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演
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続
日
本
紀
・
二
つ
の
「
な
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？
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そ
の
一
、
な
ぜ
書
か
れ
な
か
っ
た
か
？ 

 

呰
麻
呂
の
結
末 

 
 

 
 

 
 

 
 

１ 

現
在
の
宮
城
県
栗
原
市
城
生
野
の
地
に
伊
治
城

（
こ
れ
は
り
の
き

）
が
築
か
れ
た
の
は
神
護
景
雲
元
年

（
七
六
七
）
十
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
土
地
は
、
多
賀
、

桃
生
の
二
つ
の
城
か
ら
更
に
北
進
し
た
、
奈
良
朝
廷

の
最
前
線
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
金
を

産
出
し
た
地
で
あ
る
。 

 
 

 

時
の
、
称
徳
天
皇
は
大
い
に
悦
び
関
係
者
を
賞
し
、

そ
の
翌
年
、
翌
々
年
と
相
次
い
で
坂
東
諸
国
に
令
し

て
移
民
を
奨
励
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
は
、「
俘
宕
百
姓

二
千
五
百
餘
人
置
伊
治
村
」
と
あ
る
か
ら
、
い
か
に

移
住
政
策
を
推
進
し
た
か
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ

の
政
策
は
、
以
前
か
ら
居
た
住
民
、
即
ち
蝦
夷
と
呼

ば
れ
た
人
た
ち
の
反
感
を
買
っ
た
。
宝
亀
五
年
、
彼

ら
の
蜂
起
が
あ
り
、
桃
生
城
が
襲
わ
れ
る
と
い
う
事

態
も
起
き
た
。
こ
れ
以
降
、
東
北
地
方
は
朝
廷
と
蝦

夷
の
間
に
緊
張
関
係
が
続
く
。 

朝
廷
は
蝦
夷
の
首
長
に
位
や
呼
称
を
与
え
、
大
領

（
郡
長
）
な
ど
に
登
用
し
、
夷
を
以
っ
て
夷
を
制
す
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十
月
史
遊
会
の
時
間
変
更 

大
分
先
の
こ
と
で
す
が
、
十
月
二
十
二
日(

水)

の
例 

会
の
時
間
を
都
合
に
よ
り
午
後
三
時
か
ら
五
時
に 

変
更
し
ま
す
。 

 
 

幹
事 



史遊会通信 No.232(2)                                                                            

る
と
い
う
策
を
取
っ
て
い
た
。
当
時
伊
治
郡
の
大
領

が
外
従
五
位
下
伊
治
公
呰
麻
呂
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
三
月
、
伊
治
公
呰
麻

呂
は
反
乱
を
起
こ
し
て
、
按
察
使
陸
奥
守
紀
広
純
を

殺
し
、
陸
奥
国
の
国
府
・
多
賀
城
を
襲
っ
て
財
を
奪

い
焼
き
払
っ
た
。
続
日
本
紀
（
以
下
続
紀
）
に
よ
れ

ば
、
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋
大
楯
と
確
執
あ
り
、
機
会
を

み
て
こ
れ
を
殺
し
、
つ
い
で
広
純
を
害
し
た
、
と
い

う
。
伊
治
か
ら
多
賀
ま
で
押
し
寄
せ
財
を
奪
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
単
純
な
個
人
間
の
争
い
で
は
な
く
、

原
住
民
と
侵
入
者
と
の
対
立
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

朝
廷
は
衝
撃
を
受
け
、
す
ぐ
さ
ま
兵
部
卿
藤
原
継

縄
（
南
家
）
を
征
東
大
使
、
大
伴
益
立
、
紀
古
佐
美

を
副
使
に
任
じ
て
討
伐
に
当
た
ら
せ
た
。
継
縄
は
遥

任
で
あ
る
。 

し
か
し
、
戦
果
上
が
ら
ぬ
た
め
九
月

に
は
継
縄
を
更
迭
し
、
藤
原
小
黒
麻
呂
（
北
家
）
を

持
節
征
東
大
使
と
し
て
、
現
地
に
赴
か
せ
た
。
坂
東
、

北
陸
諸
国
に
命
じ
て
幾
度
か
食
料
や
軍
衣
を
調
達
し

て
い
る
。
そ
の
後
何
度
か
督
戦
の
勅
書
や
、
人
事
の

記
事
は
あ
る
が
討
伐
し
た
と
い
う
報
告
は
な
い
。 

翌
年
天
応
元
年
六
月
、
新
帝
・
桓
武
天
皇
は 

「
去
る
五
月
廿
四
日
の
奏
状
を
得
て
、
具
に
消
息

を
知
り
ぬ
。
但
し
、
彼
の
夷
俘
の
性
と
為
る
こ
と
、

蜂
の
ご
と
く
に
む
ら
が
り
、
蟻
の
ご
と
く
に
あ
つ
ま

り
て
首
と
し
て
乱
階
を
為
す
。
攻
む
れ
ば
即
ち
山
藪

に
奔
り
し
り
ぞ
き
、
放
せ
ば
即
ち
城
塞
を
侵
し
掠
む
。

而
し
て
伊
佐
西
古
・
諸
紋
・
八
十
嶋
・
乙
代
等
は
賊

の
中
の
首
に
し
て
一
以
っ
て
千
に
当
る
。
迹
を
山
野

に
か
く
し
、
機
を
窺
い
隙
を
伺
え
ど
も
、
我
が
軍
威

を
畏
れ
て
、
未
だ
敢
え
て
毒
を
ほ
し
い
ま
ま
に
せ
ず
。

今
将
軍
ら
、
未
だ
一
つ
の
首
斬
ら
ず
し
て
先
ず
軍
を

解
く
。
事
已
に
行
い
訖
り
て
之
を
如
何
と
も
す
る
な

し
。
但
先
後
の
奏
状
を
見
る
に
、
賊
衆
四
千
餘
人
に

し
て
そ
の
首
を
斬
る
所
僅
か
に
七
十
餘
人
、
遺
る
衆

な
お
多
し
。
何
ぞ
先
ず
凱
旋
を
献
ら
ん
と
す
み
や
か

に
京
へ
向
う
こ
と
を
請
う
べ
け
む
。
た
と
え
旧
例
あ

り
と
も
朕
取
ら
ず
。
副
使
内
蔵
忌
寸
全
成
・
多
朝
臣

犬
養
等
の
一
人
、
駅
に
乗
り
て
京
に
入
り
、
先
ず
軍

の
中
の
委
曲
を
申
し
、
そ
の
餘
は
後
の
処
分
を
待
つ

べ
し
。」 

こ
の
勅
書
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
二
ヵ
月
後

の
天
応
元
年
八
月
、
小
黒
麻
呂
は
都
へ
凱
旋
し
た
。

続
紀
に
は
「
八
月
辛
亥
陸
奥
按
察
使
正
四
位
下
藤
原

朝
臣
小
黒
麻
呂
、
征
伐
事
畢
り
て
入
朝
す
。
特
に
正

三
位
を
授
け
る
」
と
あ
る
。
続
紀
の
同
年
六
月
か
ら

八
月
ま
で
の
記
事
を
繰
り
返
し
見
て
も
、
小
黒
麻
呂

が
兵
部
卿
か
ら
民
部
卿
に
移
っ
た
と
い
う
他
、
呰
麻

呂
や
朝
廷
軍
の
記
事
は
全
く
な
い
。
反
乱
軍
が
ど
う

な
っ
た
か
の
記
述
も
な
い
。 

こ
の
二
ヵ
月
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
呰
麻
呂
は

ど
う
な
っ
た
の
か
？
そ
し
て
小
黒
麻
呂
が
違
勅
の
罪

に
も
問
わ
れ
ず
、
三
階
級
特
進
し
た
の
は
な
ぜ
か
。 

 
 
