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介
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四
十
九
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号

平

成

二

十

八

年

十

二

月

十

日

塚
口
義
信
著
﹃
邪
馬
台
国
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る
﹄

荊

木

美

行

塚
口

つ
か
ぐ
ち

義
信

よ
し
の
ぶ

博
士
︵
以
下
︑﹁
著
者
﹂
と
称
す
る
︶
は
︑
処
女
作
﹁
三
韓
の

用
語
に
関
す
る
一
考
察
︱
日
本
書
紀
資
料
論
研
究
序
説
︱
﹂
上
・
下

︵
﹃
日
本
歴
史
﹄
二
五
八
・
二
五
九
︑
昭
和
四
十
四
年
十
一
・
十
二
月
︶
以
来
︑
半

世
紀
近
く
に
わ
た
っ
て
︑
日
本
古
代
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
斯
界
の

重
鎮
で
あ
る
︒
本
学
で
も
︑
か
つ
て
神
道
研
究
所
の
公
開
講
演
会
に
お
招

き
し
︑
貴
重
な
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒

本
書
は
︑
著
者
の
厖
大
な
研
究
の
な
か
か
ら
︑
と
く
に
日
本
古
代
国
家

の
形
成
に
か
か
わ
る
重
要
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
論
文
六
篇
を
択え

ら

ん
で

編
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
論
文
﹂
と
は
い
う
も
の
の
︑
著
者

の
文
章
は
本
来
が
平
易
か
つ
明
快
で
あ
り
︑
そ
の
う
え
︑
こ
の
た
び
の
再

録
に
あ
た
っ
て
は
︑
引
用
史
料
を
読
み
下
し
文
に
改
め
︑
読
者
の
理
解
を

助
け
る
た
め
に
図
版
を
追
加
す
る
な
ど
︑
随
所
に
一
般
向
け
の
工
夫
が
施

さ
れ
た
の
で
︑
専
門
家
以
外
の
か
た
が
た
に
も
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と

思
う
︒

著
者
の
こ
の
種
の
著
作
と
し
て
は
︑
平
成
五
年
九
月
に
学
生
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た
﹃
ヤ
マ
ト
王
権
の
謎
を
と
く
﹄
が
あ
る
︒
同
書
も
︑
平
易
な
語

り
口
で
一
般
に
も
親
し
み
や
す
い
形
を
と
る
が
︑
じ
つ
は
き
わ
め
て
質
の

高
い
古
代
国
家
形
成
史
の
研
究
で
あ
り
︑
学
界
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
た
好
著
で
あ
っ
た
︒

ま
ず
︑
本
書
の
目
次
を
示
し
て
お
こ
う
︒

は
じ
め
に

第
Ⅰ
部

邪
馬
台
国
の
謎
を
探
る
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第
一
章

﹃
魏
志
﹄
倭
人
伝
を
読
む
に
あ
た
っ
て

第
二
章

﹃
魏
志
﹄
倭
人
伝
の
原
史
料

第
三
章

邪
馬
台
国
へ
の
道
程

第
四
章

邪
馬
台
国
所
在
地
論
研
究
小
史

第
五
章

邪
馬
台
国
は
ど
こ
か

第
六
章

卑
弥
呼
の
鬼
道
と
三
角
縁
神
獣
鏡

第
Ⅱ
部

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る

第
一
章

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
オ
ホ
ビ
コ
の
伝
承

第
二
章

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
山
城
南
部
の
勢
力

︱
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
像

第
三
章

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
磐
余
の
勢
力

︱
桜
井
茶
臼
山
古
墳
・
メ
ス
リ
山
古
墳
の
被
葬
者
像

第
四
章

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
丹
波
の
勢
力

︱
丹
波
の
首
長
層
の
動
向
と
ヤ
マ
ト
政
権
の
内
部
抗
争

む
す
び
に
か
え
て

こ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
ば
お
わ
か
り
の
よ
う
に
︑
本
書
は
二
部
構
成

で
︑
前
半
は
邪や

馬ま

台と

国こ
く

研
究
︑
後
半
は
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
に
か
か
わ
る
個

別
研
究
四
篇
を
収
録
す
る
︒
時
代
で
い
う
と
︑
前
半
は
初
期
三
世
紀
史
︑

後
半
は
四
～
五
世
紀
史
に
相
当
す
る
︒

｢は
じ
め
に
﹂
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
七
世
紀
に
成
立
す
る

古
代
国
家
に
は
︑
そ
れ
以
前
に
長
い
形
成
史
が
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
誰

も
が
知
っ
て
い
る
の
が
︑
三
世
紀
の
邪
馬
台
国
を
軸
と
し
た
倭わ

国こ
く

の
存
在

で
あ
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
こ
れ
は
べ
つ
に
︑
の
ち
に
律
令
国
家
を
創
出
す
る

政
治
勢
力
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
ヤ
マ
ト
政
権
﹂
︶
が
存
し
た
こ
と
も
周
知
の
と
お

り
で
あ
り
︑
そ
の
存
在
も
︑
近
年
で
は
三
世
紀
に
ま
で
溯
る
と
い
わ
れ
て

い
る
︒

こ
の
二
つ
の
政
権
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
古

代
史
上
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
︒
か
り
に
︑
邪
馬
台
国
が
畿
内
大

和
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
三
世
紀
前
半
の
段
階
で
倭
国
は
す
で
に
西
日
本

規
模
の
統
一
政
権
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
ヤ

マ
ト
政
権
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
邪
馬
台
国
の
所

在
地
が
九
州
だ
と
し
た
ら
︑
そ
う
し
た
広
範
囲
に
及
ぶ
統
一
政
権
を
想
定

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
九
州
に
存
し
た
邪
馬
台
国

と
大
和
に
あ
っ
た
ヤ
マ
ト
政
権
は
︑
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
が
問

