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天
皇
系
譜
の
交
替
と
遷
都

　
咲
く
花
の
匂
ふ
が
ご
と
し
（
『
万
葉
集
』
三
－
三
二
九
）
と
謳
わ
れ
た
奈
良
の
都

は
、
造
心
し
て
よ
り
七
十
余
年
に
し
て
廃
さ
れ
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
十
一
月

に
長
岡
へ
の
遷
都
が
行
な
わ
れ
た
。

　
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
皇
統
が

光
仁
天
皇
以
後
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
移
っ
た
こ
と
を
、
私
は
も
っ
と
も
主
要

　
　
ユ
　

な
理
由
と
考
え
た
い
。
平
城
京
は
天
武
系
の
天
皇
の
君
鹿
す
る
都
で
あ
っ
た
か

ら
、
天
智
系
の
天
皇
の
都
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

都
が
行
な
わ
れ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
な
ら
ぽ
、
な
ぜ
光
仁
朝
に
遷
都
が
行
わ
れ
ず
、
一
代
つ
ぎ
の
桓

武
天
皇
の
代
に
な
っ
て
遷
都
し
た
か
、
と
反
問
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

理
由
は
、
光
仁
天
皇
の
皇
后
の
井
上
内
親
王
が
天
武
系
の
聖
武
天
皇
の
娘
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
智
の
孫
の
白
壁
王
が
正
三
位
大
納
言
と
い
う
地
位
か

ら
天
皇
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
藤
原
永
手
・
百
川
ら
の
策
謀
に
よ
る
こ

と
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
天
武
直
系
の
聖
武
の
皇
女
を
妻
と
し
、
天
年
産
と
密
接
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
皇
族
・
貴
族
の
な
か
に
は
、
光

仁
の
つ
ぎ
に
は
井
上
皇
后
所
生
の
皇
子
（
黒
戸
親
王
）
が
後
を
つ
い
で
、
再
び
天

武
系
の
天
皇
の
代
と
な
る
こ
と
を
予
想
な
い
し
期
待
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
井
上
皇
后
も
宝
亀
二
年
に
立
太
子
し
た
逝
去
親
王
も
、
早
く
も
宝
亀
三
年
三

月
と
同
年
五
月
に
宝
丹
あ
る
い
は
魔
魅
大
逆
の
こ
と
に
坐
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
皇

后
と
皇
太
子
の
地
位
を
廃
さ
れ
、
翌
宝
亀
四
月
正
月
に
光
仁
と
高
野
新
旧
と
の

間
に
生
ま
れ
た
山
部
親
王
が
皇
太
子
と
な
っ
た
。
新
式
は
百
済
系
渡
来
氏
族
の

和
乙
継
と
土
師
氏
の
娘
の
間
に
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
山
部
は
天
半
面
皇
統
と
　
6
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
移
る
こ
と
は
、
こ
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れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
婚
姻
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
天
武
系
と
関
係
の
深
い
こ
と
が
即
位

を
可
能
に
し
た
と
い
う
事
情
は
、
お
そ
ら
く
光
仁
を
は
じ
め
宮
廷
の
人
々
が
暗

黙
の
う
ち
に
了
解
し
て
い
る
こ
と
で
、
井
上
皇
后
・
二
戸
太
子
の
地
位
を
廃
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
光
仁
に
は
天
武
豊
の
伝
統
を
簡
単
に
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
聖
武
の
東
大
寺
造
営
に
つ
づ
い
て
稻
徳
天

皇
の
西
大
寺
造
営
の
莫
大
な
失
費
が
あ
る
。
遷
都
と
い
う
大
事
業
を
行
な
う
だ

け
の
財
政
的
余
裕
は
、
光
仁
の
朝
廷
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
光
仁
朝
も

末
の
宝
亀
十
一
年
（
七
八
○
）
三
月
の
太
政
官
奏
に
、
「
臣
等
以
為
ら
く
、
当
年

の
急
は
、
官
を
省
ぎ
役
を
息
め
、
上
下
心
を
同
じ
く
し
て
唯
々
農
を
誉
れ
務
め

ん
こ
と
を
」
と
言
う
の
は
、
光
仁
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
翌
年
の
天
応
元
年
四
月
に
山
部
親
王
が
即
位
し
て
桓
武
天
皇
朝
と
な

る
と
、
冗
官
廃
止
の
緊
縮
政
策
は
前
朝
と
変
ら
な
い
が
、
都
城
に
関
す
る
対
策

は
や
が
て
↓
号
し
、
延
暦
三
年
五
月
に
中
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
・
同
種
継
ら
が

山
背
国
に
遣
わ
さ
れ
乙
訓
郡
長
岡
村
の
地
を
相
し
、
同
年
十
一
月
天
皇
が
長
岡

宮
に
移
幸
と
い
う
急
速
な
経
過
を
と
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
遷
都
の
実
現
は
、
桓
武
が
天
武
系
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
天
皇
で
あ
っ

た
こ
と
を
除
外
し
て
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
天
智
系
天
皇
と
し
て
の
桓
武

　
桓
武
天
皇
が
血
統
上
天
武
の
血
を
引
か
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
桓
武

自
身
が
こ
れ
を
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
先
帝
の
う

ち
重
要
な
天
皇
の
忌
日
と
特
別
な
皇
族
の
忌
日
を
国
忌
と
し
て
政
務
を
廃
す
る

こ
と
が
持
統
天
皇
元
年
以
来
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
次
第
に
増
加
し
て