 

 
 

 
 

３ 

三
階
級
特
進
は
尋
常
で
は
な
い
。
都
中
が
熱
狂
す

る
大
勝
利
を
収
め
て
帰
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
ヶ
月

前
に
叱
責
の
勅
が
出
さ
れ
た
の
に
こ
の
褒
賞
な
の
だ

か
ら
、
そ
の
勝
利
の
記
事
は
、
続
紀
が
編
纂
さ
れ
る

に
当
っ
て
、
消
さ
れ
た
の
で
は
？ 

編
纂
者
は
継
縄
で
あ
る
。
前
任
の
征
東
大
使
で
小

黒
麻
呂
に
替
え
ら
れ
た
。
南
家
と
北
家
で
同
世
代
、

互
い
に
帝
寵
を
争
う
仲
で
あ
る
。
ラ
イ
バ
ル
意
識
も

強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
二
階
級
も
上
で
あ
っ

た
の
に
逆
転
さ
れ
て
面
白
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
小

黒
麻
呂
の
手
柄
な
ど
誰
が
書
い
て
や
る
も
の
か
。 

呰
麻
呂
事
件
の
終
末
が
闇
に
消
え
て
い
る
理
由
を

私
は
最
初
、
継
縄
の
小
黒
麻
呂
に
対
す
る
嫉
妬
心
で

あ
ろ
う
と
考
え
た
。
昨
年
六
月
、「
史
遊
会
通
信
」
の

『
伊
治
公
呰
麻
呂
事
件
』
は
そ
の
趣
旨
で
書
い
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
、
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
。 

対
え
み
し
戦
争
で
大
会
戦
が
果
た
し
て
有
り
得
た

で
あ
ろ
う
か
。
朝
廷
軍
の
完
全
勝
利
、
と
言
え
る
戦

闘
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
無
か
っ
た
、
と
考
え
る
。 

五
月
の
奏
状
で
小
黒
麻
呂
は
「
こ
れ
は
ゲ
リ
ラ
戦

で
、
泥
沼
の
様
な
、
終
り
の
な
い
戦
で
す
。
」
と
い
う

こ
と
を
訴
え
た
こ
と
が
六
月
の
勅
で
察
せ
ら
れ
る
。
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ま
さ
に
攻
め
れ
ば
山
や
藪
に
か
く
れ
、
放
っ
て
お
く

と
攻
め
て
く
る
。
朝
廷
軍
は
い
い
よ
う
に
あ
し
ら
わ

れ
る
。
前
年
十
二
月
、
副
将
軍
百
済
王
俊
哲
は
賊
に

囲
ま
れ
、
辛
う
じ
て
囲
み
を
破
る
を
得
た
。。 

只
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
朝
廷
は
畿
内
や
西
国
の

戦
争
経
験
で
判
断
す
る
か
ら
理
解
が
出
来
な
か
っ
た
。

ま
し
て
軍
を
解
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
直
接
聞
き

た
い
か
ら
、
副
使
を
よ
こ
せ
、
と
命
じ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
を
見
た
小
黒
麻
呂
は
自
分
が
直
接
天
皇
に

説
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
自

分
が
説
け
ば
解
か
っ
て
貰
え
る
が
、
他
の
者
で
は
駄

目
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
桓
武
天
皇
と
そ
れ
だ
け
昵
懇

で
あ
る
と
い
う
自
負
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
敢
え
て
違

勅
で
あ
ろ
う
と
、
彼
は
上
京
を
強
行
し
た
。 

即
ち
、
継
縄
が
書
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
書

く
材
料
が
そ
も
そ
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
何
故
、
三
階
級
も
特
進
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

私
は
、
天
皇
は
小
黒
麻
呂
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
を

じ
っ
く
り
と
聞
き
、
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
東
北
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て

知
識
を
吸
収
す
る
と
こ
ろ
、
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た

の
だ
と
考
え
る
。
後
に
坂
上
田
村
麻
呂
を
起
用
し
て

以
降
大
い
に
北
へ
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
こ

の
報
告
が
役
立
っ
た
。 

し
か
し
、
朝
廷
と
し
て
は
、
諸
国
に
命
じ
て
兵
士

や
食
料
、
軍
衣
を
動
員
し
た
以
上
、
大
勝
利
で
収
束

し
た
、
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ウ
ヤ
ム
ヤ
の
内
に

終
ら
せ
る
こ
と
は
、
国
の
体
面
上
出
来
な
か
っ
た
。 

小
黒
麻
呂
の
三
階
級
特
進
は
「
凱
旋
」
を
誰
に
も

強
く
印
象
付
け
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。 

継
縄
も
翌
九
月
に
は
正
三
位
に
昇
格
し
て
い
る
。
、 

 

そ
の
二
、
な
ぜ
、
桓
武
天
皇
は
自
分
の
治
世 

ま
で
書
か
せ
た
か 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

称
徳
天
皇
は
道
鏡
を
皇
嗣
と
す
る
希
望
を
阻
ま
れ
、

皇
太
子
を
立
て
ず
薨
じ
た
。
廷
臣
は
割
れ
た
。 

左
大
臣
藤
原
永
手
は
白
壁
王
を
、
右
大
臣
吉
備
真

備
は
文
室
浄
三
（
元
智
努
王
）
を
押
し
た
。
前
者
は

天
智
天
皇
、
後
者
は
天
武
天
皇
の
孫
で
あ
る
。
結
局
、

藤
原
一
族
の
結
束
に
天
武
派
は
屈
し
て
、
白
壁
王
が

六
十
二
歳
で
即
位
し
光
仁
天
皇
と
な
っ
た
。 

私
は
、
こ
の
時
か
ら
既
に
藤
原
一
族
は
、
白
壁
王

の
子
、
山
部
王
を
次
に
予
定
し
て
い
た
と
思
う
。
光

仁
天
皇
は
老
齢
で
、
山
部
王
は
三
三
歳
、
闊
達
で
鷹

狩
り
な
ど
を
好
み
、
藤
原
一
門
の
若
手
や
姫
達
と
親

交
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
皇
族
と
は
い
っ
て
も
、

天
智
系
で
卑
母
の
所
生
、
皇
位
な
ど
望
む
べ
く
も
な

か
っ
た
か
ら
、
中
級
官
吏
と
し
て
人
交
わ
り
を
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。 