題
と
な
る
︒

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
︑
い
わ
ゆ
る
邪
馬
台
国
論
争
は
︑
た
ん
な
る
知

的
遊
戯
で
は
な
く
︑
日
本
古
代
国
家
の
成
立
過
程
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す

る
か
と
い
う
一
大
議
論
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
︒

と
は
い
う
も
の
の
︑
こ
の
問
題
の
解
決
の
糸
口
と
な
る
の
は
︑
わ
ず
か

二
千
字
足
ら
ず
の
魏ぎ

志し

倭わ

人
伝

じ
ん
で
ん

︒
そ
れ
も
肝
心
な
と
こ
ろ
で
情
報
不
足
と

い
う
︑
い
か
に
も
心
も
と
な
い
史
料
で
あ
る
︒
ま
た
︑
援
用
す
べ
き
考
古

学
的
資
料
に
し
て
も
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
に
大
き
な
懸
隔
が
あ
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る
︒
そ
う
し
た
こ
と
が
相
俟
っ
て
︑
多
年
に
わ
た
る
研
究
の
蓄
積
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
論
争
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
に
至
ら
な
い
の
が
︑
現
状
で

あ
る
︒

○

著
者
は
︑
本
書
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
︑
果
敢
に
こ
の
難
問
に
挑
戦
し
て
い

る
︒
す
で
に
議
論
が
出
尽
く
し
た
感
が
あ
り
︑
決
定
打
に
乏
し
い
邪
馬
台

国
論
争
に
お
い
て
︑
あ
え
て
自
説
を
公
け
に
す
る
こ
と
は
︑
研
究
者
と
し

て
揺
る
ぎ
な
い
信
念
と
高
い
見
識
が
需も

と

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
著
者

も
︑
そ
れ
ま
で
非
公
式
に
は
邪
馬
台
国
＝
大
和
説
を
口
に
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
が
︑
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
を
練
り
︑
私
見
の
公
表
に
踏
み
切
っ
た
の

は
還
暦
を
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
さ
に
満
を
持
し
て
の
感
が

あ
る
︒

第
Ⅰ
部
は
六
章
に
わ
か
れ
て
い
る
が
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
の
初
出
一
覧
に

も
あ
る
よ
う
に
︑
も
と
は
﹁
講
座
・
邪
馬
台
国
と
倭
女
王
卑
弥
呼
︱
邪

馬
台
国
所
在
地
論
管
見
︱

﹂
と
題
す
る
一
連
の
講
演
速
記
で
あ
り
︑
そ
の

点
︑
一
篇
一
篇
が
独
立
し
た
第
Ⅱ
部
と
は
趣
き
が
異
な
る
︒

本
書
に
収
録
さ
れ
た
邪
馬
台
国
論
は
百
二
十
頁
を
超
え
︑
取
り
上
げ
ら

れ
た
問
題
も
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
そ
の
内
容
は
一
言
で
云
え
ば
︑
あ
ら
た

な
邪
馬
台
国
＝
大
和
説
の
提
唱
で
あ
る
︒

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑
魏
志
倭
人
伝
の
解
釈
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
著
者

に
よ
れ
ば
︑
魏
志
倭
人
伝
の
旅
程
記
事
の
う
ち
︑
伊
都
い

と

国こ
く

以
後
の
部
分
は

放
射
式
に
読
む
べ
き
で
あ
り
︵
た
だ
し
︑
放
射
式
読
み
方
と
し
て
著
名
な
榎
一

雄
説
は
採
用
し
な
い
︶︑
伊
都
国
か
ら
水
行
十
日
の
の
ち
︵
伊
都
国
↓
投
馬
国

と
は
べ
つ
の
ル
ー
ト
を
と
る
︶︑
周
防
灘
附
近
に
上
陸
し
︑
そ
こ
か
ら
陸
路

を
と
っ
て
東
進
○

○

し
︑
大
和
の
邪
馬
台
国
に
到
達
し
た
の
だ
と
い
う
︒

そ
の
際
︑
魏
志
倭
人
伝
に
記
さ
れ
る
﹁
南
﹂
は
﹁
南
﹂
の
ま
ま
で
よ
い

が
︑
そ
れ
は
当
時
の
中
国
に
お
け
る
地
理
的
認
識
で
は
﹁
東
﹂︑
す
な
わ

ち
畿
内
大
和
の
方
向
に
あ
た
る
と
考
え
る
︒
こ
こ
が
塚
口
説
の
命
脈
で
あ

る
︒
要
す
る
に
︑
魏
志
倭
人
伝
の
編
者
で
あ
る
陳ち

ん

寿じ
ゅ

は
︑
郡
使
の
報
告
書

に
よ
り
つ
つ
も
︑
当
時
の
史
官
の
地
理
的
認
識
に
し
た
が
っ
て
修
正
を
加

え
︑
辻
褄
を
併
せ
て
記
し
た
と
み
る
の
で
あ
る
︵
ち
な
み
に
︑
著
者
は
︑
里

数
に
つ
い
て
も
同
様
の
解
釈
を
と
る
︶︒

魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
中
国
人
の
地
理
概
念
を
問
題
に
し
た
論
文
は
過

去
に
も
数
多
い
︒
し
か
し
︑
郡
使
の
報
告
書
で
は
正
し
く
記
載
さ
れ
て
い

た
も
の
が
︑
伝
統
的
な
地
理
概
念
に
と
ら
わ
れ
た
陳
寿
に
よ
っ
て
修
正
さ

れ
た
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
︑
前
人
未
発
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
魏
志
倭
人
伝

を
徹
底
的
に
読
み
︑
編
者
の
思
想
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
︑
著
者
な
ら
で
は

の
着
想
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
に
も
︑
著
者
の
邪
馬
台
国
論
に
は
瞠
目
す
べ
き
点
が
少
な
く