政
務
が
渋
帯
す
る
弊
が
生
じ
、
」
に
省
除
に
従
い
し
た
い
と
い
う
太
政
官
奏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

延
暦
十
年
三
月
二
十
三
日
に
出
た
（
『
続
日
本
紀
』
）
。
中
村
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
れ

ぽ
、
こ
の
時
多
数
あ
っ
た
国
忌
が
整
理
さ
れ
、
残
っ
た
の
は
天
智
・
春
日
宮
（
志

貴
親
王
）
・
橡
姫
（
紀
氏
）
・
聖
武
・
光
仁
・
新
笠
（
高
野
氏
）
・
乙
牟
漏
（
藤
原
氏
）

の
七
忌
で
あ
っ
た
と
い
う
。
従
来
国
忌
と
な
っ
て
い
た
天
武
・
持
統
・
文
武
・

元
明
・
元
正
・
構
徳
な
ど
天
武
お
よ
び
天
洋
語
の
天
皇
の
忌
日
は
、
聖
武
の
そ

れ
以
外
は
す
べ
て
廃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
ま
た
吉
田
孝
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
桓
武
の
即
位
の
宣
命
に
は
、

即
位
の
理
由
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
　
お
お
き
み

　
　
か
け
ま
く
も
畏
き
現
神
と
坐
す
倭
根
子
天
皇
が
皇
　
（
光
仁
）
が
、
こ
の
天

　
　
　
　
た
か
み
く
ら
の
わ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
し
た
し
ろ

　
　
日
嗣
高
座
之
業
を
、
か
け
ま
く
も
畏
き
近
江
大
津
の
官
に
御
宇
し
め
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け
た
ま

　
　
し
天
皇
（
天
智
）
の
初
た
ま
ひ
定
め
た
ま
へ
る
法
の
ま
に
ま
に
賜
は
り
仕
奉

　
　
れ
、
と
仰
せ
賜
ふ
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
武
系
の
最
初
の
男
子
天
皇
で
あ
る
文
武
天
皇
の
即
位
の

宣
命
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
す
め
ろ
き
　
　
　
　
な
か
い
ま

　
　
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
天
皇
祖
の
御
世
中
陰
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぴ
て

　
　
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
弥
継
々
に
大
八
嶋
旧
知
ら
さ
む
次
と
、
天
つ
神
の
御

　
　
子
な
が
ら
天
に
坐
す
神
の
写
し
奉
り
し
ま
に
ま
に
、

と
あ
り
、
以
下
「
倭
根
子
天
皇
命
（
持
統
）
か
ら
皇
位
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
」
、

と
述
べ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桓
武
の
場
合
は
「
天
智
天

3592
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皇
の
定
め
た
法
に
従
っ
て
し
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
、
文
武

の
宣
命
は
天
智
の
法
に
は
ふ
れ
ず
、
神
話
を
基
礎
と
し
た
万
世
↓
系
の
歴
史
を

即
位
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
天
武
系
の
天
皇
で
も
、
天
智
の
皇
女
で
あ
る
元
明
が
即
位
の
宣
命
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
し
た
し
ろ

「
関
け
ま
く
も
威
き
近
江
大
津
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
大
倭
根
子
天
皇
の
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
る
ま
じ
き
つ
ね
の
の
り

地
と
共
に
長
く
日
月
と
共
に
遠
く
不
信
常
典
と
立
て
賜
ひ
敷
き
賜
へ
る
法

を
受
け
賜
は
り
坐
し
て
」
と
述
べ
て
（
『
続
紀
』
慶
雲
四
年
七
月
壬
子
）
、
そ
れ
以
後

近
江
大
津
宮
天
皇
（
天
智
）
の
定
め
た
「
不
改
常
典
」
に
従
っ
て
、
と
い
う
こ
と

は
、
聖
武
お
よ
び
孝
謙
両
天
皇
の
即
位
・
譲
位
の
宣
命
に
も
見
え
て
い
る
。
そ

れ
故
、
桓
武
の
即
位
宣
命
と
そ
れ
以
前
の
天
武
石
天
皇
の
宣
命
の
あ
い
だ
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
際
立
っ
た
差
異
は
な
い
と
も
言
え
る
が
、
桓
武
以
前
の
宣
命
で
は
、

「
不
改
常
典
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
桓
武
の
即
位
宣
命
で
は
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

智
の
「
初
め
賜
へ
る
法
」
と
だ
け
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
早
川
庄
八
氏
の
論
ぜ

ら
れ
た
よ
う
に
、
前
者
の
「
典
」
は
直
系
の
皇
位
継
承
法
、
後
者
は
「
近
江
令
」

に
も
と
ず
く
律
令
法
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
桓
武
は
そ
の
違
い
を
も
意
識
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桓
武
以
前
の
天
皇
は
、
自
分
あ
る
い
は
関
係
者
の
皇
位

継
承
に
都
合
が
よ
い
の
で
「
不
改
常
典
」
を
即
位
の
理
由
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

桓
武
は
天
智
を
律
令
法
、
し
た
が
っ
て
現
在
の
律
令
体
制
の
創
始
者
と
し
、
そ

の
法
に
従
っ
て
即
位
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
桓
武
は
自
分
が
天
智
系
で
あ
る

こ
と
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
桓
武
が
延
暦
元
年
十
二
月
辛
末
（
二
十
三
日
）
に
先
帝
光
仁
の
一
周
忌
の
斎
会