光
仁
天
皇
即
位
の
大
義
名
分
は
、
聖
武
天
皇
の
婿

と
い
う
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
皇
太
子
は
皇
后
と
な
っ

た
井
上
内
親
王
か
ら
生
ま
れ
た
他
戸
皇
子
で
あ
っ
た

が
、
二
年
後
に
母
子
と
も
に
謀
反
の
嫌
疑
で
幽
閉
さ

れ
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
四
月
に
亡
く
な
る
。
続

紀
に
は
「
井
上
内
親
王
他
戸
王
並
卒
」
と
あ
る
が
、

同
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
殺
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。 

山
部
王
は
皇
太
子
に
な
る
。
こ
れ
に
は
藤
原
百
川

の
力
が
大
き
か
っ
た
、
と
後
に
桓
武
天
皇
が
述
懐
し

て
い
る
。（
続
日
本
後
紀
・
承
和
十
年
七
月
庚
戌
条
）

藤
原
氏
が
、
陰
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
か
く
し
て
光
仁
天
皇
は
十
年
で
老
齢
を
理

由
に
退
位
、
山
部
王
は
桓
武
天
皇
と
な
っ
た
。 

 
 
 

 
 

 
 

２ 

桓
武
天
皇
は
漢
帝
国
の
武
帝
に
心
酔
し
、
自
ら
を

武
帝
に
擬
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
山
部
王
時
代
、
彼

は
大
学
頭
の
経
歴
が
あ
り
、
漢
籍
や
故
事
に
詳
し
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

桓
武
の
桓
は
「
大
き
い
、
勇
ま
し
い
」
と
い
う
意

と
い
う
。
早
く
言
え
ば
「
偉
大
な
武
」
で
あ
る
。
諡

号
は
薨
去
後
に
奉
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
生
前
に

ふ
さ
わ
し
い
名
を
捧
げ
る
だ
ろ
う
。 

武
帝
は
衛
青
、
霍
去
病
ら
を
派
遣
し
て
西
域
を
攻

め
、
桓
武
天
皇
は
坂
上
田
村
麻
呂
等
を
派
遣
し
東
北

の
領
域
を
拡
げ
た
。
さ
ら
に
は
、
か
か
る
外
征
が
庶

民
を
苦
し
め
る
の
は
本
意
で
な
い
と
し
て
、
中
止
の

勅
令
を
だ
し
た
こ
と
ま
で
共
通
し
て
い
る
。
武
帝
が

晩
年
西
征
を
止
め
さ
せ
た
「
輪
臺
の
詔
」
が
伝
え
ら
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れ
、
桓
武
天
皇
に
緒
嗣
・
真
道
の
「
天
下
徳
政
相
論
」

の
話
が
あ
る
。
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）「
緒
嗣
議

し
て
云
く
、「
方
今
天
下
の
苦
し
む
所
は
軍
事
と
造
作

な
り
。
こ
の
両
事
を
停
む
れ
ば
百
姓
こ
れ
に
安
ん
ぜ

ん
」
。
こ
れ
に
対
し
、
真
道
は
反
対
し
た
が
、
桓
武
天

皇
は
緒
嗣
説
を
採
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
真
道
あ

た
り
が
武
帝
の
詔
を
桓
武
天
皇
に
献
策
し
、
緒
嗣
と

組
ん
で
打
っ
た
芝
居
で
あ
ろ
う
。
桓
武
天
皇
、
真
道

と
も
武
帝
の
詔
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

更
に
大
き
な
共
通
点
と
し
て
「
道
教
」
が
あ
る
。 

武
帝
は
道
教
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。「
史
記
」
の
孝

武
本
紀
は
司
馬
遷
の
書
い
た
も
の
が
逆
鱗
に
ふ
れ
他

の
も
の
が
書
い
た
と
い
う
が
、
記
事
は
天
を
祀
る
話

で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
武
帝
の
「
泰
山
封
禅
」
は
有

名
で
あ
る
が
、
桓
武
天
皇
も
二
度
、
交
野
で
「
郊
天

祭
祀
」
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
教
の
行
事

で
あ
り
、
中
国
で
は
皇
帝
が
天
を
祀
る
の
は
当
然
だ

が
、
日
本
で
は
初
め
て
と
い
う
。
ま
た
、
長
岡
京
は

道
教
の
精
神
で
築
か
れ
た
（
高
橋
徹
著
「
道
教
と
日

本
の
宮
都
」
）
と
い
う
説
が
あ
り
、
長
岡
京
の
域
内
に

は
仏
教
寺
院
が
な
か
っ
た
。 

で
は
、
武
帝
に
自
ら
を
擬
す
る
事
と
、
史
書
に
自

ら
の
治
世
を
書
か
せ
る
事
と
、
ど
う
繋
が
る
の
か
。 

歴
史
書
の
始
め
は
司
馬
遷
の
「
史
記
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
武
帝
の
命
令
で
司
馬
遷
が
書
き
、
献
上
し
た
。

彼
は
、
武
帝
の
治
世
を
「
孝
武
本
紀
」
に
書
い
た
が
、

武
帝
が
差
し
替
え
さ
せ
た
と
い
う
。 

そ
の
後
中
国
で
は
、
天
命
革
ま
っ
て
王
朝
が
交
替

す
る
と
、
後
の
王
朝
が
先
朝
の
こ
と
を
書
く
の
が
通

例
に
な
る
。 

桓
武
天
皇
が
、
修
史
事
業
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
も
、

自
ら
の
治
世
ま
で
書
か
せ
た
の
も
、
武
帝
に
見
習
っ

た
と
考
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

３ 

桓
武
天
皇
が
自
分
の
治
世
ま
で
続
日
本
紀
に
書
か

せ
た
理
由
の
も
う
一
つ
は
、
後
世
に
自
分
の
登
位
や

治
世
が
ど
の
よ
う
に
伝
わ
る
か
、
気
が
か
り
で
あ
っ

た
こ
と
に
あ
る
。 

井
上
皇
后
と
他
戸
皇
太
子
は
、
光
仁
天
皇
の
命
を

呪
詛
し
た
、
と
い
う
。
し
か
し
天
皇
は
老
齢
で
あ
り
、

皇
太
子
の
地
位
は
確
立
し
て
い
る
の
に
、
呪
詛
す
る

理
由
が
な
い
。（
呪
詛
の
話
は
、
武
帝
の
晩
年
に
宮
廷

内
で
起
き
た
「
巫
蠱
の
乱
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
武

帝
の
皇
后
・
皇
太
子
は
廃
さ
れ
自
殺
し
て
い
る
。）
前

述
の
よ
う
に
藤
原
氏
が
光
仁
天
皇
に
讒
言
し
て
皇

后
・
皇
太
子
を
廃
し
、
や
が
て
殺
害
し
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
桓
武
天
皇
の
責
任
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
暗
い
影
を
落
と
し
た
。
更
に
即