な
い
︒
た
と
え
ば
︑
著
者
は
︑
卑
弥
呼

ひ

み

こ

の
歿
後
︑
男
王
派
と
卑
弥
呼
派
の

塚
口
義
信
著
﹃
邪
馬
台
国
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る
﹄
︵
荊
木
︶
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う
ち
︑
男
王
派
が
い
っ
た
ん
聯
合
体
を
主
導
し
た
が
︑
の
ち
卑
弥
呼
派
が

盛
り
返
し
︑
女
王
︵
壹
与
︶
を
立
て
た
と
推
測
す
る
︒
そ
し
て
︑
卑
弥
呼

派
は
︑
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
示
し
︑
か
つ
ま
た
軍
事
力
を
維
持
・
増
強

す
る
た
め
に
︑﹁
冢
ち
ょ
う

﹂
の
造
営
を
継
続
し
た
の
だ
と
説
く
︒
著
者
に
よ
れ

ば
︑
卑
弥
呼
の
墓
の
完
成
は
臺
与
の
時
代
︑
す
な
わ
ち
三
世
紀
後
半
︵
第

Ⅲ
四
半
期
︶
だ
っ
た
可
能
性
が
大
き
く
︑
箸は
し

墓は
か

古
墳
は
そ
の
有
力
候
補
だ

と
い
う
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
け
る
壬
申
の
乱
勃
発
直
前
に
お
け
る
天
智

天
皇
陵
の
造
営
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
き
つ
つ
︑
卑
弥
呼
の
墓
の
造
営
と
派

閥
の
軍
事
力
と
を
結
び
つ
け
る
く
だ
り
は
︑
ま
こ
と
に
興
味
深
い
︒

ま
た
︑
卑
弥
呼
の
鬼き

道ど
う

や
三
角

さ
ん
か
く

縁ぶ
ち

神し
ん

獣
じ
ゅ
う

鏡
き
ょ
う

に
対
す
る
著
者
の
理
解
も

看
過
で
き
な
い
︒
著
者
は
︑
卑
弥
呼
の
鬼
道
を
︑
日
本
の
土
着
信
仰
と
五ご

斗と

米
道

べ
い
ど
う

系
の
思
想
の
習
合
と
と
ら
え
︑
道
教
の
神
仙
思
想
な
ど
と
の
か
か

わ
り
か
ら
︑
三
角
縁
神
獣
鏡
は
そ
の
祭
具
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
鏡
が
畿
内
を
中
心
に
分
布
す
る
こ
と
は
︑
邪
馬
台
国
が
こ
の
地

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠
だ
と
考
え
る
︒

三
角
縁
神
獣
鏡
の
生
産
地
や
製
造
年
代
に
つ
い
て
は
︑
な
お
議
論
が
あ

る
が
︑
こ
れ
を
卑
弥
呼
の
鬼
道
と
の
か
か
わ
り
で
取
り
上
げ
た
点
が
注
目

さ
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
著
者
の
研
究
は
︑
今
後
の
邪
馬
台
国
研
究
の
一

つ
の
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
な
著
者
の
学
説
に
対
し
て
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
九

州
説
論
者
か
ら
反
論
が
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
こ
れ
で
筋
の
通
っ
た

邪
馬
台
国
＝
大
和
説
と
し
て
︑
説
得
力
を
も
っ
て
読
者
に
迫
っ
て
く
る
︒

著
者
は
︑
論
文
前
半
で
︑
魏
志
倭
人
伝
と
い
う
書
物
の
性
格
や
︑
そ
こ
に

出
て
く
る
用
語
の
分
析
に
か
な
り
の
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
第

四
章
﹁
邪
馬
台
国
所
在
地
論
研
究
小
史
﹂
な
ど
を
み
て
も
︑
著
者
が
い
か

に
研
究
史
に
注
意
を
払
い
︑
先
行
論
文
の
得
失
を
分
析
し
て
き
た
が
よ
く

わ
か
る
︒
さ
き
に
﹁
満
を
持
し
て
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
︑
細
部
ま

で
行
き
届
い
た
こ
の
論
文
を
読
め
ば
︑
邪
馬
台
国
問
題
の
解
明
に
か
け
る

著
者
の
情
熱
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒

○

つ
ぎ
に
︑
第
Ⅱ
部
所
収
の
諸
論
文
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
︒
第
Ⅰ
部

が
邪
馬
台
国
を
中
心
と
す
る
三
世
紀
の
倭
国
の
動
向
を
扱
っ
て
い
る
の
に

対
し
︑
第
Ⅱ
部
は
四
世
紀
以
降
の
ヤ
マ
ト
政
権
が
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
よ
り

具
体
的
に
は
︑
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
を
支
え
た
各
地
の
政
治
集
団
と
そ
の
首

長
に
関
す
る
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒

紹
介
が
前
後
す
る
が
︑
巻
末
に
は
﹁
む
す
び
に
か
え
て
﹂
と
し
て
﹁
初

期
ヤ
マ
ト
政
権
に
お
け
る
主
導
勢
力
の
交
替
︱
三
～
四
世
紀
に
お
け
る
政
権

交
替
︱

﹂
を
収
め
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
著
者
の
論
考
と

し
て
﹁
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
王
権
の
所
在
﹂︵
末
永
先
生
米
寿
記
念
会
編

﹃
末
永
米
寿
記
念

獻
呈
論
文
集
﹄
坤
︿
奈
良
明
新
社
︑
昭
和
六
十
年
﹀
所
収
︶
が
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あ
る
が
︑
こ
れ
は
古
代
史
学
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
︑
記
念
碑
的
論