を
、
薬
師
寺
で
行
な
わ
ず
大
安
寺
で
営
ん
だ
こ
と
も
、
こ
の
意
識
と
関
係
す
る

で
あ
ろ
う
。
大
安
・
薬
師
二
寺
は
、
元
来
天
皇
の
発
願
に
は
じ
ま
る
大
寺
と
し

て
朝
廷
の
尊
崇
が
厚
く
、
天
皇
の
周
忌
な
ど
の
斎
会
は
こ
の
王
寺
で
行
な
わ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
『
統
日
本
紀
』
に
つ
い
て
み
る
と
、
薬
師
寺
で
は
、

　
　
大
宝
三
年
正
月
五
日
　
持
統
太
上
天
皇
の
た
め
（
二
七
日
）

　
　
神
亀
三
年
八
月
八
日
　
元
正
太
上
天
皇
病
気
平
癒
の
た
め

　
　
天
平
勝
宝
八
年
六
月
十
四
日
　
聖
武
天
皇
の
六
七
日
の
た
め

　
　
宝
亀
元
年
八
月
十
六
日
　
孝
謙
天
皇
の
五
七
日
の
た
め

大
安
寺
で
は

　
　
大
宝
三
年
正
月
五
日
　
持
統
太
上
天
皇
の
た
め
（
二
七
日
）

　
　
天
平
勝
宝
八
年
六
月
七
日
　
聖
武
天
皇
の
五
七
日
の
た
め

　
　
宝
亀
元
年
八
月
三
十
日
　
孝
謙
天
皇
の
四
七
日
の
た
め

　
　
延
暦
元
年
十
二
月
二
十
二
日
　
光
仁
天
皇
の
］
周
忌
の
た
め

　
　
延
暦
九
年
十
二
月
二
十
八
日
　
中
宮
高
野
新
笠
の
一
周
忌
の
た
め

そ
れ
ぞ
れ
斎
会
が
催
さ
れ
て
い
る
。

　
持
統
・
元
正
・
聖
武
・
孝
謙
な
ど
、
天
武
系
の
天
皇
・
太
上
天
皇
の
た
め
の

斎
会
は
薬
師
・
大
安
の
両
寺
で
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
天
智
系
の
光
仁
の
た
め

の
斎
会
は
大
安
寺
で
行
な
わ
れ
て
、
薬
師
寺
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
（
元
正
は

母
系
で
は
天
智
の
孫
だ
が
、
父
系
で
は
天
武
の
孫
）
。
た
だ
し
、
光
仁
が
没
し
て
初
七

日
に
当
る
天
応
元
年
十
二
月
発
駅
（
二
十
九
日
）
に
は
、

　
　
於
二
七
大
寺
一
諦
経
。
自
レ
是
礼
法
、
毎
レ
値
二
七
日
一
、
於
二
京
師
諸
寺
一
諦
経

　
　
焉
。

と
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
て
、
薬
師
寺
を
と
く
に
除
外
し
て
は
い
な
い
。
し
か

33s8
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し
光
仁
の
一
周
忌
、
高
野
三
笠
の
一
周
忌
の
斎
は
と
も
に
大
安
寺
に
お
い
て
設

け
ら
れ
た
。
や
は
り
天
武
の
発
願
に
な
る
薬
師
寺
を
避
け
た
か
ら
と
み
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

で
あ
ろ
う
。
大
安
・
薬
師
の
両
肌
と
な
ら
ぶ
京
童
の
大
寺
と
し
て
は
、
東
大
・

西
大
の
両
寺
が
あ
る
が
、
東
大
寺
・
西
大
寺
は
も
ち
ろ
ん
天
武
系
の
聖
武
・
孝

謙
の
発
願
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
天
智
・
天
武
の
父
で
あ
る
無
明
天
皇
創
建
の

百
済
大
寺
の
後
身
で
あ
る
大
安
寺
が
、
斎
会
の
場
に
選
ば
れ
た
と
判
断
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
皇
統
が
天
血
忌
か
ら
天
智
系
へ
移
っ
た
こ
と
は
、
桓
武
以
下
朝

廷
首
脳
部
の
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　
天
武
系
天
皇
と
難
波
宮

　
平
城
か
ら
長
岡
へ
の
遷
都
の
理
由
の
一
つ
が
、
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇

統
の
転
移
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
平
城
京
の
副
都
と
し
て
栄

え
た
難
波
宮
・
難
波
京
は
天
智
天
皇
に
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
の
廷
暦
十
二
年
（
七
九
三
）

三
月
九
日
付
太
政
官
符
に
、
「
応
に
摂
津
職
を
停
め
て
国
司
と
為
す
べ
き
の
事
」

と
あ
り
、
そ
の
つ
ぎ
に
記
す
文
中
に
、

　
　
難
波
大
宮
、
既
に
停
む
。

と
あ
っ
て
、
延
暦
十
二
年
以
前
、
お
そ
ら
く
長
岡
へ
の
遷
都
の
行
わ
れ
た
延
暦

三
年
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
年
に
難
波
宮
は
京
と
と
も
に
廃
さ
れ
た
に
ち
が

い
な
い
。
難
波
宮
は
平
城
宮
と
運
命
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
過
か

ら
す
る
と
、
桓
武
は
難
波
宮
は
天
武
系
の
都
城
と
み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
そ
う
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
論
を
い
え
ぽ
、
私
の
答
え
は
、
然
り
、
で
あ
る
。
現
在
の
古
代
史
の
理
解