位
後
、
皇
太
弟
と
し
た
早
良
皇
子
の
死
に
つ
い
て
は

責
任
を
免
れ
な
い
。 

父
光
仁
天
皇
は
譲
位
の
際
、
山
部
王
に
同
母
弟
、

早
良
皇
子
を
皇
太
子
と
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
桓
武

は
同
意
し
た
が
、
後
に
寵
臣
の
藤
原
種
継
暗
殺
事
件

に
関
与
し
た
と
し
て
退
け
、
早
良
皇
子
は
自
殺
し
て

し
ま
う
。 

こ
の
こ
と
は
、
他
戸
皇
子
以
上
に
桓
武
天
皇
の
傷

に
な
っ
た
。
後
々
ま
で
そ
の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
、
崇

道
天
皇
の
諡
号
を
贈
り
魂
魄
を
慰
め
て
い
る
。 

母
親
、
高
野
新
笠
は
百
済
の
武
寧
王
の
後
裔
、
和

乙
継
の
娘
。
白
壁
王
の
初
め
て
の
女
性
だ
っ
た
ら
し

い
。
百
済
か
ら
渡
来
し
た
人
の
子
孫
は
、
河
内
、
山

背
に
固
ま
っ
て
住
ん
で
い
た
。
当
時
、
人
種
差
別
が

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
桓
武
天
皇
も
「
朕
の
外
戚
」

と
し
て
隠
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
、
気
に
は
な
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
個
人
的
負
の
部

分
が
、
後
世
ど
う
伝
わ
る
か
、
神
経
を
使
っ
た
結
果
、

続
日
本
紀
は
延
暦
十
年
ま
で
書
き
込
む
こ
と
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

百
済
王
明
信
と
い
う
女
性
が
い
た
。
桓
武
天
皇
の

初
恋
の
人
で
は
、
と
言
わ
れ
る
が
、
継
縄
の
妻
と
な

っ
て
い
た
。
尚
侍
（
な
い
し
の
か
み
）
で
あ
り
、
死
後
、

従
二
位
を
贈
ら
れ
て
い
る 

明
信
は
天
皇
の
秘
書
的
役
割
も
勤
め
て
い
た
ら
し

い
。
継
縄
夫
妻
は
百
済
系
の
多
く
住
む
交
野
に
別
荘

を
も
ち
、
桓
武
天
皇
は
度
々
訪
れ
て
い
る
。 

 

続
日
本
紀
最
後
の
六
巻
は
こ
の
三
人
が
額
を
突

き
合
わ
せ
て
練
り
上
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
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リ
ス
ト
ラ
に
な
っ
た
武
士 
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藤 
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一 

 

戦
国
時
代
で
は
池
田
輝
政
に
仕
え
て
い
た
毛
利
重

能
と
い
う
武
士
が
い
た
。
武
芸
に
は
あ
ま
り
と
り
え

が
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
ソ
ロ
バ
ン
は
達
者
で
あ
っ

た
。
関
ヶ
原
戦
と
い
う
戦
い
の
節
目
に
武
士
を
辞
め
、

京
都
の
京
極
辺
り
に
ソ
ロ
バ
ン
の
塾
を
作
り
ソ
ロ
バ

ン
師
匠
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。 

 

毛
利
は
現
在
の
兵
庫
県
瓦
林
の
出
身
で
あ
る
こ
と

は
著
書
の
『
割
算
書
』
の
跋
文
に
「
…
摂
津
国
武
庫

郡
瓦
林
之
住
人
今
京
都
に
住
…
」
と
書
か
れ
て
い
る

か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
池
田
輝
政
に
仕
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
昭
和
二
年
刊
行
の
『
日
本
古
典
全
集

「
古
代
数
学
集
」
』( 

與
謝
野
寛
、
正
宗
敦
夫
、
與
謝

野
晶
子 

編
簒)

に
も
書
か
れ
て
い
る
。
解
題
の
部
分

に
書
い
て
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
明
治
時
代
に
な
っ

て
か
ら
発
表
さ
れ
た
川
北
朝
鄰
の
調
査
を
も
と
に
し

て
い
る
よ
う
だ
。
川
北
は
吉
田
光
由
の
調
査
を
し
て

い
た
が
、
京
都
の
嵐
山
千
光
寺
の
丸
山
戒
岳
か
ら
の

調
査
の
通
知
か
ら
吉
田
光
由
と
角
倉
了
以
な
ど
の
関

係
を
知
っ
た
。
川
北
は
そ
の
事
実
の
出
所
を
問
い
あ

わ
せ
て
い
る
の
で
、「
角
倉
源
流
系
図
稿
」
に
い
き
つ

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
角
倉
源
流
系
図
稿
」
は
宇
多

天
皇
、
敦
賀
親
王
か
ら
続
く
も
の
で
、
吉
田
氏
の
祖

で
あ
る
嚴
秀
、
角
倉
氏
の
祖
で
あ
る
徳
春
な
ど
も
書

か
れ
、
光
由
に
つ
い
て
は
三
十
六
行
も
書
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
続
い
て
一
字
下
げ
て
重
能
に
つ
い
て
十

三
行
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
を
追
加
し
た
の
は
吉

田
光
由
の
五
男
の
光
玄
で
加
州
太
守
の
命
に
よ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
命
令
が
何
故
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

吉
田
家
と
前
田
家
は
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
田
利
家
の
二
男
の

利
政
は
関
が
原
戦
で
は
徳
川
家
康
に
従
わ
ず
、
戦
後

所
領
を
没
収
さ
れ
た
。
彼
の
娘
を
妻
に
し
た
の
が
角

倉
与
一(

玄
紀)

で
あ
る
。
彼
は
了
以
の
長
男
玄
之
の

長
子
玄
紀
で
あ
る
。 

光
由
の
父
は
周
庵
と
い
い
、
土
方
丹
後
守
に
仕
え

た
医
者
で
あ
り
、
周
庵
の
父
は
宗
達
と
い
い
池
田
三

左
衛
門
に
仕
え
た
医
者
で
あ
っ
た
。
光
由
の
教
育
に

つ
い
て
は
父
よ
り
も
む
し
ろ
祖
父
が
口
を
出
す
で
あ

ろ
う
か
ら
、
幼
い
時
は
毛
利
の
塾
に
通
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。 

 

毛
利
は
塾
で
使
う
『
割
算
書
』
を
元
和
八
年
に
刊

行
し
た
。
昭
和
の
時
代
で
は
『
割
算
書
』
が
日
本
で

刊
行
さ
れ
た
数
学
書
で
最
も
古
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
、
龍
谷
大
学
か
ら
古
い
数
学
書
が
見
つ
か
り

一
番
古
く
は
な
く
な
っ
た
が
、
本
自
体
は
か
な
り
完

成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
も
の
が
何
度
も

書
き
直
さ
れ
た
と
、
推
察
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代

に
な
っ
て
か
ら
外
国
か
ら
伝
わ
っ
て
来
た
内
容
は
な

い
。
全
て
が
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
に
中
国
や
朝
鮮

か
ら
入
っ
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
時

の
日
本
の
数
処
理
の
方
法
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、

こ
の
こ
ろ
他
に
も
数
学
書
に
類
す
る
も
の
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
日
用
数
学
で
あ
る
。 