文
で
あ
る
︒

第
Ⅱ
部
の
論
文
の
主
旨
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の

﹁
む
す
び
に
か
え
て
﹂
か
ら
読
み
始
め
る
の
が
よ
い
と
思
う
の
で
︑
最
初

に
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
く
︒

﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
誉ほ

む

田
別
皇
子

た
わ
け
の
み
こ

が
生
ま
れ
た
翌
年
︑

神
功
皇
后

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

は
︑
皇
子
を
と
も
な
っ
て
穴
門
の
豊
浦
宮

と
ゆ
ら
の
み
や

か
ら
大
和
に
帰
還
す

る
が
︑
そ
の
と
き
︑
麛
坂

か
ご
さ
か

王
・
忍
熊

お
し
く
ま

王
兄
弟
が
謀
反
を
起
こ
す
︒
彼
ら
の

母
は
大
中
姫

お
お
な
か
つ
ひ
め

で
︑
誉
田
皇
子
と
は
異
母
兄
弟
に
あ
た
る
︒
二
王
は
︑
皇
后

が
筑
紫
で
誉
田
別
皇
子
を
出
産
し
た
こ
と
を
知
り
︑
群
臣
が
こ
の
幼
い
皇

子
を
天
皇
に
立
て
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
い
だ
い
た
の
で
あ
る
︒

神
功
皇
后
摂
政
前
紀
で
は
︑
兄
の
麛
坂
王
は
︑
莵
餓
と

が

野の

で
戦
の
勝
敗
を

占
っ
た
際
に
︑
猪
に
喰
い
殺
さ
れ
て
し
ま
う
が
︑
弟
の
忍
熊
王
は
︑
各
地

を
転
戦
し
な
が
ら
︑
神
功
皇
后
の
差
し
向
け
た
数
万
の
軍
に
抵
抗
す
る
︒

し
か
し
︑
最
後
は
︑
琵
琶
湖
沿
岸
ま
で
敗
走
し
︑
瀬
田
で
入
水
し
た
と

い
う
︒

こ
の
内
乱
は
︑
従
来
︑
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
に
象
徴
さ
れ
る
河
内
の

政
治
集
団
と
麛
坂
王
・
忍
熊
王
に
象
徴
さ
れ
る
三
輪
山
周
辺
の
政
治
集
団

︵
三
輪
政
権
︶
の
対
立
抗
争
と
と
ら
え
る
研
究
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ

し
て
︑
そ
れ
に
勝
利
し
た
前
者
が
︑
河
内
政
権
を
樹
立
し
た
︑
と
解
釈
さ

れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
︒

初
期
の
ヤ
マ
ト
政
権
は
︑
大
和
と
そ
の
周
辺
の
国
々
に
盤
踞

ば
ん
き
ょ

し
て
い
た

複
数
の
政
治
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
聯
合
組
織
で
あ
り
︑
そ
の
な
か

の
も
っ
と
も
有
力
な
政
治
集
団
か
ら
最
高
首
長
が
出
て
い
た
︒
四
世
紀
後

半
︑
こ
の
最
高
首
長
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
︑
大
和
東
北
部
か
ら
山
城
南

部
の
地
域
を
勢
力
基
盤
と
す
る
政
治
集
団
で
あ
る
︒
神
功
皇
后
陵
に
治
定

さ
れ
る
五ご

社さ

神し

古
墳
︵
墳
丘
長
二
七
五
㍍
︶
な
ど
︑
当
時
と
し
て
は
最
大

規
模
の
前
方
後
円
墳
が
集
中
す
る
佐さ

紀き

盾
列

た
た
な
み

古
墳
群
西
群
︵
現
奈
良
市
山

陵
町
附
近
︶
を
築
造
し
た
の
も
︑
こ
の
集
団
で
あ
り
︑
そ
の
正
統
な
後
継

者
が
鳳
坂
王
・
忍
熊
王
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
四
世
紀
末
に
︑
最
高
首
長
の
座
を
め
ぐ
る
内
紛
が
生
じ
︑

反
主
流
派
で
あ
っ
た
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の
名
で
語
ら
れ
る
一
派
が
勝

利
を
得
た
︒
記
紀
は
︑
麛
坂
王
・
忍
熊
王
を
反
逆
者
の
よ
う
に
描
く
が
︑

こ
れ
は
︑
の
ち
に
応
神
天
皇
を
正
統
な
後
継
者
と
す
る
体
制
の
な
か
で
ま

と
め
ら
れ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
︒

ち
な
み
に
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
内
乱
に
お
い
て
応
神
天
皇
側
の
後

ろ
盾
と
な
っ
た
勢
力
の
一
つ
に
︑
河
内
の
政
治
集
団
が
あ
っ
た
︒
記
紀
の

皇
統
譜
に
よ
れ
ば
︑
応
神
天
皇
は
︑
品ほ

む

陀だ
の

真
若
王

ま

か
わ
お
う

の
娘
仲な
か

津つ

姫
ひ
め
の

命
み
こ
と

に
入

り
婿
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
品
陀
真
若
王
は
︑﹁
ホ
ム
ダ
︵
ホ
ム
タ
︶﹂

と
い
う
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
河
内
国
古
市
郡
誉
田
附
近
を
拠
点
と

す
る
政
治
集
団
の
首
長
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
彼
は
︑
内
乱
の
あ
と
︑

塚
口
義
信
著
﹃
邪
馬
台
国
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る
﹄
︵
荊
木
︶
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佐
紀
の
政
治
集
団
か
ら
応
神
天
皇
を
む
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ヤ
マ
ト

政
権
の
正
統
な
後
継
者
と
し
て
の
立
場
を
確
立
す
る
︒
五
世
紀
に
は
い

り
︑
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
が
古
市
古
墳
群
に
移
動
し
て
い
る
の
も
︑

応
神
天
皇
の
﹁
入
り
婿
﹂
を
境
に
︑
最
高
首
長
の
座
が
佐
紀
か
ら
河
内
に

移
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
と
︑
う
ま
く
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
︒