か
ら
す
れ
ぽ
、
難
波
宮
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
大
化
改
新
に
際
し
て
の
難
波
遷

都
で
あ
り
、
そ
れ
を
推
進
し
た
の
は
、
時
の
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
、
の
ち
の
天

智
天
皇
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
古
代
の
宮
廷
の
皇

族
・
貴
族
は
果
し
て
そ
う
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
天
智
天
皇
は
、
前
記
の

元
明
・
桓
武
の
即
位
の
宣
命
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
近
江
大
津
の
宮
に
御
宇
し
ろ

し
め
」
す
天
皇
で
あ
っ
て
、
難
波
遷
都
を
行
な
い
、
難
波
長
柄
豊
碕
宮
を
建
設

し
た
の
は
、
孝
徳
天
皇
と
解
す
る
の
が
古
代
の
常
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
日
本
書

紀
』
を
読
め
ば
、
大
化
元
年
十
二
月
条
に
、
「
天
皇
、
都
を
難
波
長
柄
豊
碕
に
遷

す
」
と
あ
り
、
白
雑
四
年
是
歳
条
に
は
、
中
大
兄
は
京
を
倭
の
飛
鳥
河
辺
行
宮

に
移
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
「
凡
そ
都
城
宮
室
は
一
処
に
非
ず
。
必
ず

両
軸
を
造
れ
」
（
天
武
十
二
年
十
二
月
条
）
の
詔
を
発
し
て
、
中
大
辞
す
な
お
ち
天

智
の
放
棄
し
た
難
波
を
、
飛
鳥
の
都
の
鼻
革
と
し
て
復
活
す
る
の
は
天
武
天
皇

で
あ
る
。
そ
の
宮
室
が
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
正
月
の
大
火
で
焼
失
す
る
が
、
神

亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
に
知
造
難
波
宮
事
を
任
命
し
て
、
難
波
宮
の
復
興
を
推

進
し
、
み
ず
か
ら
も
た
び
た
び
難
波
宮
に
行
事
す
る
の
は
、
天
武
直
系
の
曽
孫

聖
武
天
皇
で
あ
る
。
桓
武
を
含
む
宮
廷
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
現
に
荘
麗
な
姿

を
み
せ
て
い
る
難
波
宮
は
、
天
武
系
の
都
城
と
映
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
文
武
か
ら
光
仁
に
い
た
る
七
人
の
天
皇
の
う
ち
、
天
智
の
娘
の
元
明
と
、
特

殊
な
即
位
の
し
か
た
（
藤
原
仲
麻
呂
の
策
謀
に
よ
る
擁
立
）
を
し
た
淳
仁
の
ほ
か

は
、
す
べ
て
即
位
の
後
、
二
、
三
年
以
内
に
難
波
へ
行
幸
し
て
い
る
（
孝
謙
の
難

波
行
幸
の
年
次
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
）
。
元
明
に
つ
い
て
は
『
期
日
本
紀
』
に
行

3574
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幸
記
事
は
な
い
が
、
『
扶
桑
略
記
』
や
『
皇
代
記
』
に
は
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）

三
月
に
元
明
天
皇
が
難
波
宮
か
ら
奈
良
京
に
移
御
し
た
と
す
る
記
事
が
あ
り
、

こ
れ
が
事
実
な
ら
、
元
明
も
即
位
の
は
じ
め
に
難
波
へ
行
幸
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
桓
武
が
難
波
に
行
幸
し
た
記
録
は
、
『
寧
日
本
紀
』
を
は
じ
め
、

諸
書
に
み
え
な
い
。
即
位
の
は
じ
め
か
ら
、
彼
は
天
武
豊
の
都
城
で
あ
る
難
波

宮
を
、
平
城
宮
と
と
も
に
廃
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
難
波
宮
・
難
波
京
の
廃
止
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
難
波
津
が
淀
川
・
大
和
川

の
流
し
出
す
土
砂
の
堆
積
の
た
め
機
能
が
低
下
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
難
波
津
が
浅
く
な
り
機
能
が
低
下
し
た
証
拠
と
し
て
は
、
天
平
宝
字
六
年

（
七
六
二
）
四
月
に
、
安
芸
国
か
ら
回
航
さ
れ
て
来
た
遣
唐
使
の
船
が
難
波
の
江

口
で
座
礁
し
た
こ
と
（
『
続
日
本
紀
』
）
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
新
造
船
で
あ
る
た
あ

に
操
舵
を
誤
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
に
わ
か
の
突
風
に
あ
ふ
ら
れ
た
た
め

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
一
例
だ
け
で
難
波
津
が
八
世
紀
後
半
に
に
わ
か
に
浅
く

な
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
主
税
上
に
よ
れ
ぽ
、
太
宰
府
か
ら

都
へ
の
海
路
と
し
て
、
「
博
多
津
よ
り
難
波
津
に
漕
ぐ
」
と
あ
り
、
平
安
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
難
波
津
は
十
分
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
波
津
は
ほ
ん
と
う
に
浅
く
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
反
論
と
し
て
ふ
つ
う
左
の
、
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四

年
正
月
庚
戌
（
＋
四
日
）
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
遣
レ
使
掘
二
摂
津
国
事
下
、
梓
江
、
鰺
生
野
一
通
二
干
三
国
川
一
。