九
九
の
よ
う
に
暗
記
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
が
最

初
に
く
る
。
そ
れ
で
も
九
九
は
な
く
、
割
算
の
九
九

の
よ
う
な
「
八
算
」
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
算

用
記
』
も
『
割
算
書
』
も
同
じ
で
、
二
一
天
作
五
で

始
ま
る
一
桁
で
割
る
呼
び
声
、
四
十
四
で
割
る
割
り

声
、
四
十
三
で
割
る
割
り
声
、
十
六
で
割
る
割
り
声

な
ど
は
頻
繁
に
使
う
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
様
々

な
容
器
の
容
積
を
求
め
る
こ
と
や
、
利
息
の
計
算
、

両
替
え
計
算
、
そ
れ
に
飛
鳥
・
奈
良
時
代
か
ら
の
比

例
配
分
で
あ
る
「
衰
分
」、
普
請
の
問
題
で
は
「
登
り

坂
の
問
題
」
と
言
わ
れ
る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
人
に
尋
ね
る
べ
し
、
と
『
算

用
記
』
に
は
述
べ
て
い
る
が
、『
割
算
書
』
で
も
計
算

法
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
は

現
在
で
は
難
し
い
問
題
で
は
な
く
、
三
平
方
の
定
理

程
度
で
求
め
ら
れ
る
が
、
多
少
面
倒
で
あ
る
。
三
平

方
は
勾
股
弦
と
い
っ
て
自
由
に
使
い
こ
な
す
の
は
江

戸
時
代
の
数
学
か
ら
で
あ
る
。 
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か
ら
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上
す
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針
新
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高
橋 

正
彦 

「
天
皇
陵
の
平
面
図
の
基
準
線
は
真
北
線
と
経
年

変
化
す
る
磁
北
線
の
二
本
で
あ
る
」
と
の
仮
説
の
障

害
の
ひ
と
つ
は
紀
元
四
〇
〇
年
以
前
の
磁
気
サ
ン
プ

ル
が
不
安
定
な
炉
蹟
に
由
来
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
最
近
岡
山
理
科
大
の
畠
山
唯
達
氏
に
よ

っ
て
三
・
四
世
紀
代
の
新
た
な
地
磁
気
変
移
パ
タ
ー

ン
が
打
ち
出
さ
れ
た(

下
図
の
曲
線)

。
こ
の
新
見
解

は
「
新
資
料
に
依
る
よ
り
は
、
既
存
デ
ー
タ
の
誤
差

の
処
理
法
に
よ
る
」
と
の
説
明
を
得
た
。
そ
の
特
色

は
紀
元
三
〇
〇
年
前
後
に
東
偏
と
西
偏
が
大
き
く
入

替
わ
る
点
に
あ
り
、
前
後
の
年
代
に
類
例
を
見
ず
、

解
釈
に
苦
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。 

然
る
に
最
近
こ
れ
を
裏
付
け
る
新
た
な
資
料
が
水

月
湖
年
縞
に
存
在
す
る
可
能
性
に
気
付
い
た
。 

…
…
糸
田
千
鶴
他
／
岩
石
磁
気-

-
-
--

に
よ
る

水
月
湖
の
堆
積
環
境
変
化
の
研
究
／
日
大
文
理

学
部
自
然
科
学
研
究
紀
要v

2
8

・1
9
9
3 

畠
山
デ
ー
タ
に
よ
る
曲
線
と
、
糸
田
磁
気
曲
線
は
、

現
状
で
対
校
し
て
も
相
関
は
見
え
難
い
。
と
こ
ろ
が

水
月
湖
磁
力
変
移
の
折
れ
線
を
十
五
年
ほ
ど
引
下
げ

る
と
一
〇
〇
～
四
〇
〇
年
間
に
相
関
が
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
水
月
湖
サ
ン
プ
ル
の
年
代
校
定
は
、
琵
琶

湖
堆
積
層
の
堆
積
速
度
と
の
大
ま
か
な
相
関
に
よ
り
、

厳
密
な
年
縞
計
測
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
堆
積
速

度
推
計
に
若
干
の
遅
速
の
誤
差
が
あ
る
模
様
で
あ
る
。 

【
水
月
湖
年
縞
で
分
か
る
事
実
】 

紀
元
一
〇
〇
～
四
〇
〇
年
に
か
け
て
偏
角
は
Ｅ

(

東
偏)

か
ら
Ｗ
に
変
移
す
る
が
、
そ
の
過
程
は
平
滑

で
は
な
く
小
幅
の
上
下
動
を
含
む
よ
う
に
見
え
る
。

但
し
、
そ
の
振
幅
は
畠
山
パ
タ
ー
ン
の
プ
ラ
ス
マ
イ

ナ
ス
一
〇
度
に
及
ぶ
程
大
幅
で
は
な
い
。
こ
れ
は
紀

元
四
〇
〇
年
頃
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
れ
を
参
考
に
、
偏

角
の
実
際
の
変
移
を
両
者
の
中
間
と
仮
定
す
る
と
、 

① 

偏
角
Ｅ(

東
偏)

か
ら
Ｗ
へ
の
移
行
点
は
紀
元

三
六
〇
年
ご
ろ
。（
畠
山
パ
タ
ー
ン
の
三
〇
〇
年
西

偏
部
分
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
） 

② 

紀
元
四
五
〇
年
頃
の
水
月
湖
パ
タ
ー
ン
弱
東

偏
部
分
は
若
干
強
く
判
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
②
の
仮
定
は
、
偏
角
の
Ｅ
か
ら
Ｗ
へ
の
移
行
時

期
を
渋
谷
説
よ
り
遅
い
四
五
〇
年
頃
に
置
く
広
岡
説

を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。(

上
図
の
陶
村
曲
線
は
渋

谷
お
よ
び
前
中
説
に
基
づ
い
て
い
る)

。 

 
 

…
…
以
上
の
整
理
に
よ
り
…
… 

●
上
図
の
陶
村
偏
角
線
を
強
く
評
価
す
る
場
合 

偏
角
の
Ｅ
・
Ｗ
移
行
点
は
紀
元
三
八
〇
年
頃
、 

●
水
月
年
縞
偏
角
を
強
く
評
価
す
る
場
合
、
Ｅ
・

-

◆-

折
れ
線
は
水
月
湖
の
地
磁
気
変
移 

 
(

糸
田
千
鶴
他1

9
9

3

年
の
図
上
値
に
よ
る) 

(

Ｘ
座
標
は
天
井
の
ス
ケ
ー
ル
基
準
、
下
端
ス
ケ 

ー
ル
に
対
し
て
約
十
五
年
右
に
移
動
し
て
い
る) 

●
破
線
前
半
は
前
中
一
晃1

9
9

7

後
半
は
畠
山2

0
1
3
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Ｗ
移
行
時
期
は
三
四
〇
年
頃
と
推
計
し
う
る
。 

こ
の
様
な
整
理
は
、
箸
墓(

初
原
的
形
式
を
持
ち
、

陵
基
準
線
は
特
異
な
東
７
度
を
取
る)