著
者
の
提
唱
し
た
王
権
の
移
動
に
関
す
る
新
説
は
︑
従
来
の
学
説
に
再

考
を
迫
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
︑
か
つ
て
は
︑
崇
神
天
皇
に
は
じ
ま
る

﹁
三
輪
王
朝
﹂
が
滅
び
︑
四
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
王
権
は
﹁
河
内
王
朝
﹂

へ
と
受
け
つ
が
れ
て
い
く
と
い
う
考
え
が
主
流
を
占
め
て
い
た
︒
直
木
孝

次
郎
氏
な
ど
も
︑
あ
る
時
期
ま
で
は
〝
三
輪
王
朝
か
ら
河
内
王
朝
へ
c
と

い
う
考
え
か
た
で
あ
っ
た
が
︵
﹁
応
神
王
朝
論
序
説
﹂︵﹃
難
波
宮
址
の
研
究
﹄
第

五
︿
昭
和
三
十
九
年
九
月
﹀︑
の
ち
︑
同
﹃
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
﹄︿
塙
書
房
︑

昭
和
三
十
九
年
﹀
所
収
︶︑
の
ち
に
著
者
の
研
究
を
受
け
入
れ
︑
大
き
く
考

え
を
改
め
て
い
る
︵
﹁
応
神
天
皇
と
忍
熊
王
の
乱
﹂
上
田
正
昭
ほ
か
﹃
日
本
古
代

王
朝
と
内
乱
﹄︿
学
生
社
︑
平
成
元
年
﹀
所
収
・﹃
奈
良
市
史
﹄
通
史
一
︿
吉
川
弘
文

館
︑
平
成
二
年
﹀
の
第
二
章
﹁
古
代
社
会
の
発
展
と
氏
族
﹂
参
照
︶︒

著
者
が
か
か
る
構
想
を
抱
き
は
じ
め
た
の
は
︑
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
素
描
を
は
じ
め
て
世
に
問
う
た
の
が
︑
こ
こ

に
収
め
た
﹁﹃
三
輪
の
王
者
﹄
か
ら
﹃
佐
紀
の
王
者
﹄
へ
﹂︵
原
田
伴
彦
・

作
道
洋
太
郎
編
﹃
関
西
の
歴
史
と
風
土
﹄︿
山
川
出
版
社
︑
昭
和
五
十
三
年
﹀
所
収
︶

で
あ
り
︑
著
者
に
と
っ
て
も
思
い
出
深
い
一
篇
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
前
掲

﹁
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
王
権
の
所
在
﹂
は
専
門
的
な
論
文
な
の
で
︑
一

般
の
か
た
に
は
さ
き
に
紹
介
し
た
﹃
ヤ
マ
ト
王
権
の
謎
を
と
く
﹄
に
収
め

ら
れ
た
﹁
佐
紀
盾
列
古
墳
群
と
そ
の
被
葬
者
た
ち
﹂
を
お
勧
め
し
た
い
︒

○

さ
て
︑
思
わ
ず
﹁
む
す
び
に
か
え
て
﹂
に
深
入
り
し
た
が
︑
こ
う
し
た

構
想
は
︑
第
Ⅱ
部
各
論
の
理
解
に
も
大
き
く
影
響
す
る
︒
以
下
︑
各
章
の

内
容
を
み
て
い
こ
う
︒

第
七
章
﹁
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
オ
ホ
ビ
コ
の
伝
承
﹂
は
︑
昭
和
五
十
三

年
九
月
に
確
認
さ
れ
た
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
分
析
を
中
心

に
︑
そ
こ
に
み
え
る
意
冨
比
垝
と
記
紀
に
み
え
る
﹁
大
彦
命
︵
大
毘
古
命
︶﹂

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
︒

意
冨
比
垝

お

ほ

び

こ

を
﹁
大
彦
命
︵
大
毘
古
命
︶﹂
に
あ
て
る
根
拠
と
し
て
は
︑
㋑

名
が
一
致
す
る
︑
㋺
両
者
の
活
動
し
て
い
た
年
代
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
︑
㋩

雄
略
天
皇
朝
に
す
で
に
オ
ホ
ビ
コ
伝
承
の
原
型
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と

推
察
さ
れ
︑
鉄
剣
銘
の
意
冨
比
垝
が
こ
れ
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
︑
㋥
オ
ホ
ビ
コ
お
よ
び
そ
の
後
裔
氏
族
︵
阿
倍
氏
や
膳
氏
な
ど
︶

は
東
国
︵
武
蔵
︶
と
深
い
関
係
を
有
す
る
︑
と
い
っ
た
諸
点
が
あ
げ
ら
れ

る
が
︑
著
者
は
︑
㋑
は
︑
偶
然
の
一
致
も
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
決
め
手
と

な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
︒
ま
た
︑
㋺
も
︑
記
紀
の
系
譜
に
依
拠
し
た
世
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代
の
算
出
法
に
は
方
法
論
的
に
無
理
が
あ
り
︑
し
か
も
︑
皇
統
譜
と
鉄
剣

銘
文
の
乎
獲
居
臣
の
系
譜
に
は
二
世
代
の
食
い
違
い
が
あ
る
と
し
て
︑
こ

れ
を
斥
け
る
︒
㋩
・
㋥
に
つ
い
て
は
︑
結
論
的
に
は
し
た
が
う
と
し
な
が

ら
も
︑
意
冨
比
垝
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
決
定
的
な
論
拠
と

は
な
り
え
な
い
と
し
て
︑
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
︑
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ

ビ
コ
を
論
証
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
著
者
は
︑
銘
文
中
の
﹁
世
々
﹂
が
﹁
意

