
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る

存
在
で
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
そ
の
娘
の
志
斐
弖
が
聖
武
に
入
内
し
て
男
子
を
も
う
け
る
こ
と
は
十
二
分
に
想
定
さ
れ
る
︵
21
︶

︒
し
か
し
︑
先
述
し

て
き
た
よ
う
な
称
徳
の
皇
権
を
脅
か
す
有
力
者
を
凄
惨
な
ま
で
に
排
除
し
て
い
る
現
状
か
ら
推
察
し
て
︑
こ
の
遺
子
が
﹁
称
徳
・
道
鏡
政

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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権
の
安
定
を
害
す
る
も
の
と
し
て
︑
黒
い
霧
の
中
に
か
く
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
の
直
木
氏
の
見
解
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
る

と
思
う
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
変
事
が
起
こ
る
の
も
︑
称
徳
の
皇
権
へ
の
固
執
か
ら
皇
太
子
を
立
て
ず
に
公
卿
官
人
ら
の
皇
嗣
を
め

ぐ
る
画
策
を
よ
ん
で
い
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
︒

５
．
氷
上
志
計
志
麿
と
道
鏡
の
皇
位
窺
窬
事
件

皇
嗣
に
有
力
な
舎
人
・
新
田
部
系
の
う
ち
舎
人
系
の
諸
王
が
淳
仁
の
廃
帝
を
契
機
に
配
流
に
な
る
な
ど
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
新
田

部
系
は
塩
焼
王
が
藤
原
仲
麻
呂
の
与
党
と
し
て
殺
害
さ
れ
た
も
の
の
︑
そ
の
子
息
た
ち
は
母
が
聖
武
末
娘
の
不
破
内
親
王
︵
称
徳
の
異
母

妹
︶
の
こ
と
も
あ
っ
て
刑
罰
を
被
る
こ
と
も
な
く
︑
氷
上
朝
臣
氏
を
賜
姓
し
て
は
い
た
が
聖
武
の
皇
統
を
引
く
者
と
し
て
有
力
な
存
在
と

な
っ
て
い
た
︒
称
徳
の
皇
権
を
脅
か
す
者
へ
の
猜
疑
心
は
︑
嫡
子
の
氷
上
志
計
志
麿
に
向
け
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
︒
ま
し
て
︑
道

鏡
へ
の
皇
位
継
承
の
気
持
ち
が
す
で
に
女
心
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
︵
七
六
九
︶
五
月
壬
辰
︵
二
十
五
日
︶
条
に
よ
る
と
︑
母
の
不
破
が
京
外
へ
の
追
放
︑
志
計
志
麿
は
土
佐

国
へ
の
遠
流
に
処
せ
ら
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
︒
そ
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
同
年
五
月
丙
申
︵
二
十
九
日
︶

条
に
︑県

犬
養
姉
女
ら
︑
巫
蠱
に
坐
し
て
配
流
せ
ら
る
︒︵
中
略
︶
逆
心
を
抱
蔵
き
て
己
首
と
為
り
て
忍
坂
女
王
・
石
田
女
王
等
を
率
ゐ
て
︑

︵
中
略
︶
厨
真
人
厨
女

（
不
破
内
親
王
）

が
許
に
窃
に
往
き
つ
つ
き
た
な
く
悪
し
き
奴
ど
も
と
相
結
び
謀
り
け
ら
く
︑
朝
庭
を
傾
け
奉
り
︑
国
家
を
乱

り
て
︑
き
ら
ひ
給
ひ
て
し
氷
上
塩
焼
が
児
志
計
志
麿
を
天
日
嗣
に
為
む
と
謀
り
て
掛
け
ま
く
も
畏
き
天
皇
の
大
御
髪
を
盗
み
給
は
り

て
︑
き
た
な
き
佐
保
川
の
髑
髏
に
入
れ
て
大
宮
の
内
に
持
ち
参
入
り
来
て
︑
厭
魅
為
る
こ
と
三
度
せ
り
︒
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と
記
さ
れ
て
い
る
︒

県
犬
養
姉
女
は
同
族
出
自
の
県
犬
養
広
刀
自
の
娘
で
あ
る
不
破
と
親
し
く
︑
予
て
か
ら
二
人
の
間
で
志
計
志
麿
の
擁
立
を
考
え
て
い
た

に
違
い
な
い
︒
こ
の
事
件
は
和
気
王
や
淳
仁
廃
帝
の
場
合
と
違
っ
て
公
卿
官
人
ら
の
参
画
が
な
い
の
も
異
例
で
︑
髪
を
髑
髏
に
入
れ
て
呪

殺
す
る
と
の
手
段
が
い
か
に
も
後
宮
内
で
の
事
件
ら
し
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
称
徳
が
没
し
た
一
年
後
の

宝
亀
二
年
︵
七
七
一
︶
八
月
に
な
っ
て
誣
告
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
呈
し
た
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
同
月
辛
酉
︵
八
日
︶
条
に
は
︑﹁
丹
比
宿
禰
乙

女
の
位
記
を
毀
つ
︒
初
め
乙
女
は
︑
忍
坂
女
王
・
県
犬
養
姉
女
ら
乗
輿
を
厭
魅
す
と
誣
告
す
︒
是
に
至
り
て
姉
女
が
罪
雪
む
﹂
と
あ
る
︒

称
徳
の
髪
を
入
手
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
姉
女
を
は
じ
め
忍
坂
女
王
・
石
田
女
王
ら
称
徳
側
近
の
者
た
ち
が
首
謀
者
と
さ
れ
︑

誣
告
し
た
の
も
多
比
乙
女
と
い
う
女
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
後
宮
内
で
の
志
計
志
麿
擁
立
派
の
女
官
を
排
除
し
︑
こ
れ
を
理
由

に
有
力
な
皇
嗣
で
あ
る
志
計
志
麿
を
陥
れ
る
こ
と
を
で
っ
ち
上
げ
た
事
件
で
あ
り
︑
こ
れ
を
首
謀
し
た
の
は
称
徳
自
身
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒

こ
の
年
の
九
月
に
は
宇
佐
八
幡
大
神
の
﹁
道
鏡
を
皇
位
に
つ
け
れ
ば
天
下
は
太
平
に
な
る
﹂
と
い
う
託
宣
を
う
け
て
︑
宇
佐
に
派
遣
さ

れ
て
託
宣
を
再
び
確
認
し
た
和
気
清
麻
呂
が
﹁
无
道
の
人
は
早
に
掃
ひ
除
く
べ
し
﹂
と
奏
上
し
た
こ
と
に
始
ま
る
道
鏡
の
皇
位
窺
窬
の
騒

動
が
起
こ
っ
て
い
る
︒
こ
の
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
大
宰
主
神
の
習
宜
阿
曾
麻
呂
が
託
宣
を
上
奏
し
た
の
は
志
計
志
麿
の
事
件
と
前
後
す

る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
︒
道
鏡
の
皇
位
継
承
を
望
む
勢
力
に
と
っ
て
︑
聖
武
の
孫
で
藤
原
氏
の
血
脈
に
も
繋
が
る
有
力
な
皇
嗣
で
あ
る

志
計
志
麿
は
邪
魔
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
道
鏡
の
即
位
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
政
治
動
向
の
な
か
で
︑
そ
の
障
害
と
も
な
る

志
計
志
麿
を
早
急
に
排
除
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︵
22
︶

︒

そ
う
だ
と
す
る
と
︑
道
鏡
の
即
位
に
つ
い
て
称
徳
自
身
が
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
が
︑
何
よ
り
も
﹃
続
日
本
紀
﹄
神
護

景
雲
三
年
九
月
己
丑
︵
二
十
五
日
︶
条
に
︑﹁
清
麿
︑
其
が
姉
法
均
と
甚
大
き
に
悪
し
く
姧
め
る
忌
語
を
作
り
て
朕
に
対
ひ
て
法
均
い
物

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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奏
せ
り
︒
此
を
見
る
に
面
の
色
形
口
に
云
ふ
言
猶
明
ら
か
に
己
が
作
り
て
云
ふ
言
を
大
神
の
御
命
と
借
り
て
言
ふ
と
知
ら
し
め
し
ぬ
﹂
と