の
年
代
推
定

に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
即
ち
陶
村
パ
タ
ー
ン
の
場

合
、
箸
墓
の
年
代
は
、
紀
元
三
八
〇
年
頃
、
水
月
湖

パ
タ
ー
ン
の
場
合
は
三
四
〇
年
頃
と
な
る
。 

【
水
月
湖
年
縞
の
堆
積
地
磁
気
の
再
検
討
】 

水
月
湖
年
縞
に
お
け
る
堆
積
層
地
磁
気
の
測
定
は

こ
の
よ
う
に
重
大
な
意
義
を
持
ち
、
そ
の
精
密
な
再

測
定
・
年
縞
に
基
づ
く
精
密
な
年
代
決
定
、
地
磁
気

変
移
の
範
囲
の
確
定
が
望
ま
れ
る
。 

…
…
然
る
に
、
水
月
湖
サ
ン
プ
ル
採
取
点
は
水
深

三
八
メ
ー
ト
ル
。
こ
こ
か
ら
更
に
二
メ
ー
ト
ル
コ
ア

を
打
ち
込
む
の
は
難
題
で
あ
り
、
よ
り
簡
易
な
方
法

等
御
助
言
を
広
く
要
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す 

【
陵
基
準
線
と
偏
角
と
の
相
関
】 

古
墳
時
代
中
期
の
天
皇
陵
に
於
い
て
方
部
角
か
ら

円
に
至
る
接
点A

・B

に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。 

(

陵
の
両
角
か
らA

・B

に
至
る
陵
の
水
際
線
＝
側

線
は
軸
線
上
で
交
わ
る
。
是
は
中
期
の
天
皇
陵
平
面

の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
。) 

点A
B

及
び
軸
線
の
作
図
過
程
を
推
論
す
る
に
、
諸

陵
に
お
い
て
軸
線
・O

A
,
O
B

何
れ
か
が
真
北
基
準
方

位
、
残
余
の
半
端
な
方
位
は
磁
針
に
よ
る
と
考
え
る
。

(

図
の
御
廟
山
は
軸
が
磁
針
基
準
方
位
＝
Ｗ1

7.6

度

で
あ
る
。
軸
線
が
磁
針
方
位
を
取
る
場
合
は
多
い
。) 

接
線
の
作
図
に
は
規
玖(

曲
尺)

が
用
い
ら
れ
た
。
規

玖
は
天
地
創
造
の
象
徴
で
あ
る
。 

●AOB

の
な
す
角
度
は
天
皇
陵
中
期
で
は
略
直
角

で
あ
る
の
に
対
し
、
発
生
期
で
は
鈍
角
と
な
り
、
バ

ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
側
線
はA

・B

の
内
側
を
通
り
、

か
つ
頚
の
細
い
デ
ザ
イ
ン
と
な
る
。 

箸
墓
はAO

が
真
北
よ
り
戌(-

60

度)

の
方
位
、
軸

は
寅(

＋60

度)

か
ら
更
に
東7.9

度
に
偏
し
て
い
る

(

＝
偏
角E7.9

度)

。 

【
地
磁
気
変
移
に
関
す
る
将
来
の
展
望
】 

仮
に
水
月
湖
年
縞
の
抽
出
に
よ
っ
て
紀
元
四
世
紀

に
お
け
る
地
磁
気
の
永
年
変
化
が
確
認
さ
れ
た
時
に
、

地
磁
気
永
年
変
化
に
関
す
る
異
論
問
題
、
更
に
は
、

箸
墓
等
天
皇
諸
陵
に
関
す
る
平
面
企
画
基
準
線
の
解

釈
、
及
び
、
そ
の
意
味
す
る
年
次
も
連
動
的
に
確
認

さ
れ
る
様
に
思
わ
れ
る
。 

 

…
…
水
月
湖
年
縞
抽
出
が
全
て
の
鍵
と
な
ろ
う 

 
 
 

 
 

 

二
〇
一
四
年
五
月
三
十
一
日 
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自
由
原
稿 

出
雲
大
社
再
考 

（四
） 

 
 

祭
神
論
争
で
飛
び
出
し
た
北
島
本
流
説 

 

 
 
 
 

村 

上 

邦 

治 

 

明
治
十
年
に
入
り
、
神
道
界
は
、
未
曾
有
の
教
義

論
争
で
、
沸
き
立
っ
て
い
た
。
新
し
く
結
成
さ
れ
た

神
道
事
務
局
の
神
殿
に
は
、
造
化
三
神
（
天
御
中
主

神
・
高
皇
産
霊
神
・
神
皇
産
霊
神
）
と
、
天
照
大
神

の
四
神
を
、
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
出
雲
大

社
大
宮
司
第
八
十
代
出
雲
国
造
兼
大
教
上
千
家
尊
福

が
、「
四
神
に
加
え
、
大
国
主
神
を
表
名
合
祀
す
べ
し
」

と
、
繰
り
返
し
建
議
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

伊
勢
神
宮
大
宮
司
兼
大
教
上
田
中
頼
庸
が
、
頑
強
に

反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
神
道
界
は
、
出
雲
派
と
伊
勢

派
に
分
か
れ
、
大
紛
争
に
な
っ
た
。 

尊
福
の
主
張
は
、
天
神
の
勅
に
よ
り
、
顕
界
は
皇

上
が
統
治
し
、
幽
冥
界
は
大
国
主
神
が
、
主
宰
す
る

と
と
も
に
、
天
下
の
諸
神
を
統
御
し
て
い
る
。
苦
労

を
重
ね
、
国
土
を
経
営
し
、
こ
れ
を
皇
孫
に
譲
渡
、

以
後
皇
室
を
守
り
続
け
た
、
な
ど
の
功
績
か
ら
、「
四

神
と
同
列
で
表
名
合
祀
せ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
伊
勢
派
は
、
次
の
よ
う
な
反
対
論
で,

出
雲

派
に
対
抗
し
た
。 

大
国
主
神
は
、
幽
冥
界
の
主
宰
神
で
は
な
い
。
古

典
に
明
確
な
記
載
は
な
く
、
一
家
の
私
言
に
す
ぎ

な
い
。 

 
 

天
地
が
成
っ
た
後
に
、
生
ま
れ
た
国
神
で
あ
り
、

先
に
生
ま
れ
た
、
天
神
の
恩
義
を
受
け
て
い
る
。 

 
 

 