冨
比
垝
以
来
︑
代
々
﹂
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︑
だ
と

す
る
と
︑
雄
略
天
皇
朝
に
は
意
富
比
垝
も
ま
た
﹁
杖
刀
人
の
首
﹂︵
将
軍

な
い
し
親
衛
軍
の
首
長
︶
と
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
す
る
︒

ま
た
い
っ
ぽ
う
で
︑
倭
王
武ぶ

の
﹁
上
表
文
﹂
に
み
え
る
征
服
伝
承
の
分

析
か
ら
︑
銘
文
が
刻
ま
れ
た
辛
亥
年
︑
す
な
わ
ち
四
七
一
年
に
は
︑
四
道

将
軍
の
一
人
と
し
て
大
王
に
仕
え
︑
大
い
に
功
を
成
し
た
と
い
う
オ
ホ
ビ

コ
の
英
雄
伝
説
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
結

果
︑﹁
軍
勢
を
率
い
る
将
軍
と
し
て
の
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
等
し
く
︑

こ
れ
を
偶
然
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹁
天
下
を
左
治
し
た
﹂

と
い
う
乎
獲
居
臣
の
誇
る
べ
き
始
祖
︵
意
冨
比
垝
︶
の
姿
を
古
典
の
な
か

に
も
と
め
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
こ
の
オ
ホ
ビ
コ
以
外
に
な
い
﹂
と
の
べ
︑

こ
れ
を
論
拠
㋥
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ
ビ

コ
が
確
定
す
る
と
し
て
い
る
︒

と
も
す
れ
ば
︑
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ
ビ

コ
説
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
を
承
認
す
る
に
は
︑
こ
う
し
た
論
証
の
手
続
き

を
経
る
必
要
が
あ
る
︒

つ
づ
く
第
八
章
﹁
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
山
城
南
部
の
勢
力
︱
椿
井
大
塚

山
古
墳
の
被
葬
者
像
︱

﹂
は
︑
三
十
二
面
も
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
み
つ
か
っ

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
椿つ
ば

井い

大
塚
山

お
お
つ
か
や
ま

古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
推
測
し
た
も

の
で
あ
る
︒
同
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
︑
崇
神
天
皇
朝
に
叛
乱
を
起

こ
し
た
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ビ
コ
を
候
補
に
あ
げ
る
研
究
者
が
多
い
︒
し
か

し
︑
著
者
は
︑
叛
乱
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
た
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ビ
コ
は
古
墳

の
規
模
や
副
葬
品
か
ら
み
て
相
応
し
い
と
は
い
え
ず
︑
後
継
の
大
首
長
墓

︵
平
尾
城
山

ひ
ら
お
じ
ょ
う
や
ま

古
墳
・
墳
丘
長
約
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
︶
が
存
在
す
る
こ
と
も
︑
タ

ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ビ
コ
説
に
は
不
利
だ
と
す
る
︒

著
者
が
注
目
す
る
の
は
︑
開
化
天
皇
記
に
み
え
る
日ひ

子
坐

こ
い
ま
す

王
の
み
こ

系
譜
で

あ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
日
子
坐
王
は
︑
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
有
力
な
構

成
メ
ン
バ
ー
で
︑
大
和
北
部
か
ら
山
城
南
部
︑
さ
ら
に
は
近
江
・
丹
波
︵
特

に
丹
後
半
島
︶
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
人
物
を
伝
承
化
し
た
も
の
で

あ
り
︑
こ
の
王
こ
そ
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
に
相
応
し
い
と
す
る
︒

古
墳
の
被
葬
者
の
推
定
は
む
つ
か
し
い
問
題
だ
が
︑
著
者
は
︑
徹
底
し

た
文
献
の
読
み
込
み
と
︑
考
古
学
の
成
果
の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
咀
嚼
と
か

ら
︑
す
で
に
こ
の
方
面
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
平

野
穴
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
を
茅
渟

ち

ぬ

王お
う

と
み
る
説
︵
﹁
茅
渟
王
伝
考
﹂﹃
堺
女
子

短
期
大
学
紀
要
﹄
二
五
︑
平
成
二
年
三
月
︶
や
狐
井
城
山

き
つ
い
し
ろ
や
ま

古
墳
を
武
烈
天
皇
陵

塚
口
義
信
著
﹃
邪
馬
台
国
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る
﹄
︵
荊
木
︶
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と
み
る
説
︵
﹁
香
芝
︱
古
代
史
の
謎
を
探
る
①
・
④
・
⑤
︱
﹂﹃
香
芝
遊
学
﹄
四
・

七
・
八
︑
平
成
七
年
五
月
・
同
十
年
五
月
・
同
十
一
年
五
月
︶︑
ま
た
最
近
で
も
︑

飛
鳥
で
発
掘
さ
れ
た
小こ

山や
ま

田だ

遺
蹟
︵
古
墳
︶
を
蘇
我
蝦
夷
の
墓
と
す
る
新

説
に
お
い
て
︵
﹁
小
山
田
遺
跡
に
つ
い
て
の
若
干
の
臆
測
﹂﹃
古
代
史
の
海
﹄
八
〇
︑

平
成
二
十
七
年
六
月
︶︑
そ
う
し
た
手
法
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
︒

ち
な
み
に
︑
こ
の
テ
ー
マ
に
関
聯
す
る
著
者
の
論
文
と
し
て
︑﹁
天
皇

陵
の
伝
承
と
大
王
墓
と
土
師
氏
﹂︵
網
干
善
教
先
生
古
稀
記
念
考
古
学
論
集
刊

行
会
編
﹃
網
干
善
教
先
生
古
稀
記
念

考
古
学
論
集
﹄
下
︿
網
干
善
教
先
生
古
稀
記

念
考
古
学
論
集
刊
行
会
︑
平
成
十
年
二
月
﹀
所
収
︶
や
﹁
古
市
・
百
舌
鳥
古
墳

群
と
王
統
の
確
執
﹂︵
﹃
勝
部
明
生
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
﹄
平
成
二
十
三
年
二