し
て
︑﹁
无
道
の
人
は
早
に
掃
ひ
除
く
べ
し
﹂
と
の
道
鏡
排
除
の
託
宣
を
捏
造
と
断
定
し
て
︑
清
麻
呂
を
除
名
の
う
え
大
隅
国
へ
の
配
流

処
分
に
し
た
こ
と
は
︑
称
徳
が
道
鏡
へ
の
譲
位
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
瀧
浪
貞
子
氏
は
草
壁
皇
統
で
あ
る
こ
と
を
標

榜
し
て
き
た
か
ら
道
鏡
へ
の
譲
位
な
ど
考
え
る
は
ず
が
な
く
︵
23
︶

︑
道
鏡
を
断
念
さ
せ
て
い
た
と
す
る
が
︵
24
︶

︑
淳
仁
に
﹁
王
を
奴
と
成
す
と
も
︑

奴
を
王
と
云
ふ
と
も
︑
汝
の
為
む
ま
に
ま
に
﹂
と
の
聖
武
の
言
葉
を
引
い
て
淡
路
国
に
追
放
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
必
ず
し
も
そ
う

と
は
い
え
な
い
︒
瀧
川
政
次
郎
氏
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
条
文
を
検
討
し
て
︑
当
時
の
も
の
を
伝
え
る
宣
命
と
編
纂
時
の
説
明
と
で
は
宣
命

に
分
が
あ
り
︑
加
え
て
天
皇
を
批
判
す
る
こ
と
の
な
い
正
史
の
性
格
を
考
慮
す
る
と
︑
そ
の
分
必
要
以
上
に
道
鏡
を
悪
者
と
す
る
意
図
も

あ
ろ
う
こ
と
か
ら
し
て
︑
称
徳
が
主
体
と
な
っ
て
道
鏡
を
即
位
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
︵
25
︶

︒
最
近
で
も
佐
藤
氏
は
称
徳
が
道
鏡
へ
の

譲
位
を
模
索
し
た
事
件
と
し
︵
26
︶

︑
勝
浦
令
子
氏
も
称
徳
が
主
体
的
に
動
い
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
︵
27
︶

︒

ま
た
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
同
日
条
に
は
︑﹁
此
の
事
を
知
り
て
清
麻
呂
等
と
相
謀
り
け
む
人
在
り
と
は
知
ら
し
め
し
て
在
れ
ど
も
︑︵
中
略
︶

如
是
の
状
悟
り
て
先
に
清
麿
等
と
同
心
し
て
一
つ
二
つ
の
事
も
相
謀
り
け
む
人
等
は
心
改
め
て
明
ら
か
に
貞
か
に
在
る
心
を
以
て
奉
侍
れ

と
詔
り
た
ま
ふ
御
命
を
﹂
と
あ
っ
て
︑
清
麻
呂
と
と
も
に
道
鏡
即
位
に
反
対
す
る
公
卿
官
人
が
存
在
し
て
お
り
︑
称
徳
は
こ
れ
ら
に
﹁
改

心
し
て
仕
え
る
﹂
こ
と
を
命
じ
て
い
る
︒
沢
野
氏
は
︑
道
鏡
へ
の
譲
位
は
清
麻
呂
の
行
動
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
広
範
な
貴

族
層
の
存
在
を
称
徳
が
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
︑
皇
嗣
に
関
す
る
こ
と
は
天
皇
の
意
志
の
み
で
は
実
行
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︵
28
︶

と

す
る
︵
よ
っ
て
称
徳
の
専
制
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︶︒

道
鏡
へ
の
譲
位
の
挫
折
は
︑
称
徳
の
皇
嗣
に
つ
い
て
の
態
度
を
さ
ら
に
頑
な
な
も
の
に
し
た
ら
し
く
︑
翌
十
月
乙
未
︵
一
日
︶
条
に
は

﹁
君
の
位
は
願
ひ
求
む
る
を
以
て
得
る
事
は
甚
難
し
と
云
ふ
言
を
ば
皆
知
り
て
在
れ
ど
も
︑
先
の
人
は
謀
を
ぢ
な
し
︑
我
は
能
く
つ
よ
く

謀
り
て
必
ず
得
て
む
と
念
ひ
て
種
々
に
願
ひ
祈
れ
ど
も
︑︵
中
略
︶
過
を
知
り
て
は
必
ず
改
め
よ
︑
能
き
を
得
て
は
忘
る
な
と
い
ふ
﹂
と
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厳
し
い
口
調
で
皇
位
を
願
う
心
を
戒
め
る
命
令
を
下
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
騒
動
は
収
ま
ら
ず
に
公
卿
官
人
間
で

策
謀
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
称
徳
が
没
し
た
そ
の
日
に
皇
太
子
擁
立
を
め
ぐ
っ
て
白
壁
王
を
推
す
左
大
臣
藤
原
永
手
・
藤
原
良
継

ら
と
︑
文
室
浄
三
・
大
市
兄
弟
を
挙
げ
る
吉
備
真
備
ら
と
が
対
立
し
た
こ
と
が
﹃
日
本
紀
略
﹄
に
み
え
て
い
る
が
︵
29
︶

︑
こ
れ
は
こ
の
時
に
な
っ

て
の
突
然
の
こ
と
で
は
な
く
︑
称
徳
の
制
止
に
も
拘
わ
ら
ず
に
す
で
に
称
徳
存
生
中
か
ら
み
ら
れ
た
様
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

次
々
と
起
き
る
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
の
政
争
・
政
変
を
鎮
圧
し
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
称
徳
が
専
制
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
そ

の
内
実
を
検
討
す
る
と
叙
上
の
よ
う
に
疑
問
で
あ
る
︒
こ
と
に
道
鏡
即
位
を
推
進
し
た
こ
と
で
称
徳
へ
の
公
卿
官
人
ら
の
乖
離
も
一
層
す

す
み
︑
信
頼
も
失
わ
れ
る
深
刻
な
政
情
と
な
っ
た
︒
信
頼
回
復
の
た
め
に
称
徳
は
︑
元
正
天
皇
の
﹁
貞
し
く
明
ら
か
に
浄
き
心
﹂
で
聖
武

天
皇
に
仕
え
︑
ま
た
皇
太
子
で
あ
っ
た
称
徳
に
も
﹁
助
け
奉
侍
れ
﹂
る
よ
う
に
と
の
勅
や
︑
聖
武
の
称
徳
へ
の
﹁
二
心
无
く
し
て
奉
侍
れ
﹂

と
の
勅
を
引
い
て
︑
自
身
の
正
統
性
を
主
張
す
る
と
と
も
に
︑
公
卿
官
人
ら
と
の
関
係
修
復
に
必
死
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の

ひ
と
つ
同
日
に
藤
原
氏
と
五
位
以
上
の
者
ら
に
﹁
自
分
の
教
え
に
違
わ
ず
に
︑
心
を
整
え
直
し
︑
束
ね
治
め
る
し
る
し
﹂
と
し
て
︑
端
に

金
泥
で
思
い
や
り
を
表
わ
す
﹁
恕
﹂
字
を
書
い
た
八
尺
の
紫
綾
の
帯
の
配
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
藤
原
氏
を
特
別
に
優
遇
し
て
︑

反
感
を
和
ら
げ
た
︵
30
︶

﹂
も
の
と
の
見
解
も
あ
る
が
︑
五
位
以
上
の
す
べ
て
の
官
人
に
も
配
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
︑
藤
原
氏
を
は
じ

め
と
す
る
公
卿
官
人
に
自
分
へ
の
忠
誠
心
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
離
反
に
苦
慮
し
て
い
た
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
称
徳
と

公
卿
官
人
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
れ
ば
︑
ま
ず
こ
の
よ
う
な
帯
を
配
布
す
る
と
い
う
よ
う
な
陳
腐
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
︒

６
．
称
徳
天
皇
の
評
価

こ
の
よ
う
な
称
徳
・
道
鏡
時
代
に
つ
い
て
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
は
称
徳
を
高
野
陵
に
葬
る
記
事
に
つ
づ
い
て
︑

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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勝
宝
の
際
︑
政
︑
倹
約
を
称
ふ
︒
太
師
誅
せ
ら
れ
て
よ
り
︑
道
鏡
︑
権
を
檀
に
し
︑
軽
し
く
力
役
を
興
し
︑
務
め
て
伽
藍
を
繕
ふ
︒