尊
福
の
合
祀
論
で
は
、
皇
祖
天
神
も
、
幽
冥
主
宰

神
大
国
主
神
の
下
位
に
、
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。 

神
殿
に
は
、
四
神
に
加
え
て
、
八
百
萬
神
が
、
祀

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
大
国
主
神
も
こ
れ

に
含
ま
れ
る
の
で
、
二
重
に
祀
る
こ
と
に
な
る
。 

大
国
主
神
を
表
名
合
祀
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の

神
々
（
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
、
ス
サ
ノ
ウ
等
）

に
つ
い
て
も
、
祀
る
必
要
が
あ
る
。 

 
尊
福
の
主
張
は
、
江
戸
中
期
以
降
、
本
居
宣
長
や

平
田
篤
胤
ら
の
、
国
学
や
復
古
神
道
に
よ
り
、
神
道

界
に
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
神
道
が
「
穢

れ
」
と
し
て
避
け
て
き
た
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
、

説
き
及
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
宗
教
と
し
て
確
立

で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
古
来
、
死
後
の
幽
冥
界
に

お
け
る
教
義
が
、
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
諸

派
の
下
に
甘
ん
じ
て
い
た
神
道
家
は
、
大
国
主
神
幽

冥
界
主
宰
説
に
賛
同
し
、
尊
福
を
支
持
し
た
の
で
あ

る
。 伊

勢
派
は
、
政
府
の
神
道
政
策
（
神
道
非
宗
教
化
、

天
皇
中
心
の
皇
室
神
道
体
制
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と

す
る
神
社
体
制
）
を
実
現
す
る
た
め
、
神
道
事
務
局

の
運
営
を
牛
耳
り
、
出
雲
派
に
対
抗
し
た
。
尊
福
の

唱
え
る
大
国
主
神
を
、
天
照
大
神
と
同
列
に
祀
る
こ

と
は
、
神
道
の
宗
教
化
に
結
び
付
き
、
ひ
い
て
は
、

天
照
大
神
を
頂
点
と
す
る
皇
室
神
道
や
伊
勢
神
宮
と
、

対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、「
大
国
主
神
表
名
合
祀
」
は
、

政
府
及
び
伊
勢
派
に
と
っ
て
、
断
じ
て
、
認
め
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

か
く
し
て
、
全
国
の
神
道
家
は
、
両
派
に
分
か
れ
、

自
説
を
主
張
し
合
い
、
少
し
も
譲
る
気
配
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
政
府
の
新
神
道
政
策
は
、
古
来
の
神

道
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
、
尊
福

の
主
張
は
、
優
勢
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 教

義
論
争
で
は
、
歯
が
立
た
な
か
っ
た
伊
勢
派
は
、

出
雲
派
内
部
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
領
袖
尊
福
の

追
い
落
と
し
を
画
策
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
う
一
方

の
出
雲
国
造
家
で
あ
る
北
島
家
を
、
味
方
に
つ
け
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。 

十
三
年
春
、
第
七
五
代
北
島
国
造
全
孝
の
弟
重
孝

長
男
、
勝
孝
（
第
七
六
代
脩
孝
の
従
弟
）
に
接
近
し
、

伊
勢
神
宮
分
教
会
に
誘
い
入
れ
た
。
こ
の
勝
孝
を
通

じ
、
当
時
無
役
で
、
不
遇
を
か
こ
つ
、
北
島
家
当
主

脩
孝
の
邸
内
に
、
神
宮
教
会
出
雲
分
会
所
の
設
立
を
、

働
き
掛
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
数
度
に
わ
た
る
、
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執
拗
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
伊
勢
派
の
勧
誘
に
対
し
、
脩
孝
は
、
直
ち
に

書
面
に
て
断
っ
た
。
そ
し
て
、
尊
福
に
、
伊
勢
派
の

動
向
を
、
詳
細
に
知
ら
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

十
三
年
暮
、
出
雲
派
優
位
を
背
景
に
、
尊
福
は
、

多
数
決
を
も
っ
て
表
名
合
祀
を
、
一
気
に
実
現
さ
せ

る
べ
く
、
神
道
大
会
議
の
開
催
を
要
求
し
た
。
す
で

に
、
こ
の
年
の
四
月
に
は
、
神
殿
は
落
成
し
て
い
た

が
、
両
派
の
論
争
が
激
化
し
た
た
め
、
祭
神
に
つ
い

て
、
明
確
な
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
神
道
事

務
局
に
対
し
、
合
祀
決
断
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。 

北
島
国
造
家
の
抱
き
込
み
に
失
敗
し
、
さ
ら
に
形

勢
不
利
な
大
会
議
開
催
を
提
議
さ
れ
、
窮
地
に
追
い

込
ま
れ
た
伊
勢
派
は
、
こ
こ
で
『
北
島
家
系
伝
略
』

を
、
全
国
の
神
道
家
に
配
布
す
る
、
姑
息
な
策
に
で

た
。
出
雲
国
造
家
は
、
千
家
家
で
は
な
く
、
北
島
家

が
本
家
本
流
で
あ
る
こ
と
を
、
世
に
知
ら
し
め
、
尊

福
の
名
望
を
、
失
墜
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

最
早
、
手
段
を
選
ぶ
余
裕
さ
え
な
い
ほ
ど
、
伊
勢
派

は
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
。 

尊
福
は
、
直
ち
に
「
伊
勢
派
と
は
、
神
道
教
義
上

の
紛
議
で
あ
り
、
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と
で
、
各
自

の
栄
誉
を
害
し
、
名
望
を
失
わ
せ
ん
と
す
る
行
為
は
、

断
じ
て
許
さ
れ
な
い
」
と
、
強
く
抗
議
し
た
。
伊
勢

派
の
こ
の
や
り
方
に
対
し
、
神
道
事
務
局
は
、「
貴
家

に
申
し
訳
な
く
、
印
刷
物
は
配
布
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
」
と
、
ひ
た
す
ら
、
謝
罪
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

祭
神
論
争
の
最
終
段
階
で
、
伊
勢
派
か
ら
突
然
引

き
起
こ
さ
れ
た
、
両
家
分
裂
の
史
実
暴
露
は
、
北
島

脩
孝
に
と
っ
て
も
、
大
い
に
驚
い
た
事
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
幾
度
も
北
島
家
本
流
を
、
世
に
問
う
て

き
た
が
、
こ
の
度
は
、
事
も
あ
ろ
う
に
、
出
雲
派
と

対
立
す
る
伊
勢
派
か
ら
、
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
第
七
六
代
北
島
国
造
脩
孝
は
、
こ
の
伊

勢
派
の
暴
挙
に
は
、
一
切
動
じ
な
か
っ
た
。
大
国
主

神
を
祀
り
、
出
雲
大
社
に
奉
仕
す
る
出
雲
国
造
の
矜

持
は
、
ま
っ
た
く
揺
る
ぐ
こ
と
は
、
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。 
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つ
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日
本
の
漢
字
に
は
、「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
が