　
淀
川
を
三
国
川
（
現
、
神
崎
川
）
に
通
じ
、
淀
川
か
ら
三
国
川
を
経
由
し
て
瀬

戸
内
海
へ
出
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
難
波
津
の
浅
瀬
化
の
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
下
文
で
説
く
よ
う
に
別
の
解
釈
も
可
能
で

あ
る
。

　
私
は
難
波
宮
廃
止
の
理
由
と
し
て
は
、
浅
瀬
化
説
よ
り
も
、
天
武
朝
に
は
じ

ま
る
副
都
制
を
停
止
し
、
宮
参
を
長
岡
京
一
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
緊
縮
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

に
よ
る
と
す
る
岸
俊
男
氏
の
提
案
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
一

面
の
理
由
で
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
天
武
系
の
都
で
あ
る
難
波
宮
・
難
波
京
を

平
城
京
と
と
も
に
廃
そ
う
と
桓
武
が
意
図
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
意
図
を
体
し
て
政
界
に
登
場
す
る
の
が
和
気
清
麻
呂
で
あ
る
。

四
　
和
気
清
麻
呂
の
摂
津
大
夫
就
任

5

　
和
気
清
麻
呂
が
難
波
津
を
管
す
る
こ
と
を
重
要
な
使
命
の
一
つ
と
す
る
摂
津

職
長
官
の
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
桓
武
即
位
二
年
後
で
、
長
岡
遷
都
の
前

年
の
延
暦
二
年
三
月
で
あ
る
。

　
清
麻
呂
は
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
八
月
に
宇
佐
に
使
し
て
、
八
幡
の
神
託

を
う
け
、
道
鏡
の
即
位
を
阻
止
し
た
が
、
道
鏡
の
怒
り
を
買
っ
て
大
隅
に
配
流

さ
れ
、
稻
徳
天
皇
が
翌
宝
亀
元
年
八
月
に
崩
じ
、
道
鏡
が
失
脚
し
た
の
ち
、
同

年
九
月
に
配
所
よ
り
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
（
宝
亀
二
）
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
に
本
位
の
従
五
位
下
に
復
し
、
豊
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
道
鏡
即
位

阻
止
の
大
功
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
仁
朝
の
清
麻
呂
は
位
階
は
従
五
位
下
よ
り

一
階
も
進
ま
ず
、
官
職
も
豊
前
守
か
ら
昇
っ
た
形
跡
が
な
い
。
わ
ず
か
に
宝
亀

五
年
九
月
に
氏
姓
が
和
気
宿
祢
を
改
め
て
和
気
朝
臣
と
な
り
、
年
月
不
明
な
が
　
5
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

ら
備
前
美
作
両
国
々
造
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
度
で
、
不
遇
と
い
う
べ
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き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
彼
が
桓
武
即
位
後
六
か
月
の
天
応
元
年
（
七
八
一
）
十
一
月
に
、
従
五
位

下
か
ら
三
階
と
ん
で
一
躍
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
、
桓
武
は

清
麻
呂
を
摂
津
大
夫
に
任
ず
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
摂
津
大
夫
の
官
位
相
当
は
正
五
位
上
で
あ
っ
て
、
そ
の
位

階
ま
た
は
そ
の
下
の
正
五
位
下
で
摂
津
大
夫
と
な
っ
て
い
る
者
は
少
な
く
な
い

が
、
清
麻
呂
の
前
任
の
豊
野
真
人
奄
智
は
天
応
元
年
五
月
に
、
そ
の
前
任
の
多

治
比
真
人
長
野
は
宝
亀
十
年
九
月
に
、
と
も
に
従
四
位
下
で
摂
津
大
夫
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
例
を
み
れ
ぽ
、
清
麻
呂
の
従
四
位
下
へ
の
昇

叙
は
摂
津
大
夫
任
命
の
準
備
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
桓
武
は
摂
津
大
夫
と
し
て

の
清
麻
呂
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
清
麻
呂
は
こ
の
厚
遇
に
感
激
し
て
期

待
に
こ
た
え
る
覚
悟
を
か
た
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
桓
武
が
期
待
し
た
こ
と
が
、

難
波
宮
の
停
止
と
、
ひ
い
て
摂
津
職
の
廃
止
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
で
は
な
ぜ
こ
の
任
務
の
た
め
に
、
桓
武
は
清
麻
呂
を
起
用
し
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
清
麻
呂
の
出
身
が
備
前
の
豪
族
で
あ
っ
て
、
大

和
・
河
内
・
摂
津
な
ど
畿
内
の
地
域
と
の
関
係
が
う
す
か
っ
た
こ
と
が
、
理
由

の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
難
波
津
が
、
こ
れ
ら
の
地
城
を
開
城
と
す
る
大
和
川
・
淀
川
の
合

流
し
て
大
阪
湾
に
注
ぐ
地
点
に
発
達
し
た
港
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
五
、
六
世
紀
以
来
の
大
和
・
河
内
の
政
権
、
お
よ
び
七
、
八
世
紀

の
律
令
政
府
を
構
成
す
る
豪
・
貴
族
の
大
部
分
は
こ
の
両
君
、
と
く
に
大
和
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
流
域
に
地
盤
を
持
っ
て
い
る
。
朝
廷
・
天
皇
家
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
こ

れ
ら
の
豪
・
貴
族
に
と
っ
て
も
、
難
波
津
は
物
資
集
散
の
中
心
地
と
し
て
重
要

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
六
世
紀
末
に
物
部
氏
が
、
七
世
紀
前
半
に
蘇
我
氏
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ
そ
れ
難
波
津
に
「
宅
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
表
わ
れ
て
い
る
が
、
奈
良
時