公
私
に
彫
喪
し
て
︑
国
用
足
ら
ず
︒
政
刑
日
に
峻
し
く
し
て
︑
殺
戮
妄
に
加
へ
き
︒
故
に
後
の
事
を
言
ふ
者
︑
頗
る
そ
の
冤
を
称
ふ
︒

と
︑
孝
謙
天
皇
時
代
の
治
政
が
倹
約
で
あ
っ
た
の
に
︑
藤
原
仲
麻
呂
の
没
後
は
道
鏡
が
権
勢
を
恣
に
し
て
国
費
が
不
足
し
︑
ま
た
殺
戮
が

横
行
し
た
と
い
う
政
治
の
乱
れ
が
あ
っ
た
と
の
評
価
を
記
し
て
い
る
︒
瀧
浪
氏
は
道
鏡
と
の
男
女
関
係
で
醜
聞
性
の
風
潮
が
強
い
平
安
時

代
で
の
編
纂
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
称
徳
評
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
と
す
る
︵
31
︶

︒
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
記
事
の
真
否
の
検
証

を
意
図
的
に
避
け
︑
そ
の
要
因
を
編
纂
態
度
に
転
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
三
十
は
光
仁
朝
に
石
川
名
足
・
上
毛

野
大
川
が
編
修
し
た
あ
と
に
︑
藤
原
継
縄
や
菅
野
真
道
ら
が
不
要
を
削
り
︑
不
足
を
補
っ
て
延
暦
十
三
年
︵
七
九
四
︶
八
月
に
成
っ
た
も

の
で
あ
る
︒
称
徳
朝
時
代
に
名
足
は
四
〇
歳
前
後
で
大
和
守
な
ど
を
歴
任
︑
継
縄
は
参
議
に
右
大
弁
や
外
衛
大
将
・
越
前
守
を
兼
任
し
て

政
権
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
︑
名
足
も
継
縄
も
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
信
頼
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
評
価
は
継
縄
ら
に

と
ど
ま
る
こ
と
で
は
な
く
て
︑
多
く
の
公
卿
官
人
の
共
通
す
る
認
識
で
も
あ
っ
た
と
思
う
︒

継
縄
ら
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
称
徳
・
道
鏡
政
権
は
︑
吉
川
氏
の
い
う
よ
う
に
称
徳
が
天
皇
大
権
を
掌
握
し
て
専
制
君
主

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
度
重
な
る
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
の
事
件
・
政
変
に
つ
い
て
﹁
不
満
分
子
の

排
除
は
順
調
に
進
ん
だ
﹂
称
徳
の
専
制
に
よ
る
結
果
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
︑
称
徳
は
天
平
宝
字
八
年
十
月
に
﹁
天
の
授
け
ぬ
を
得
て
在
る
人
は
︑
受
け
て
も
全
く
坐
す
物
に
も

在
ら
ず
︑
後
に
壊
れ
ぬ
︒︵
中
略
︶
力
を
以
て
競
ふ
べ
き
物
に
も
在
ら
ず
﹂︑
天
平
神
護
元
年
三
月
に
﹁
己
が
心
の
ひ
き
ひ
き
︑
太
子
を
立

て
む
と
念
ひ
て
功
を
欲
す
る
物
に
は
在
ら
ず
︒︵
中
略
︶
お
の
も
お
の
も
貞
か
に
能
く
浄
き
心
を
以
て
奉
仕
れ
﹂
︑
神
護
景
雲
三
年
九
月
に

も
﹁
清
麿
等
と
同
心
し
て
一
つ
二
つ
の
事
も
相
謀
り
け
む
人
等
は
心
改
め
て
明
ら
か
に
貞
か
に
在
る
心
を
以
て
奉
侍
れ
﹂︑
そ
し
て
﹁
君

の
位
は
願
ひ
求
む
る
を
以
て
得
る
事
は
甚
難
し
と
云
ふ
言
を
ば
皆
知
り
て
在
れ
ど
も
︑
先
の
人
は
謀
を
ぢ
な
し
︑
我
は
能
く
つ
よ
く
謀
り
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て
必
ず
得
て
む
と
念
ひ
て
種
々
願
ひ
祈
れ
ど
も
︑︵
中
略
︶
過
を
知
り
て
必
ず
改
め
よ
︑
能
く
を
得
て
は
忘
る
な
﹂
と
︑
再
三
再
四
に
わ

た
っ
て
公
卿
官
人
の
皇
位
継
承
に
関
わ
る
行
動
を
戒
め
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
前
述
し
て
き
た
よ
う
な
公
卿
官
人
の
策
謀
は
と
ど
ま
る
こ
と

は
な
く
︑
現
実
に
藤
原
式
家
を
中
心
と
す
る
白
壁
王
︑
そ
し
て
吉
備
真
備
に
よ
る
文
室
浄
三
の
擁
立
運
動
は
秘
密
裏
に
︑
け
れ
ど
も
確
固

と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

加
え
て
臣
下
に
﹁
恕
﹂
と
書
い
た
紫
綾
の
帯
を
配
布
し
て
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
な
ど
の
こ
と
は
︑
お
よ
そ
天
皇
大
権
を
掌
握
し
た
﹁
空
前

の
専
制
君
主
﹂
の
な
す
行
為
で
は
あ
る
ま
い
︒
や
は
り
筆
者
は
称
徳
・
道
鏡
政
権
に
つ
い
て
︑
佐
藤
氏
の
﹁
皇
位
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
動

き
が
︵
中
略
︶
相
次
い
で
起
き
︑
政
治
的
に
不
安
定
な
状
況
が
続
い
た
﹂
の
が
実
態
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
だ
と
思
う
︒

二
︑
叙
位
・
補
任
︑
祥
瑞
を
め
ぐ
っ
て

１
．
叙
位
・
補
任
を
め
ぐ
っ
て

次
に
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
称
徳
の
皇
権
と
治
政
に
つ
い
て
︑
そ
の
実
態
を
検
証
す
る
方
便
と
し
て
叙
位
・
補
任
状
況
を
中
心
に

官
人
動
向
を
分
析
し
︑
か
つ
孝
謙
女
帝
時
代
に
比
べ
て
も
多
い
祥
瑞
に
注
視
し
て
み
た
い
と
思
う
︒
た
だ
詳
細
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
前
稿
︵
32
︶

に
拠
っ
て
も
ら
い
た
い
が
︑
幾
分
ま
た
新
た
な
視
角
か
ら
の
検
証
も
付
加
し
て
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
具
体
的
に
論
じ
る
前
に
︑
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
官
人
動
向
に
つ
い
て
の
先
学
の
理
解
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
み
る
︒
中
川
氏
は
︑
権

力
の
基
盤
を
太
政
官
機
構
の
な
か
に
打
ち
建
て
て
形
成
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
組
織
的
に
は
き
わ
め
て
脆
弱
で
︑
政
治
機
構
の
既
成

勢
力
を
掌
握
で
き
な
か
っ
た
と
判
断
し
︵
33
︶

︑
尾
畑
光
郎
氏
も
中
央
貴
族
官
人
ら
の
反
発
か
ら
︑
そ
れ
に
代
え
て
新
た
に
官
僚
へ
の
進
出
を
望

ん
で
い
た
郡
司
を
対
象
に
行
賞
を
行
い
︑
こ
れ
ら
に
拠
ろ
う
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
た
と
同
様
に
理
解
し
た
︵
34
︶

︒
さ
ら
に
持
田
泰
彦
氏
も
称

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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称 徳 朝 孝 謙 朝

天平神護元年 73 天平勝宝元年 63

同 ２年 43 同 ２年 11

神護景雲元年 93 同 ３年 17

同 ２年 27 同 ４年 9

同 ３年 26 同 ５年 5

同 ４年 13 同 ６年 17

［年平均］ 50 同 ７歳 4

同 ８歳 0

［年平均］ 16

【表１】叙爵者数 徳
朝
下
で
の
従
五
位
下
・
外
従
五
位
下
へ
の
昇
叙
者
が
多
い
の
は
︑
下
級
官
人
層
や
地
方
豪
族
を
取
り
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
︵
35
︶