あ
る
。
後
者
は
、
中
国
大
陸
か
ら
伝
来
し
て
来
た
漢

字
を
、
日
本
語
読
み
に
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、

前
者
は
日
本
に
伝
来
し
て
来
た
当
初
の
読
み
方
で
あ

る
。
６
月
の
ご
講
演
『
続
日
本
紀
：
２
つ
の
な
ぜ
』

で
も
、
ご
説
明
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
『
音
読
み
』
に

は
さ
ら
に
、「
呉
音
」
と
「
漢
音
」、「
唐
音
」
が
あ
る
。 

最
近
、
放
送
大
学
の
講
義
で
、「
ア
ジ
ア
の
漢
字
文

化
」
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ
た
。 

日
本
の
漢
字
の
「
音
」
は
、「
中
国
語
原
音
」
を
残

し
、
長
期
に
渡
る
持
続
的
な
漢
字
の
受
容
に
よ
り
、

１
つ
の
文
字
に
対
す
る
読
み
方
が
い
く
つ
も
生
じ
、

読
み
方
の
「
層
」
を
形
成
し
、
字
義
に
関
係
無
い
読

み
方
を
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
「
経
典
」

と
い
う
文
字
は
、
〝
キ
ョ
ウ
テ
ン
〟
と
読
め
ば
、
仏

教
の
教
え
を
著
し
た
書
物
で
、
〝
ケ
イ
テ
ン
〟
と
読

む
と
、
儒
教
の
古
典
群
を
さ
す
と
の
こ
と
。
こ
の
「
層
」

は
日
本
特
有
で
、
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
あ
る
朝
鮮
半

島
や
ベ
ト
ナ
ム
で
は
起
き
て
い
な
い
。
中
で
も
「
呉

音
」
が
先
に
日
本
列
島
に
伝
わ
り
、「
漢
音
」
が
唐
時

代
中
期
（
９
世
紀
初
頭
）、
慧
琳
『
一
切
経
音
義
』
の

伝
来
か
ら
伝
わ
っ
た
と
み
ら
れ
、
日
本
の
漢
字
音
の

特
徴
は
、
中
国
語
原
音
を
体
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的
に
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し
て
い
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こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
の
漢
字
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歴
史
は
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に

複
雑
怪
奇
な
、
日
本
の
歴
史
そ
の
物
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わ
し
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

私
は
、
中
国
語
も
音
韻
学
も
全
く
わ
か
ら
な
い
の

で
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
と
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う
こ
と
し
か
で
き

な
い
。
た
だ
、
漢
字
を
駆
使
し
た
い
と
い
う
欲
求
は

あ
り
、
自
慢
で
は
な
い
が
、
小
学
生
の
時
漢
字
の
小

テ
ス
ト
で
は
た
い
て
い
満
点
を
と
り
、
こ
こ
数
年
前
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に
は
、
子
供
の
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
向
け
の
漢
検
を
受

け
て
、
受
験
生
中
ト
ッ
プ
の
点
数
で
二
級
に
合
格
し

た
。
次
は
準
一
級
を
目
指
し
た
い
と
思
う
所
で
あ
る
。 

 

こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
が
、
私
が
今
気
に
な
っ

て
い
る
漢
字
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
の
敏

達
紀
十
年
春
閏
二
月
に
、
「
蝦
夷
の
魁
帥(

ひ
と
ご
の
か

み

＝
首
領)

綾
糟(

あ
や
か
す)
」
が
辺
境
に
て
騒
動
を
起

こ
し
た
。
そ
の
結
果
ヤ
マ
ト
朝
廷
に
召
さ
れ
て
、

「
・
・
・
元
悪
を
誅
さ
む
と
す
」
と
い
う
詔
を
受
け

た
綾
糟
は
、
泊
瀬
川
の
中
に
入
っ
て
、
三
諸
丘(

＝
三

輪
山)

に
向
か
い
、
水
を
歃(

す
す)

っ
て
、
今
か
ら
子
々

孫
々
に
至
る
ま
で
帝
に
仕
え
、
盟
い
を
違
え
ば
、
天

地
の
諸
神
と
天
皇
の
霊
に
自
分
達
の
種
族
は
絶
滅
さ

れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
盟
い
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

気
に
な
る
漢
字
と
い
う
の
は
、「
歃
」
と
い
う
字
で
あ

る
。『
古
代
東
北
と
王
権 

「
日
本
書
紀
」
の
語
る
蝦

夷
』
中
路
正
恒
著
に
よ
る
と
、
こ
の
「
歃
」
る
と
い

う
字
は
、
口
を
と
が
ら
せ
て
皿
に
さ
し
こ
む
よ
う
に

し
て
血
を
す
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

盟
約
を
定
め
る
時
に
誓
い
の
し
る
し
と
し
て
、
皿
に

生
贄
の
血
を
つ
ぎ
、
そ
れ
を
互
い
に
す
す
っ
た
、
と

い
う
誓
約
の
儀
式
よ
る
と
い
う
。
ま
た
、『
史
記
』
平

原
君
の
条
や
『
漢
書
』
匈
奴
伝
等
に
、
背
く
こ
と
の

許
さ
れ
な
い
重
い
盟
約
の
形
式
と
し
て
、
鶏
、
犬
、

白
馬
等
の
血
を
皿
や
、
頭
蓋
骨
に
と
っ
て(

髑
髏
杯
の

事
か
と
思
わ
れ
る)

互
い
に
「
歃
る
」
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
「
歃
る
」
と
い
う
文

字
は
、
専
ら
〝
血
を
す
す
っ
て
誓
約
す
る
〟
と
い
う

行
為
に
用
い
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蝦
夷

綾
糟
は
、
血
の
代
わ
り
に
泊
瀬
川
の
水
を
す
す
っ
た

の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
蝦
夷
綾
糟
等
が

そ
の
よ
う
な
血
の
盟
約
の
習
慣
を
元
々
持
っ
て
い
た

の
か
、
日
本
書
紀
の
記
述
者
が
そ
の
情
景
を
見
て
、

そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

こ
に
は
匈
奴
等
の
遊
牧
騎
馬
民
族
を
彷
彿
と
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。「
蝦
夷
」
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』

の
景
行
紀
の
中
で
、
〝
冬
は
穴
に
寝
、
夏
は
木
に
棲

む
。
毛
皮
を
着
て
、
血
を
飲
み
、
兄
弟
で
も
疑
い
合

う
。
…
山
に
登
る
に
は
飛
ぶ
鳥
の
よ
う
で
、
草
原
を

走
る
こ
と
は
獣
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
…
〟(

全
現

代
語
訳
『
日
本
書
紀
』
宇
治
谷
孟 

講
談
社
学
術
文

庫
よ
り
抜
粋)

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
蝦
夷
が
い
か
に

野
蛮
で
あ
る
か
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
遊
牧
騎
馬
民
族
の
生
活
習
慣
の
特
徴

を
現
わ
し
て
は
い
な
い
か
。
特
に
〝
血
を
飲
む
〟
と

い
う
行
為
は
、「
血
の
盟
約
」
と
も
関
連
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、『
日
本
書
紀
』
は
、
中
国

大
陸
人
と
和
人
と
複
数
で
分
担
執
筆
し
た
と
い
う
見

方
が
あ
る
。
こ
の
敏
達
紀
の
条
は
中
国
大
陸
人
が
書

い
た
所
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

た
っ
た
一
つ
の
漢
字
か
ら
、
あ
ま
り
憶
測
し
な
い

方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
非
常
に
意
味
深
い

漢
字
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
の

是
非
や
、
他
に
も
意
味
深
い
漢
字
が
あ
れ
ば
、
ご
教

示
頂
き
た
い
と
思
う
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