代
に
も
橘
諸
兄
・
藤
原
豊
成
・
藤
原
魚
名
・
安
宿
王
な
ど
が
難
波
に
邸
・
別
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

な
ど
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
難
波

に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て
難
波
津
か
ら
便
益
を
得
て
い
た
豪
・
貴
族
は

少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
和
川
・
淀
川
流
域
に
地
盤
を
持
た

ぬ
豪
・
貴
族
は
、
難
波
津
か
ら
直
接
私
的
な
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
い
。

和
気
朝
臣
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
豪
族
で
あ
る
。
桓
武
は
そ
れ
に
着
眼
し
て
、
清

麻
呂
を
選
び
と
り
、
難
波
津
・
難
波
宮
に
引
導
を
渡
す
役
目
を
与
え
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
清
麻
呂
は
期
待
に
応
え
て
よ
く
活
動
し
た
。

　
清
麻
呂
が
摂
津
大
夫
と
な
っ
た
延
暦
二
年
三
月
か
ら
一
年
二
か
月
後
の
同
三

年
五
月
十
三
日
、
摂
津
職
は
、
今
月
七
日
卯
の
時
、
蝦
墓
二
万
匹
ほ
ど
が
、
難

波
市
の
南
の
道
よ
り
南
宿
し
て
、
四
天
王
寺
の
内
に
入
り
、
午
の
時
に
至
っ
て

悉
く
散
り
去
っ
た
、
と
い
う
報
告
を
し
た
。
先
学
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
遷
都

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
予
兆
を
意
識
し
た
」
上
言
で
あ
ろ
う
。

　
報
告
の
三
日
後
の
同
月
十
六
日
、
桓
武
は
勅
を
下
し
て
中
納
言
藤
原
小
黒
麻

呂
、
同
藤
原
種
継
ら
に
山
背
国
乙
訓
郡
の
長
岡
村
の
地
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。

摂
津
職
の
異
変
報
告
と
関
連
す
る
行
為
で
あ
る
。

　
ま
た
摂
津
職
は
異
変
だ
け
で
な
く
、
史
生
武
生
連
佐
比
乎
が
、
同
じ
五
月
二

十
四
日
に
白
燕
一
羽
を
献
上
し
位
階
二
級
の
昇
進
に
預
っ
た
。
白
燕
は
も
ち
ろ

ん
祥
瑞
で
、
遷
都
の
推
進
が
天
意
に
か
な
う
こ
と
を
表
す
も
の
だ
ろ
う
。
さ
き
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の
異
変
の
報
告
も
、
今
回
の
祥
瑞
の
貢
献
も
、
と
も
に
大
夫
で
あ
る
清
麻
呂
の

指
図
に
よ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
い
で
同
年
六
月
二
日
に
は
、
摂
津
国
の
正
三
位
住
吉
神
に
劾
三
等
を
授
け
、

十
二
月
二
十
九
日
に
神
位
を
従
二
位
に
昇
ら
せ
て
い
る
。
長
岡
遷
都
は
こ
の
間

の
同
年
十
一
月
二
十
日
に
実
施
さ
れ
、
十
二
月
二
日
に
藤
原
脚
継
以
下
遷
都
に

功
の
あ
っ
た
人
々
が
昇
叙
さ
れ
た
。
清
麻
呂
は
さ
き
の
昇
進
か
ら
二
年
し
か
た

っ
て
い
な
い
の
に
、
こ
の
時
に
従
四
位
上
に
昇
っ
た
。
遷
都
に
大
功
の
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
と
が
わ
か
る
。
住
吉
神
の
叙
劾
・
叙
位
も
言
忌
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
遷
都

と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
麻
呂
が
こ
れ
に
ど
の
く
ら
い
与
っ
た
か

は
不
明
だ
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
遷
都
の
結
果
、
難

波
宮
・
難
波
京
は
廃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
清
麻
呂
の
水
利
工
事
と
難
波

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
清
麻
呂
が
長
岡
遷
都
と
難
波
宮
・
京
停
止
に
深

く
関
与
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
淀
川
と
三
国
川
を
通
ず
る
工

事
も
、
こ
の
観
点
か
ら
見
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
通
常
こ
の
工
事
は
、
上
述
の
よ
う
に
難
波
津
が
土
砂
に
う
ず
ま
っ
て
機
能
が

低
下
し
た
た
め
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
淀
川
か
ら
三
国
川
を
経
由
し

て
大
阪
湾
へ
通
ず
る
水
路
を
造
る
こ
と
に
よ
り
、
難
波
津
の
機
能
を
低
下
さ
せ

よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
天
武
系
の
宮
都
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
い
か
に
難
波
宮
を
放
棄
し
よ
う
と

し
て
も
、
難
波
津
が
淀
川
・
大
和
川
と
瀬
戸
内
海
を
結
ぶ
港
と
し
て
健
在
で
あ

る
な
ら
ぽ
、
経
済
上
の
重
要
性
は
い
つ
ま
で
も
続
き
、
貴
族
・
豪
族
や
有
力
寺

院
の
宅
や
荘
屋
は
こ
の
地
に
残
る
。
そ
の
可
能
性
を
絶
つ
た
め
に
は
、
淀
川
・

大
和
川
と
瀬
戸
内
海
を
結
ぶ
港
を
、
別
に
造
り
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