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
称
徳
・
道
鏡
政
権
は
︑
公
卿
官
人
と
は
乖
離
し
て
既
成
の
政
治
勢
力
を
掌
握
で
き
ず
に
︑
こ
れ
に
代
え
て
下
級

官
人
・
地
方
豪
族
を
登
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
こ
と
の
論
証
を
具
体
的
に
有
効
と
す
る
手
段
と
し
て
﹃
続
日
本
紀
﹄

の
記
事
を
も
と
に
数
字
化
し
て
検
証
し
て
み
て
み
る
︒
ま
ず
尾
畑
氏
の
指
摘
し
た
従
五

位
下
・
外
従
五
位
下
へ
の
昇
叙
︑
つ
ま
り
叙
爵
に
つ
い
て
﹃
続
日
本
紀
﹄
を
み
て
み
る

が
︑
称
徳
朝
の
叙
爵
の
状
態
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
判
断
す
る
た
め
に
︑
孝
謙
朝

の
状
況
と
比
較
し
て
み
る
︒
そ
れ
を
纏
め
た
の
が
︻
表
１
︼
の
﹁
叙
爵
者
数
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
孝
謙
朝
の
叙
爵
が
年
平
均
一
六
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
称
徳
朝
は

五
〇
件
で
三
倍
も
多
く
な
っ
て
い
て
︑
持
田
氏
の
主
張
が
裏
づ
け
ら
れ
る
︒
孝
謙
朝
の

天
平
勝
宝
元
年
︵
七
四
九
︶
が
突
出
し
て
多
い
の
は
即
位
に
と
も
な
う
叙
位
が
行
わ
れ

た
か
ら
で
あ
り
︑
こ
れ
は
天
平
神
護
元
年
も
同
様
で
あ
る
︒
称
徳
朝
が
違
う
の
は
即
位

以
後
も
各
年
三
～
五
倍
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
神
護
景
雲
四
年
︵
七
七
〇
︶
が
少
な
い
の
は
称
徳
が
没
し
た
八
月
ま
で
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
六
位
以
下
の
位
階
に
あ
っ
た
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
内
位
の
五
位
へ
と
昇
叙
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
が
︑

そ
の
こ
と
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
二
年
︵
七
六
六
︶
十
二
月
壬
寅
︵
二
十
一
日
︶
条
に
︑
因
幡
国
の
春
日
戸
人
足
が
銭
百
万
︑
稲
一

万
束
を
献
上
し
た
の
を
う
け
て
父
の
大
田
を
従
六
位
下
か
ら
外
従
五
位
下
に
︑
神
護
景
雲
元
年
三
月
乙
亥
︵
二
十
六
日
︶
条
に
︑
常
陸
国

新
治
郡
の
大
領
で
あ
る
新
治
子
公
が
銭
二
千
貫
・
商
布
一
千
段
を
献
上
し
て
外
従
六
位
上
か
ら
外
正
五
位
下
に
昇
叙
し
て
い
る
な
ど
の
こ

と
が
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
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称 徳 朝 孝 謙 朝

天平神護元年 125 天平勝宝元年 115

同 ２年 75 同 ２年 33

神護景雲元年 126 同 ３年 35

同 ２年 53 同 ４年 13

同 ３年 48 同 ５年 7

同 ４年 21 同 ６年 34

［年平均］ 81 同 ７歳 4

同 ８歳 2

［年平均］ 30

【表２】昇叙者数
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
下
級
官
人
・
地
方
豪
族
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
公
卿
官
人
ら
へ
の
懐
柔
と
い
う
事
由
も
あ
っ
て
全
般
的
に
昇
叙
が

多
く
行
わ
れ
た
︒
そ
れ
が
︻
表
２
︼
の
﹁
昇
叙
者
数
﹂
で
あ
る
︒

や
は
り
叙
爵
だ
け
で
な
く
即
位
年
の
昇
叙
が
多
い
の
は
全
昇
叙
者
に
つ
い
て
も
同
じ

で
あ
る
が
︑
年
平
均
で
も
孝
謙
朝
に
比
べ
て
称
徳
朝
は
二
～
三
倍
で
あ
る
︒
称
徳
朝
の

全
昇
叙
者
に
し
め
る
叙
爵
者
の
割
合
は
六
一
％
で
︑
孝
謙
朝
の
五
一
％
よ
り
も
多
い
こ

と
が
わ
か
る
︒
こ
と
に
神
護
景
雲
元
年
は
七
三
％
で
突
出
し
て
お
り
︑
後
述
す
る
よ
う

に
瑞
雲
に
よ
る
祥
瑞
を
契
機
と
し
て
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
一
層
登
用
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
れ
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
元
年
︵
七
七
〇
︶
八
月
丙
午
︵
十
七
日
︶
条
に
︑﹁
勝
宝
の

際
︑
政
︑
倹
約
を
称
ふ
﹂
と
い
う
よ
う
に
安
定
し
て
い
た
孝
謙
朝
の
政
情
が
︑
称
徳
朝

に
な
っ
て
そ
の
政
権
が
前
述
の
よ
う
に
公
卿
官
人
を
十
分
に
掌
握
で
き
ず
に
い
た
こ
と

の
理
由
か
ら
自
派
官
人
の
位
階
を
す
す
め
て
主
要
な
職
官
に
就
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
権
の
基
盤
を
確
固
と
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
昇
叙
者
を
氏
別
に
︑
即
位
二
年
目
の
︵
即
位
年
だ
と
昇
叙
者
が
多
様
で
特
例
的
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
全
体
的
傾
向
の
把
握
の
た
め
に
即
位
二

年
目
と
し
た
︶
天
平
勝
宝
二
年
と
天
平
神
護
二
年
を
例
に
と
っ
て
︑
皇
親
・
藤
原
・
大
伴
・
多
治
比
・
石
上
・
粟
田
・
平
群
・
巨
勢
・
大
野
・

小
野
・
石
川
氏
な
ど
中
央
貴
族
と
︑
そ
の
他
の
氏
族
︵
弓
削
・
道
嶋
な
ど
︶
に
区
別
し
て
み
て
み
る
と
︑
以
下
の
よ
う
な
︻
表
３
︼
の
﹁
氏

別
昇
叙
者
数
﹂
の
結
果
に
な
る
︒

天
平
勝
宝
二
年
に
比
べ
て
︑
天
平
神
護
二
年
は
他
氏
族
出
自
官
人
が
四
二
％
か
ら
五
七
％
に
多
く
な
る
の
に
対
し
て
︑
皇
親
・
中
央
貴

族
出
自
官
人
は
五
七
％
か
ら
四
二
％
へ
と
︑
数
字
が
逆
転
し
て
い
る
︒
こ
と
に
皇
親
・
藤
原
氏
出
自
官
人
に
限
っ
て
み
る
と
︑
そ
の
割
合

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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天平神護二年 天平勝宝二年

中央貴族 他氏 中央貴族 他氏

29 39 20 15

42％ 57％ 57％ 42％

皇親・藤原 他氏 皇親・藤原 他氏

26％ 73% 45％ 54％

【表３】氏別昇叙者数

称 徳 朝 孝 謙 朝

天平神護元年 35 天平勝宝元年 40

同 ２年 40 同 ２年 12

神護景雲元年 115 同 ３年 0

同 ２年 125 同 ４年 15

同 ３年 75 同 ５年 10

同 ４年 25 同 ６年 50

［年平均］ 75 同 ７歳 1

同 ８歳 0

［年平均］ 16

【表４】補任者数

は
さ
ら
に
顕
著
で
︑
四
五
％
か
ら
二
六
％
に
激
減
し
て

い
る
︒
天
平
勝
宝
二
年
は
皇
親
・
藤
原
氏
の
昇
叙
者
が

多
い
の
に
対
し
て
︑
天
平
神
護
二
年
は
極
端
に
減
少
し

て
い
て
︑
中
央
貴
族
以
外
の
他
氏
族
も
広
範
囲
に
多
氏

族
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
尾
畑

氏
や
持
田
氏
の
主
張
す
る
中
央
貴
族
ら
を
掌
握
で
き
ず

に
︑
そ
の
代
わ
り
に
下
級
官
人
や
郡
司
・
地
方
豪
族
を

昇
叙
・
登
用
し
て
政
権
を
運
営
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い

た
こ
と
を
明
確
に
裏
づ
け
て
い
る
︒

た
だ
政
権
の
掌
握
・
強
化
の
手
段
と
し
て
は
昇
叙
だ

け
で
は
な
い
︒
安
定
し
た
政
権
運
営
に
お
い
て
は
︑
枢

要
・
重
要
職
へ
の
自
派
閥
官
人
を
配
置
す
る
必
要
も
考
量
さ
れ
る
︒
な
ぜ
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
昇
叙
さ
せ
る
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は