月
︶
な
ど
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
好
論
で
あ
る
︒

被
葬
者
の
問
題
に
関
心
を
抱
か
れ
る
か
た
に
は
︑
必
読
の
論
文
で
あ
る
︒

つ
づ
く
第
九
章
﹁
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
磐
余
の
勢
力
﹂
も
︑
桜
井

さ
く
ら
い

茶ち
ゃ

臼う
す

山や
ま

古
墳
・
メ
ス
リ
古
墳
の
被
葬
者
像
に
迫
る
秀
逸
な
一
篇
で
あ
る
︒
隔
絶

し
た
規
模
と
豊
か
な
副
葬
品
を
誇
る
こ
れ
ら
大
和
盆
地
東
南
部
の
二
つ
の

前
方
後
円
墳
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
﹁
盟
主
墓
﹂︵
大

王
墓
・
倭
国
王
墓
と
も
︶
と
と
ら
え
る
研
究
者
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
著

者
は
︑

①
桜
井
茶
臼
山
古
墳
・
メ
ス
リ
古
墳
の
周
辺
に
は
天
皇
陵
伝
承
が
存
在

し
な
い
︑

②
こ
の
地
域
に
は
︑
王
権
の
祭
祀
に
か
か
わ
っ
た
と
さ
れ
る
巫
女
の
伝

承
や
︑
キ
サ
キ
・
皇
女
の
陵
墓
伝
承
も
な
い
︑

な
ど
の
点
か
ら
︑
大
王
墓
と
み
る
こ
と
に
疑
い
を
抱
く
︒
そ
し
て
い
っ

ぽ
う
で
︑
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
に
お
い
て
大
王
を
﹁
左
治
﹂
し
た
重
臣
︑
と

り
わ
け
︑
こ
の
地
域
と
か
か
わ
り
の
深
い
オ
ホ
ビ
コ
・
タ
ケ
ヌ
ナ
カ
ハ
ワ

ケ
父
子
︵
い
わ
ゆ
る
四
道
将
軍
の
う
ち
の
二
人
︶
の
伝
承
に
注
目
し
︑
記
紀

に
こ
れ
ら
の
名
で
登
場
す
る
人
物
こ
そ
桜
井
茶
臼
山
古
墳
・
メ
ス
リ
古
墳

の
被
葬
者
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒

な
る
ほ
ど
︑
著
者
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑

①
桜
井
茶
臼
山
古
墳
・
メ
ス
リ
古
墳
の
築
造
年
代
が
三
世
紀
後
半
か
ら

四
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
︑

②
二
つ
の
古
墳
の
築
造
年
代
に
一
世
代
ほ
ど
の
ひ
ら
き
が
あ
る
︑

③
メ
ス
リ
古
墳
の
副
葬
品
に
大
量
の
武
器
が
あ
り
︑
被
葬
者
の
武
人
的

性
格
を
彷
彿
さ
せ
る
︑

と
い
っ
た
考
古
学
の
成
果
と
も
よ
く
合
致
す
る
︒
ま
こ
と
に
穏
当
な
推

論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

最
後
の
第
十
章
﹁
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
丹
波
の
勢
力
︱
丹
波
の
首
長
層

の
動
向
と
ヤ
マ
ト
政
権
の
内
部
抗
争
︱

﹂
は
︑
四
世
紀
末
に
丹
波
地
方
の
政

治
集
団
の
首
長
層
に
変
動
が
生
じ
た
こ
と
を
︑
ヤ
マ
ト
政
権
の
内
部
抗
争

と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
網
野
銚
子
山
古
墳
の

墳
形
が
︑
佐
紀
古
墳
群
の
佐
紀

さ

き

陵
み
さ
さ
ぎ

山や
ま

古
墳
や
神
戸
市
垂
水
区
の
五ご

色し
き

塚づ
か

古
墳
の
そ
れ
と
酷
似
す
る
こ
と
や
︑
丹
波
出
身
で
垂
仁
天
皇
皇
后
︵
大
后
︶
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と
な
っ
た
日
葉
酢
媛
が
﹁
佐
紀
の
寺
間

て
ら
ま
の

陵
み
さ
さ
ぎ

﹂
に
葬
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
四
世
紀
代
の
丹
波
の
政
治
集
団
は
︑
佐
紀
政
権
と
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
み
る
︒
た
だ
し
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑
四
世
紀
末
の

ヤ
マ
ト
政
権
の
内
部
抗
争
の
結
果
︑
そ
の
勢
力
は
衰
退
し
︑
か
わ
っ
て
応

神
天
皇
側
に
加
担
し
た
海
部

あ
ま
べ
の

直
あ
た
い

氏
が
五
世
紀
に
入
っ
て
擡
頭
し
て
く
る

と
い
う
︒
短
篇
で
は
あ
る
が
︑
丹
後
地
方
の
盟
主
墳
の
推
移
に
も
目
配
り

し
︑
考
古
学
と
文
献
と
の
整
合
的
な
解
釈
を
摸
索
し
た
研
究
と
し
て
注
目

さ
れ
る
︒

な
お
︑
第
Ⅱ
部
に
関
聯
す
る
著
者
の
論
文
と
し
て
は
︑﹁
四
︑
五
世
紀

の
葛
城
南
部
に
お
け
る
首
長
系
列
の
交
替
﹂︵
﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄

一
三
七
︑
平
成
二
十
一
年
一
月
︶・﹁
百
済
王
家
の
内
紛
と
ヤ
マ
ト
政
権
︱
四

世
紀
末
の
争
乱
と
関
連
し
て
︱
﹂︵
﹃
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
四
四
︑
平
成