で
き
れ
ぽ
、
難
波
津
の
機
能
な
り
重
要
性
な
り
は
低
下
し
て
、
宮
都
と
し
て
復

活
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
立
案
さ
れ
た
の
が
淀
川
と
三
国
川
を
結

ぶ
水
路
の
義
血
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
工
事
は
、
難
波
津
の
機

能
が
低
下
し
た
た
め
に
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
難
波
津
の
機
能
を
低
下
さ

せ
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
工
事
は
成
功
し
、
長
岡
京
か
ら
瀬
戸
内
海
へ
出
る
に
は
難
波
津
を
通
る

必
要
は
な
く
な
り
、
た
し
か
に
桓
武
の
お
も
わ
く
通
り
、
難
波
津
の
機
能
は
低

下
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
難
波
津
に
は
も
う
一
本
大
和
川
が
通
じ
て
い
る
。

こ
の
川
の
流
域
は
、
国
家
形
成
の
は
じ
ま
る
三
、
四
世
紀
以
来
、
日
本
国
内
の

先
進
地
帯
で
あ
っ
て
、
農
業
・
手
工
業
な
ど
の
各
種
産
業
お
よ
び
文
化
の
発
達

し
た
地
域
で
あ
る
。
大
和
川
が
難
波
津
に
流
れ
こ
む
限
り
、
こ
の
産
業
と
文
化

の
進
ん
だ
土
地
と
瀬
戸
内
海
地
域
と
を
結
ぶ
港
と
し
て
の
難
波
津
の
重
要
性
は

存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
計
画
さ
れ
た
の
が
、
延
暦
七
年
三
月
十
六
日
の
和
気
清
麻
呂
の
奏
言

に
み
え
る
運
河
計
画
1
「
荒
陵
の
南
よ
り
河
内
川
を
導
き
て
、
西
の
か
た
海

に
通
ぜ
ん
。
然
ら
ば
則
ち
、
沃
壌
益
々
広
く
、
以
て
墾
噛
す
べ
し
」
1
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
河
内
川
は
大
和
川
の
分
流
の
平
野
川
で
あ
ろ
う
。
序
歌
す

な
わ
ち
四
天
王
寺
の
南
方
の
上
町
台
地
の
低
ぐ
な
っ
た
と
こ
ろ
を
東
西
に
掘
り

割
っ
て
、
平
野
川
と
大
阪
湾
を
堀
川
（
運
河
）
で
結
ぼ
う
と
い
う
大
計
画
で
あ
る
。
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も
し
こ
の
計
画
が
成
功
す
れ
ぽ
、
い
ま
ま
で
大
和
川
を
下
っ
て
難
波
津
に
は

い
っ
た
船
は
、
平
野
川
か
ら
掘
川
を
下
っ
て
大
阪
湾
に
は
い
り
、
河
内
・
大
和

へ
上
る
船
は
、
こ
の
逆
コ
ー
ス
を
通
る
。
と
も
に
難
波
津
を
経
由
し
な
く
な
り
、

難
波
津
の
存
在
価
値
は
き
わ
め
て
微
少
と
な
る
。
難
波
宮
放
棄
の
桓
武
の
意
図

は
完
全
に
達
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
清
麻
呂
の
奏
言
で
は
「
沃
壌
益
々
広

く
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
の
狙
い
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
淀
川
と
三
国
川
の
連
絡
に
成
功
し
た
清
麻
呂
は
、
引
き
つ
づ
き
河
内
川
を
大

阪
湾
に
つ
な
ぐ
工
事
に
全
力
を
あ
げ
て
挑
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
彼
の
予
想
以
上
の
難
事
業
で
あ
っ
た
。
単
功
二
十
三
万
余
人
に
根
を
給
し
て

事
に
従
わ
し
め
た
、
と
前
述
の
清
麻
呂
の
奏
覧
に
み
え
る
が
、
『
日
本
後
紀
』
延

暦
十
八
年
二
月
条
に
み
え
る
清
麻
呂
の
亮
伝
に
は
、
「
費
す
所
巨
多
、
功
名
に
成

ら
ず
」
と
あ
り
、
失
敗
に
終
っ
た
。
三
国
川
と
の
連
絡
は
、
軟
弱
な
沖
積
平
野

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）

を
掘
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
対
し
、
平
野
川
と
大
阪
湾
を
結
ぶ
堀
川
は
、
低
い
と

は
い
え
硬
い
洪
積
層
の
上
町
台
地
を
掘
る
の
で
あ
る
か
ら
、
難
易
に
格
段
の
相

違
が
あ
る
。
こ
の
工
事
が
成
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
清
麻
呂
が
こ
の
難
工
事
を
計
画
し
、
着
手
し
た
の
は
、
桓
武
の
意

図
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
失
敗
に
終
っ
た
と
は
い
え
、
私
は
天
武
系
の

旧
都
を
廃
し
、
天
一
系
の
新
都
と
し
て
長
岡
京
の
建
設
に
よ
せ
る
桓
武
の
熱
意

の
強
さ
を
感
じ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
。

　
以
上
が
長
岡
遷
都
と
平
城
宮
・
難
波
宮
と
の
関
係
お
よ
び
摂
津
職
大
夫
と
し

て
和
気
清
麻
呂
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
私
見
の
大
略
で
あ
る
。
皇
位
の
天

武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
転
換
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
論
じ
た
の
で
、
論
旨
が
一

方
に
偏
し
た
と
い
う
知
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
代
り
い
ま
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