官
位
相
当
制
の
原
則
か
ら
重
要
職
で
あ
れ
ば
高
い
位
階
の
人
材
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
の
こ
と
も
な
い
︒

そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
︑
昇
叙
の
結
果
を
う
け
て
補
任
の
状
況
も
分
析
検
証
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
こ
で
昇
叙
と
同
様
に
︑

補
任
に
つ
い
て
も
同
様
の
方
法
で
基
本
五
件
毎
に
作
成
し
て
み
て
み
た
の
が
︻
表
４
︼
の
﹁
補
任
者
数
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
を
み
て
み
る
と
︑

補
任
に
関
し
て
も
叙
爵
者
・
昇
叙
者
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
︒

こ
の
︻
表
４
︼
を
み
て
注
視
さ
れ
る
の
は
︑︻
表
２
︼
の
叙
位
と
同
じ
よ
う
に
天
平
勝
宝
元
年
と
と
も
に
神
護
景
雲
元
年
が
最
も
多
い
︒

こ
れ
は
改
元
に
よ
る
叙
位
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
︑
天
平
勝
宝
元
年
は
聖
武
天
皇
の
東
大
寺
行
幸
と
孝
謙
の
即
位
に
と
も
な
う
昇
叙
で

―20―



天平神護二年 天平勝宝二年

中央貴族 他氏 中央貴族 他氏

17 17 8 5

50％ 50％ 62％ 38％

皇親・藤原 他氏 皇親・藤原 他氏

29％ 71％ 31％ 38％

【表５】氏別補任者数 あ
る
︒
し
か
し
︑
神
護
景
雲
元
年
と
天
平
勝
宝
元
年
の
叙
位
で
は
異
な
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
れ
は
昇
叙
が
補
任
と
連
動
し
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
︒
天
平
勝
宝
元
年
度
は
例
年
に
相
違
し
て
多
く
の
昇
叙
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
の
補
任
は
多
く
な
い
︒
け
れ

ど
も
神
護
景
雲
元
年
度
は
昇
叙
者
数
と
補
任
数
の
双
方
が
多
い
︒
正
月
の
定
期
叙
位
と
八
月
の
改
元
叙
位
の
直
後
に
は
補
任
を
実
施
し

て
︑
叙
位
と
補
任
が
連
動
し
て
い
る
︒
翌
年
の
同
二
年
は
さ
ら
に
多
い
︒
こ
れ
は
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
称
徳
が
政
権
を
確
固
と
す
る
た

め
に
︑
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
昇
叙
し
て
︑
こ
れ
ら
の
者
を
重
用
す
る
た
め
に
補
任
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
補
任
に
預
か
っ
た
官
人
ら
を
昇
叙
者
と
同
じ
よ
う
に
氏
族
別
に
整
理
し
て
み
る
と
︑

以
下
の
よ
う
な
︻
表
５
︼
の
﹁
氏
別
補
任
者
数
﹂
と
な
る
︒

こ
の
︻
表
５
︼
を
み
て
︑
天
平
勝
宝
二
年
は
中
央
貴
族
が
六
二
％
と
他
氏
を
圧
倒
し
て
い
る
の
に
︑

天
平
神
護
二
年
は
同
件
数
で
あ
る
︒
ま
た
天
平
勝
宝
二
年
と
天
平
神
護
二
年
の
皇
親
と
藤
原
氏
出
自
官

人
の
補
任
者
数
の
割
合
が
大
差
な
い
の
に
︑
天
平
神
護
二
年
度
の
他
氏
出
自
官
人
は
三
八
％
か
ら

七
一
％
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
中
核
的
な
存
在
で
あ
る
皇
親
や
藤
原
氏
は
ど
う
に
か
そ
の
政
治
的
立

場
を
保
持
し
た
も
の
の
︑
そ
の
周
辺
に
い
る
大
伴
・
多
治
比
氏
な
ど
の
中
央
貴
族
の
補
任
者
が
他
氏
の

下
級
官
人
や
地
方
豪
族
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
現
状
を
物
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
補
任
者
か
ら
み

て
も
︑
繰
り
返
し
に
な
る
が
昇
叙
者
の
傾
向
と
同
じ
よ
う
に
称
徳
は
中
央
貴
族
層
と
乖
離
し
て
い
た
こ

と
か
ら
︑
こ
れ
に
代
わ
っ
て
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
重
用
し
て
政
権
を
維
持
し
よ
う
と
図
っ
て
い
た

こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
︒

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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２
．
祥
瑞
を
め
ぐ
っ
て

祥
瑞
と
は
︑
陰
陽
二
気
の
調
和
不
調
和
は
為
政
者
の
徳
不
徳
の
反
応
と
す
る
天
人
相
関
的
な
帝
王
観
を
含
む
中
国
の
考
え
に
も
と
づ
く

も
の
で
︑
東
野
治
之
氏
は
天
皇
に
と
っ
て
律
令
政
治
の
理
想
た
る
徳
化
の
及
ぶ
範
囲
の
広
が
り
を
意
味
し
て
︑
律
令
貴
族
を
含
め
た
為
政

者
の
施
政
が
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
い
る
︵
36
︶

︒
つ
ま
り
祥
瑞
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
皇
の
治
政
が
理
想
的
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
天

に
感
応
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
天
皇
の
施
政
正
当
化
の
方
便
と
な
る
の
で
あ
る
︒
称
徳
も
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
︒﹃
続
日
本

紀
﹄
神
護
景
雲
元
年
︵
七
六
七
︶
八
月
癸
巳
︵
十
六
日
︶
条
に
︑

今
年
の
六
月
十
六
日
の
申
時
に
東
南
の
角
に
当
り
て
甚
奇
し
く
異
に
麗
し
く
雲
七
色
相
交
り
て
立
ち
登
り
て
在
り
︒
此
を
朕
自
ら
も

見
行
は
し
︑
ま
た
侍
る
諸
の
人
等
も
共
に
見
て
怪
し
び
喜
び
つ
つ
在
る
間
に
︵
中
略
︶
六
月
十
七
日
に
度
会
郡
の
等
由
気
の
宮
の
上

に
当
り
て
五
色
の
瑞
雲
起
ち
覆
ひ
て
在
り
︒︵
中
略
︶
ま
た
陰
陽
寮
も
︑
七
月
十
日
に
西
北
の
角
に
美
し
く
異
に
あ
る
雲
立
ち
て
在

り
︒
同
じ
き
月
の
廿
三
日
に
東
南
の
角
に
有
る
雲
本
朱
に
末
黄
に
稍
五
色
を
具
へ
つ
と
奏
せ
り
︒︵
中
略
︶
瑞
書
に
細
に
勘
ふ
る
に

是
れ
即
ち
景
雲
に
在
り
︒
実
に
大
瑞
に
合
へ
り
と
奏
せ
り
︒
然
る
に
朕
が
念
し
行
さ
く
︑
如
是
く
大
き
に
貴
く
奇
し
く
異
に
在
る
大

き
瑞
は
︑
聖
の
皇
が
御
世
に
至
れ
る
徳
に
感
で
て
天
地
の
示
現
し
賜
ふ
物
と
な
も
常
も
聞
し
行
す
︒

と
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
六
月
に
は
伊
勢
の
豊
受
大
神
宮
に
瑞
雲
が
み
え
︑
平
城
宮
で
も
六
月
と
七

月
に
は
東
南
や
西
北
の
方
向
に
慶
雲
︵
景
雲
︶
が
現
れ
た
と
し
て
︑﹁
大
き
く
か
つ
貴
く
珍
し
く
尋
常
で
な
い
大
い
な
る
瑞
祥
は
︑
聖
人