二
十
一
年
三
月
︶・﹁
五
世
紀
の
ヤ
マ
ト
政
権
と
日
向
﹂︵
﹃
つ
ど
い
﹄
二
六
一
︑

平
成
二
十
一
年
十
月
︶・﹁
四
・
五
世
紀
に
お
け
る
近
江
の
政
治
集
団
と
ヤ
マ

ト
政
権
﹂︵
﹃
大
阪
大
谷
大
学
文
化
財
研
究
﹄
一
二
︑
平
成
二
十
四
年
三
月
︶
な

ど
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
各
地
の
大
型
古
墳
と
そ
の
被
葬
者
で
あ
る
首
長

層
の
動
向
を
︑
四
世
紀
後
半
の
ヤ
マ
ト
政
権
内
部
の
抗
争
と
そ
れ
に
伴
う

政
権
交
替
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た
斬
新
な
研
究
な
の
で
︑
参
照
を
希
望

す
る
次
第
で
あ
る
︒

○

以
上
︑
駆
け
足
で
は
あ
っ
た
が
︑
本
書
所
収
の
諸
論
文
の
概
要
を
紹
介

し
つ
つ
︑
そ
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
や
︑
研
究
史
上
の
価
値
に
つ
い
て
の

べ
て
き
た
︒

著
者
の
研
究
の
特
色
を
一
言
で
云
え
ば
︑
徹
底
し
た
史
料
の
読
解
と
柔

軟
な
発
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
︑
独
創
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
餘
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
︑
著
者
の
独
擅

ど
く
せ
ん

場
じ
ょ
う

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
学

風
は
︑
文
献
史
学
に
飽
き
足
ら
ず
︑
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
・
考
古
学
な

ど
︑
幅
広
い
学
問
領
域
に
お
い
て
研
鑽
を
積
ま
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
著

者
と
同
世
代
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
団
塊
世
代
﹂
は
す
ぐ
れ
た
研
究
者
が
数
多

く
輩
出
し
た
が
︑
そ
の
な
か
で
も
著
者
の
業
績
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が

あ
る
︒
と
く
に
︑
ヤ
マ
ト
政
権
の
成
立
過
程
や
氏
族
伝
承
の
分
野
に
お
け

る
幾
多
の
論
文
・
著
書
は
︑
い
ず
れ
も
不
朽
の
光
芒

こ
う
ぼ
う

を
放
っ
て
い
る
︒
名

著
﹃
神
功
皇
后
伝
説
の
研
究
﹄︵
創
元
社
︑
昭
和
五
十
五
年
四
月
︶
は
︑
そ
の

代
表
作
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
著
者
の
厖
大
な
研
究
業
績
か
ら
み
れ
ば
︑
ご
く
一
部
に
過
ぎ

な
い
が
︑
そ
れ
で
も
本
書
収
録
の
諸
篇
は
︑
著
者
の
学
問
の
神
髄
を
よ
く

伝
え
て
い
る
と
思
う
︒
著
者
の
意
向
を
汲
み
つ
つ
︑
そ
う
し
た
編
輯
作
業

に
あ
た
っ
た
の
は
︑
お
も
に
西
川
寿
勝
氏
と
水
谷
千
秋
・
生
田
敦
司
の
両

氏
で
あ
る
︒
評
者
も
︑
編
集
委
員
に
名
前
を
連
ね
て
は
い
る
が
︑
わ
ず
か

に
校
正
を
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
程
度
で
︑
本
書
の
誕
生
は
︑
上

記
三
氏
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒

塚
口
義
信
著
﹃
邪
馬
台
国
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
謎
を
探
る
﹄
︵
荊
木
︶
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著
者
は
︑
本
年
め
で
た
く
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
︒
八
年
前
に
堺
女
子
短

期
大
学
学
長
を
退
か
れ
た
の
ち
も
︑
こ
れ
ま
で
温
め
て
こ
ら
れ
た
テ
ー
マ

に
つ
い
て
の
執
筆
や
︑
市
民
講
座
等
で
の
講
演
活
動
に
多
忙
な
日
々
を
過

ご
し
て
お
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
合
間
を
縫
う
よ
う
に
内
外
の
遺
蹟
を

丹
念
に
調
査
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
行
動
力
に
は
驚
嘆
の
ほ

か
な
い
︒

本
書
は
︑
著
者
の
古
稀
を
祝
賀
す
る
事
業
の
一
つ
と
し
て
企
劃
さ
れ
た

も
の
だ
が
︑
収
録
論
文
が
確
定
し
て
い
ざ
編
輯
作
業
が
始
ま
る
と
︑
著
者

に
よ
る
旧
稿
の
補
訂
は
徹
底
を
き
わ
め
た
︒
た
ん
な
る
字
句
の
修
正
に
留

ま
ら
ず
︑
と
き
に
数
頁
に
わ
た
る
原
稿
を
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く

な
か
っ
た
︒
夥
し
い
朱
筆
が
施
さ
れ
た
原
稿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
︑
編

集
委
員
は
思
わ
ず
襟
を
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
初
は
︑
旧
稿
を
テ
ー
マ

別
に
類
聚
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
単
純
な
作
業
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た

が
︑
結
果
と
し
て
著
者
に
多
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
︒
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
い
仕
儀
で
あ
っ
た
︒

最
後
に
な
っ
た
が
︑
本
書
の
刊
行
を
契
機
と
し
て
︑
昨
今
や
や
沈
滞
化

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︑
文
献
に
よ
る
六
・
七
世
紀
以
前
の
研
究
が
ふ

た
た
び
活
発
化
す
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
︑
も
っ
て
拙
い
書
評
の
結
び
と

し
た
い
︒

︵
Ｂ
５
判
総
二
五
五
頁
︑
本
体
二
四
〇
〇
円
︑
原
書
房
︑

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
八
日
刊
︶

︵
い
ば
ら
き

よ
し
ゆ
き
・

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
)
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