見
落
さ
れ
た
点
の
い
く
つ
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
叱
正
を
得
　
3

る
こ
と
が
で
き
れ
ぽ
幸
い
で
あ
る
。

注
（
1
）
　
こ
の
こ
と
を
最
初
に
論
じ
た
の
が
誰
で
あ
る
か
、
私
は
つ
ま
び
ら
か
に
で
き
な

　
　
い
が
、
た
と
え
ば
早
川
庄
八
氏
著
の
『
日
本
の
歴
史
』
第
四
巻
（
小
学
館
、
一
九

　
　
七
四
年
）
で
も
、
「
天
武
系
と
の
絶
縁
」
を
最
大
の
理
由
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
長

　
　
岡
の
地
を
選
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
く
喜
田
貞
吉
が
指
摘
し
た
藤
原
種
継
と

　
　
山
背
の
泰
氏
の
関
係
な
ど
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
中
村
一
郎
「
国
忌
の
廃
置
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
二
号
）
。
な
お
林
陸

　
　
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」
（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』
歴
史

　
　
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
は
、
中
村
氏
の
論
文
を
引
き
、
国
忌
に
つ
い

　
　
て
論
じ
て
い
る
。

（
3
）
　
吉
田
孝
『
大
系
日
本
の
歴
史
』
第
三
巻
（
小
学
館
、
一
九
八
八
年
）
。

（
4
）
　
早
川
庄
八
「
天
智
の
初
め
定
め
た
「
法
」
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
（
『
名
古
屋

　
　
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
三
四
、
一
九
八
八
年
）
。

（
5
）
　
駆
通
大
寺
は
他
に
元
興
寺
・
興
福
寺
が
あ
る
が
、
前
者
は
蘇
我
氏
の
創
立
、
後

　
　
者
は
藤
原
氏
の
氏
寺
で
、
天
皇
の
斎
会
を
行
な
う
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

（
6
）
　
承
和
十
年
（
八
四
三
）
十
二
月
二
十
二
日
に
文
室
宮
田
麻
呂
が
謀
反
の
疑
い
で

　
　
捕
ら
え
ら
れ
る
が
、
彼
の
宅
は
京
と
難
波
に
あ
っ
た
（
『
八
日
本
天
紀
』
）
。
こ
れ
も

　
　
難
波
津
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
の
「
証
と
な
ろ
う
。
九
世
紀
の
難
波
に
つ
い
て

　
　
は
、
『
大
阪
市
史
』
第
一
巻
（
大
阪
市
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
（
該
当
項

　
　
目
は
栄
原
永
遠
男
氏
執
筆
）
。
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（
7
）
　
岸
俊
男
『
日
本
の
古
代
宮
都
』
（
N
H
K
大
学
講
座
テ
キ
ス
ト
、
日
本
放
送
協

　
　
会
、
一
九
八
一
年
）
。

（
8
）
　
清
麻
呂
の
豊
前
守
任
官
の
記
事
は
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
な
い
が
、
『
東
大
寺

　
　
要
録
』
巻
四
所
引
の
弘
仁
十
二
年
八
月
十
五
日
付
太
政
官
符
に
、
宝
亀
二
年
に
豊

　
　
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
ほ
か
、
『
八
幡
宇
佐
託
宣
集
』
等
に
も
み
え
る
が
、

　
　
任
官
の
年
時
に
出
入
が
あ
る
。
平
野
邦
雄
『
和
気
清
麻
呂
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一

　
　
九
六
四
年
）
参
照
。

（
9
）
　
拙
稿
「
大
和
川
・
淀
川
と
古
代
の
都
」
（
『
相
愛
大
学
研
究
論
集
』
第
一
巻
、
一

　
　
九
八
五
年
）
参
照
。

（
1
0
）
　
『
日
本
書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
、
皇
極
三
年
三
月
条
。

（
1
1
）
　
『
古
代
難
波
編
年
史
料
集
』
（
『
難
波
宮
肚
の
研
究
』
第
七
、
史
料
篇
、
一
九
八

　
　
一
年
）
。

（
1
2
）
　
岸
俊
男
、
前
掲
書
〈
注
（
7
）
〉
。
清
麻
呂
の
活
動
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
の

　
　
書
に
負
う
所
が
多
い
。

（
1
3
）
　
岸
俊
男
、
前
掲
書
。

（
1
4
）
　
三
国
川
は
も
と
淀
川
の
分
流
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
説
が
正
し
け

　
　
れ
ぽ
、
一
且
埋
ま
っ
た
も
と
の
流
れ
を
掘
り
返
す
の
で
あ
る
か
ら
、
三
国
川
と
淀

　
　
川
の
接
続
の
工
事
は
容
易
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
『
大
阪
市
史
』
第
一
巻
〈
注

　
　
（
6
）
〉
第
一
章
で
は
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
清
麻
呂
の
二
つ
の
水
利
工
事
が
考
察

　
　
さ
れ
て
い
る
（
前
田
昇
、
服
部
昌
之
両
氏
執
筆
）
。

（
補
注
）
　
平
城
か
ら
長
岡
へ
の
遷
都
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
政
治
の
中

　
　
心
を
大
和
川
流
域
か
ら
淀
川
流
域
へ
と
い
う
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
遷
都
を
推
進
し
た
の
が
藤
原
氏
で
あ
る
。
注

　
　
（
9
）
の
拙
稿
に
そ
の
概
略
を
述
べ
た
。
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