の
天
皇
の
御
世
に
至
上
の
徳
に
感
応
し
て
天
地
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
︑
い
つ
も
聞
い
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
︑
神
護
景
雲
と
改

元
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
称
徳
の
認
識
を
反
映
し
て
︑
称
徳
朝
︑
と
く
に
神
護
景
雲
年
間
に
は
祥
瑞
が
多
く
み
え
る
︒
簡
潔
に
掲
出
す
る
と
︑
①
神

護
景
雲
二
年
正
月
十
日
に
は
播
磨
国
が
白
鹿
を
︑
②
同
二
年
六
月
二
十
一
日
に
は
︑
武
蔵
国
橘
樹
郡
の
飛
鳥
部
吉
志
五
百
国
と
同
国
久
良
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郡
か
ら
白
雉
を
︑
③
同
二
年
七
月
十
一
日
に
は
︑
肥
後
国
葦
北
郡
の
刑
部
広
瀬
女
と
日
向
国
宮
埼
郡
の
大
伴
人
益
が
白
亀
と
白
髪
・
白
尾

の
青
馬
を
︑
④
同
二
年
八
︵
﹁
七
﹂
ト
モ
ア
ル
︶
月
八
日
に
は
参
河
国
碧
海
郡
の
長
谷
部
文
選
が
白
烏
を
︑
⑤
同
二
年
十
一
月
二
日
に
は
︑

美
作
掾
恩
智
神
主
広
人
が
白
鼠
を
︑
⑥
同
三
年
五
月
十
六
日
に
は
伊
勢
国
員
弁
郡
の
猪
名
部
文
麿
が
白
鳩
を
︑
⑦
同
三
年
十
一
月
二
十
八

日
に
は
伊
予
国
守
の
高
円
広
世
も
白
鹿
を
︑
⑧
同
四
年
四
月
︵
五
月
？
︶
ま
で
に
弓
削
清
人
が
白
雀
を
︑
⑨
同
四
年
五
月
以
前
に
伊
予
国

員
外
掾
の
笠
雄
宗
が
白
鹿
を
︑
⑩
同
四
年
七
月
十
八
日
に
は
常
陸
国
那
賀
郡
の
丈
部
竜
麿
と
占
部
少
足
が
白
烏
を
︑
⑪
同
四
年
七
月
十
八

日
に
は
筑
前
国
嘉
麻
郡
の
財
部
宇
代
が
白
雉
を
︑
⑫
同
四
年
八
月
五
日
に
は
肥
後
国
葦
北
郡
の
日
奉
部
広
主
女
が
白
亀
を
︑
⑬
同
四
年
八

月
十
七
日
に
は
肥
後
国
益
城
郡
の
山
稲
主
が
白
亀
を
献
上
す
る
な
ど
一
六
件
も
の
祥
瑞
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
祥
瑞
物
が
白
鹿
︑

白
雉
︑
白
亀
︑
白
烏
︑
白
鼠
︑
白
鳩
︑
白
雀
や
白
髪
・
白
尾
の
馬
な
ど
︑
㈠
す
べ
て
が
白
色
の
祥
瑞
で
あ
り
︑
㈡
筑
前
︑
肥
後
︑
日
向
国

な
ど
西
海
道
の
国
が
多
く
︑
㈢
神
護
景
雲
二
年
正
月
か
ら
同
四
年
八
月
ま
で
の
二
年
八
カ
月
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
注
視
さ
れ
る
︒

㈠
す
べ
て
の
が
白
色
祥
瑞
で
あ
る
こ
と
は
︑
天
武
天
皇
が
壬
申
の
乱
で
前
漢
の
高
祖
の
故
事
に
な
ら
っ
て
軍
旗
に
赤
色
を
用
い
て
勝
利

を
え
た
こ
と
に
因
ん
で
︵
37
︶

︑
天
武
天
皇
朝
か
ら
持
統
天
皇
朝
に
か
け
て
思
想
的
に
正
当
化
し
て
荘
厳
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
赤
色
の
祥
瑞
が
重

視
さ
れ
た
︵
38
︶

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
白
色
は
神
祇
信
仰
の
清
浄
な
心
に
通
じ
る
瑞
色
と
し
て
尊
重
さ
れ
︵
39
︶

︑
人
神
の
要
素
を
作

り
出
す
と
さ
れ
る
が
︵
40
︶

︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
祥
瑞
の
す
べ
て
が
白
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
︑
こ
れ
が
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
確
で
あ
る
︒
㈡
の
九
州
諸
国
に
多
い
こ
と
も
︑
こ
れ
は
大
宰
帥
で
あ
っ
た
道
鏡
の
実
弟
で
あ
る
弓
削
浄
人
自
ら
が
白
雀
を
献
上
し

て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
し
て
︑
そ
の
職
掌
か
ら
西
海
道
諸
国
に
積
極
的
に
白
色
祥
瑞
の
献
上
を
要
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
㈢
神
護
景
雲
二
年
正
月
か
ら
同
四
年
八
月
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
︒
祥
瑞
進
献
の
時
期
に
つ

い
て
︑
東
野
氏
は
養
老
四
年
︵
七
二
〇
︶
以
降
は
ほ
ぼ
年
頭
に
固
定
し
て
お
り
︑
年
頭
以
外
に
献
じ
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
大
瑞
で
あ
る

と
し
て
い
る
が
︵
41
︶

︑
前
述
の
よ
う
に
こ
の
期
間
の
祥
瑞
は
①
白
鹿
を
除
い
て
︑
大
瑞
の
白
亀
・
白
馬
︵
③
⑫
⑬
︶︑
上
瑞
の
白
鹿
︵
⑦
⑨
︶
︑

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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文武 元明 元正 聖武 孝謙

回数 20 19 8 22 8

平均 2 2.3 0.9 0.8 0.9

淳仁 称徳 光仁 桓武

回数 0 16 19 8

平均 0 2.6 1.8 0.3

【表６】各天皇朝別祥瑞回数・年平均回数 中
瑞
の
白
烏
︵
④
⑩
︶・
白
鳩
︵
⑥
︶・
白
雀
︵
⑧
︶・
白
雉
︵
②
⑪
︶
も
そ
れ
ぞ
れ
五
月
︑
六
月
︑
七
月
︑
八
月
︑
十
一
月
で
年
頭
以
外
の

日
時
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
情
に
つ
い
て
福
原
栄
太
郎
氏
は
政
治
的
な
推
移
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
︵
42
︶

︑
茂
木
直
人

氏
は
称
徳
を
顕
彰
し
て
政
権
の
安
定
を
ね
ら
い
と
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︵
43
︶

︒
加
え
て
根
本
誠
二
氏
も
明
解
に
﹁
弓
削
御
浄
浄
人
な
ど
道

鏡
人
脈
に
よ
る
︑
最
後
の
あ
が
き
か
も
し
れ
な
い
︵
44
︶

﹂
と
理
解
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
神
護
景
雲
年
間
の
白
色
祥
瑞
は
︑
赤
色
祥
瑞
が
壬
申
の
乱
を
勝
ち
抜
い
た
天
武
天
皇
を
専
制
君
主
と
し
て
思
想
的
に
正

当
化
・
荘
厳
化
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
に
な
ら
っ
て
︑
称
徳
が
祥
瑞
献
上
を
積
極
的
に
要
請
し
て
︑
そ
の
治
政
を
天
人
相
関
の
思
想

に
よ
っ
て
称
揚
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
は
︑
政
治
が
よ

く
治
ま
っ
て
い
る
場
合
は
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
政
情
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
時
だ
か
ら
こ

そ
治
政
を
修
飾
し
て
正
当
化
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
細
井
浩
志
氏
は
歴
代
の
天
皇
朝
に
比
べ

て
も
称
徳
朝
の
祥
瑞
が
異
常
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
45
︶

︒
確
か
に
︻
表
６
︼
の
﹁
各
天
皇
朝
別
祥

瑞
回
数
・
年
平
均
回
数
﹂
を
一
覧
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
称
徳
朝
の
祥
瑞
が
多
く
︑
以
外
八
代
の
年

平
均
一
・
三
回
を
越
え
て
倍
の
二
・
六
回
で
あ
る
︒

こ
れ
は
称
徳
が
祥
瑞
の
出
現
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
中
央
貴
族
の
反
発
を
理
由
と
す
る
政
局

の
動
揺
と
不
安
定
な
政
情
を
隠
蔽
し
て
自
ら
が
治
政
を
称
揚
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
こ
の
よ
う
な
称
徳
の
画
策
に
呼
応
し
た
の
が
︑
中
川
氏
や
栄
原
永
遠
男
氏
が
指
摘
し
た
称
徳
が
支

持
勢
力
に
し
よ
う
と
し
た
掾
・
員
外
掾
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
豪
族
な
ど
で
あ
っ
た
︵
46
︶

︒
祥
瑞
進
献
が
大

宰
帥
浄
人
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
西
海
道
の
筑
前
・
肥
後
・
日
向
国
が
半
数
を
占
め
︑
道
鏡
派
と
思
わ
れ

る
伊
勢
老
人
が
国
守
で
あ
っ
た
三
河
国
や
︑
重
用
さ
れ
て
い
た
藤
原
雄
田
麻
呂
︵
百
川
︶
が
国
守
の
武
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蔵
国
な
ど
で
あ
る
こ
と
は
︑
西
別
府
元
日
氏
が
﹁
祥
瑞
が
現
実
的
な
課
題
を
解
消
な
い
し
隠
蔽
す
る
た
め
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
︑
あ
る

い
は
演
出
・
創
作
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
︑
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
︵
47
︶

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
こ
の
祥
瑞
に
よ
る
治
政
の
称
揚
が
称
徳

の
工
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
︒

こ
の
祥
瑞
は
︑
地
方
豪
族
に
拠
っ
て
権
力
基
盤
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
称
徳
に
と
っ
て
は
懐
柔
策
で
あ
り
︑
ま
た
地
方
豪
族
の
政

治
的
要
求
と
も
一
致
す
る
も
の
で
も
あ
っ
て
︑
茂
木
氏
が
為
政
者
は
そ
の
徳
を
み
え
る
形
で
演
出
す
る
祥
瑞
に
求
め
︑
献
上
す
る
地
方
豪

族
ら
は
褒
賞
を
え
よ
う
と
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
と
す
る
と
お
り
で
あ
る
︵
48
︶

︒
少
し
降
る
が
宝
亀
三
年
七
月
に
は
上
総
国
か
ら
前
脚
の
二
蹄
が

牛
に
似
た
馬
が
祥
瑞
と
し
て
献
上
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
人
為
的
に
偽
作
さ
れ
た
こ
と
が
露
呈
し
て
国
介
の
巨
勢
馬
主
ら
五
人
が
解
任
︑
馬

の
本
主
で
あ
る
宗
我
部
虫
麻
呂
が
決
杖
八
十
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
︵
49
︶

︒
こ
れ
は
祥
瑞
献
上
の
要
請
と
こ
れ
に
応
え
る
た
め
に
は
偽
作
を
も
厭

わ
ず
褒
賞
に
預
か
ろ
う
と
す
る
下
級
官
人
・
地
方
豪
族
が
存
在
し
た
称
徳
朝
の
政
治
的
風
潮
が
光
仁
天
皇
即
位
後
に
も
ま
だ
遺
存
し
て
い

た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
称
徳
朝
後
期
の
祥
瑞
献
上
に
は
︑
中
央
貴
族
ら
と
の
乖
離
を
要
因
と
す
る
政
権
の
動
揺
を
︑
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
に
代

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
を
目
的
に
︑
地
方
豪
族
の
要
求
に
応
え
懐
柔
す
る
一
方
で
︑
混
迷
す
る
治
政
を
隠
蔽
し
︑
自
ら
を
称

揚
し
よ
う
と
す
る
称
徳
の
企
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

お

わ

り

に

冗
漫
と
し
て
上
述
し
て
き
た
が
︑
称
徳
天
皇
は
自
分
の
皇
権
確
立
の
た
め
に
対
抗
す
る
有
力
な
皇
嗣
や
政
治
勢
力
を
強
圧
的
に
排
除
し

た
︒
そ
れ
が
淳
仁
廃
帝
の
謀
殺
や
和
気
王
の
伊
豆
国
へ
の
配
流
途
中
で
の
絞
殺
︑
そ
し
て
異
母
妹
不
破
内
親
王
と
氷
上
志
計
志
麿
母
子
の

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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追
放
な
ど
の
政
変
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
道
鏡
へ
の
譲
位
を
考
え
て
の
こ
と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
何
よ
り
も
自
ら

の
皇
権
確
立
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
有
力
な
対
抗
者
を
次
々
と
葬
り
去
っ
た
と
い
う
結
果
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
称
徳
が
専

制
君
主
化
し
て
皇
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
理
解
に
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
︒
筆
者
の
理
解
は
こ
れ
と
は
相
違
し
て
︑
佐
藤
氏
ら
の
主

張
と
同
じ
よ
う
に
︑
ま
ず
基
本
的
に
は
称
徳
の
皇
権
掌
握
が
不
十
分
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
こ
の
よ
う
な
皇
嗣
を
め
ぐ
る
陰
惨
な
事
件
が

起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
専
制
君
主
化
し
て
皇
権
を
掌
握
し
て
い
た
な
ら
ば
け
っ
し
て
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
る
︒

た
だ
︑
こ
れ
ら
の
皇
嗣
を
め
ぐ
る
事
件
の
実
相
が
︑
称
徳
に
よ
る
陰
謀
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
氷
上
志
計
志
麿
事
件
を
は

じ
め
︑
淳
仁
廃
帝
・
和
気
王
の
両
事
件
も
含
め
て
称
徳
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
有
力
皇
嗣
を
除
外
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
称
徳
の
皇
権
掌
握
が
す
す
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
称
徳
が
専
制
君
主
で
あ
っ
た
か
ら
有
力
皇

嗣
を
排
除
で
き
た
の
で
は
な
く
︑
即
位
し
な
が
ら
も
皇
権
の
掌
握
が
す
す
ま
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
陰
謀
を
用
い
て
ま
で
排
除
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
対
立
す
る
皇
嗣
を
排
除
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
政
権
が
安
定
し
た
か
と
い
う

と
︑
そ
れ
は
ま
た
別
問
題
で
あ
っ
て
︑
称
徳
の
再
三
の
命
令
を
無
視
し
て
公
卿
官
人
ら
は
し
か
る
べ
き
皇
太
子
を
立
て
る
こ
と
を
要
望
し

て
︑
皇
嗣
を
め
ぐ
る
事
件
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
称
徳
が
皇
太
子
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
皇
権
が
分
立
す
る
こ
と
を

嫌
っ
た
こ
と
や
寵
愛
す
る
が
ゆ
え
に
僧
侶
で
あ
る
道
鏡
を
大
臣
禅
師
・
太
政
大
臣
禅
師
︑
そ
し
て
法
王
に
登
用
し
て
政
治
に
介
入
さ
せ
た

こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
︑
公
卿
官
人
ら
と
乖
離
し
た
こ
と
が
政
権
に
動
揺
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
公
卿
官
人
ら
中
央
貴
族
と
の
乖
離
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
に
代
え
て
称
徳
は
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
重
用
し
て
政
権
を
構
築

し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
方
策
の
一
つ
が
祥
瑞
の
献
上
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
称
徳
は
︑
単
な
る
祥
瑞
で
は
な
く
︑﹁
白

色
﹂
の
鳥
獣
を
進
献
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
身
を
天
皇
と
し
て
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
﹁
聖
性
﹂﹁
人
神
﹂
な
る
存
在
︑
前
掲
の
神
護
景

雲
元
年
八
月
癸
巳
条
に
み
え
る
﹁
聖
の
皇
﹂︵
聖
人
の
天
皇
︶
と
し
て
意
識
さ
せ
︑
自
己
を
正
統
化
し
︑
皇
位
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
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れ
ら
の
事
実
は
称
徳
が
貴
族
官
人
ら
と
乖
離
し
︑
そ
の
掌
握
に
苦
慮
し
て
治
政
も
動
揺
し
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
り
︑
そ
の
確
証
と

な
る
の
で
あ
る
︒

注

︵
1
︶
中
川
收
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
形
成
過
程
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
一
九
六
号
掲
載
︑
一
九
六
四
年
九
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
高

科
書
店
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶︒

︵
2
︶
佐
藤
信
﹃
律
令
国
家
と
天
平
文
化
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
九
月
︶
五
〇
～
五
一
頁
︒

︵
3
︶
瀧
浪
貞
子
﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︶
一
一
二
頁
︒

︵
4
︶
吉
川
真
司
﹃
聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
一
年
一
月
︶
二
二
四
～
二
二
五
頁
︒

︵
5
︶
木
本
好
信
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
﹂︵﹃
史
聚
﹄
三
九
・
四
〇
合
併
号
掲
載
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
時
代
の
政
争
と
皇
位
継
承
﹄

所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶︒

︵
6
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
十
月
壬
申
条
︒

︵
7
︶
佐
藤
注
︵
2
︶
前
掲
書
︑
五
〇
頁
︒

︵
8
︶
北
山
茂
夫
﹁
道
鏡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︵﹃
立
命
館
法
学
﹄
四
・
五
合
併
号
掲
載
︑
一
九
五
三
年
九
月
︑
の
ち
﹃
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
年
四
月
︶︒

︵
9
︶
沢
野
直
弥
﹁
称
徳
朝
に
お
け
る
皇
嗣
問
題
﹂︵﹃
史
聚
﹄
三
二
号
掲
載
︑
一
九
九
九
年
一
月
︶︒

︵
10
︶
中
川
收
﹁
天
平
神
護
元
年
に
お
け
る
和
気
王
の
謀
叛
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
一
七
九
号
掲
載
︑
一
九
六
三
年
四
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
﹄

所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶︒

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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︵
11
︶
木
本
好
信
﹁
淳
仁
廃
帝
の
反
攻
試
論
﹂︵﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
五
九
一
号
掲
載
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︶
︒

︵
12
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
万
葉
貴
族
と
玉
津
島
・
和
歌
の
浦
﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
六
四
号
掲
載
︑
一
九
九
〇
年
七
月
︑
の
ち
﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
の

考
察
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
六
年
四
月
︶︒

︵
13
︶
笹
山
晴
生
﹃
奈
良
の
都
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
四
月
︶
一
四
〇
頁
︒

︵
14
︶
中
川
注
︵
1
︶
前
掲
論
文
︒

︵
15
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
淡
路
廃
帝
淳
仁
の
死
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
六
年
四
月
︶︒

︵
16
︶
木
本
好
信
﹁
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
十
月
甲
申
条
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
四
九
七
号
掲
載
︑
一
九
八
九
年
十
月
︶︒

︵
17
︶
中
川
注
︵
10
︶
前
掲
論
文
︒

︵
18
︶
木
本
好
信
﹃
藤
原
種
継
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
五
年
一
月
︶
一
四
四
頁
︒

︵
19
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
古
代
に
お
け
る
皇
胤
伝
説
と
天
皇
﹂︵﹃
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
﹄
所
収
︑
塙
書
房
︑
一
九
八
六
年
十
一
月
︶︒

︵
20
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
十
一
月
乙
丑
条
︒

︵
21
︶
木
本
好
信
﹁
石
上
志
斐
弖
と
い
う
女
性
﹂︵﹃
奈
良
時
代
の
藤
原
氏
と
諸
豪
族
﹄
所
収
︑
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
四
年
十
二
月
︶︒

︵
22
︶
渡
辺
晃
宏
﹃
平
城
京
と
木
簡
の
世
紀
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
︶
三
二
六
頁
︒

︵
23
︶
瀧
浪
貞
子
﹁
孝
謙
天
皇
の
皇
統
意
識
﹂︵﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
﹄
所
収
︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︶
︒

︵
24
︶
瀧
浪
貞
子
﹃
奈
良
朝
の
政
変
と
道
鏡
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶
一
八
三
頁
︒

︵
25
︶
瀧
川
政
次
郎
﹁
弓
削
道
鏡
﹂︵﹃
人
物
新
日
本
史
﹄
上
代
編
所
収
︑
明
治
書
院
︑
一
九
五
三
年
六
月
︶
︒
そ
の
他
に
北
山
注
︵
8
︶
前
掲
論
文
︑
平
野

邦
雄
﹃
和
気
清
麻
呂
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
十
二
月
︶
九
五
頁
︑
河
内
祥
輔
﹃
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
六
年
四
月
︶
一
二
〇
頁
︑
森
田
悌
﹃
王
朝
政
治
と
在
地
社
会
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
十
二
月
︶
一
一
三
頁
︑
鷺
森
浩
幸
﹁
道
鏡
﹂︵﹃
平
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城
京
の
落
日
﹄
所
収
︑
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
十
二
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒

︵
26
︶
佐
藤
注
︵
2
︶
前
掲
書
︑
五
一
頁
︒

︵
27
︶
勝
浦
令
子
﹃
孝
謙
・
称
徳
天
皇
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
十
月
︶
二
八
二
頁
︒

︵
28
︶
沢
野
注
︵
9
︶
前
掲
論
文
︒

︵
29
︶
﹃
日
本
紀
略
﹄
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
︒

︵
30
︶
青
木
和
夫
他
﹃
続
日
本
紀
﹄
四
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
五
年
六
月
︶
二
六
三
頁
︒

︵
31
︶
瀧
浪
注
︵
24
︶
前
掲
書
︑
一
二
〇
頁
︒

︵
32
︶
木
本
注
︵
5
︶
前
掲
論
文
︒

︵
33
︶
中
川
注
︵
1
︶
前
掲
論
文
︒

︵
34
︶
尾
畑
光
郎
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
覚
書
﹂︵﹃
日
本
社
会
史
研
究
﹄
七
号
掲
載
︑
一
九
六
〇
年
一
月
︶
︒

︵
35
︶
持
田
泰
彦
﹁
称
徳
朝
に
お
け
る
大
量
叙
位
と
そ
の
影
響
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
祭
儀
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
十
一
月
︶︒

︵
36
︶
東
野
治
之
﹁
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
二
五
九
号
掲
載
︑
一
九
六
九
年
十
二
月
︶︒

︵
37
︶
吉
川
真
司
﹁
天
皇
と
赤
幡
﹂︵﹃
万
葉
集
研
究
﹄
三
〇
集
所
収
︑
塙
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
九
月
︶︒

︵
38
︶
東
野
注
︵
36
︶
前
掲
論
文
︒

︵
39
︶
次
田
吉
次
﹁
祥
瑞
災
異
考
﹂︵﹃
専
修
史
学
﹄
二
三
号
掲
載
︑
一
九
九
一
年
三
月
︶︒

︵
40
︶
宮
田
登
﹃
白
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
九
四
年
七
月
︶
三
〇
～
三
一
頁
︒

︵
41
︶
東
野
注
︵
36
︶
前
掲
論
文
︒

︵
42
︶
福
原
栄
太
郎
﹁
祥
瑞
考
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
六
五
号
掲
載
︑
一
九
七
四
年
六
月
︶︒

称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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︵
43
︶
茂
木
直
人
﹁
地
方
に
お
け
る
祥
瑞
の
意
義
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
鄙
と
都
﹄
所
収
︑
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︶︒

︵
44
︶
根
本
誠
二
﹃
天
平
期
の
僧
侶
と
天
皇
﹄︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
十
月
︶
一
〇
三
頁
︒

︵
45
︶
細
井
浩
志
﹁
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
自
然
記
事
﹂︵﹃
古
代
史
の
天
文
異
変
と
史
書
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
九
月
︶︒

︵
46
︶
栄
原
永
遠
男
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
政
権
構
想
﹂︵﹃
追
手
門
経
済
論
集
﹄
二
七
巻
一
号
掲
載
︑
一
九
九
二
年
四
月
︶︒

︵
47
︶
西
別
府
元
日
﹁
祥
瑞
出
現
と
国
司
行
政
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
五
五
六
号
掲
載
︑
一
九
九
四
年
九
月
︶︒

︵
48
︶
茂
木
注
︵
43
︶
前
掲
論
文
︒

︵
49
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
三
年
七
月
辛
丑
条
︒

︵
き
も
と

よ
し
の
ぶ
・
前
甲
子
園
短
期
大
学
々
長
︶
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