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宝
亀
三

年
（
七
七
二
）
、
光
仁
天
皇
の
皇
后
井
上
内
親
王
が
天
皇
を
呪
誼
し
た
罪
で
廃
さ
れ
た
。
こ

の
事
件
は
有
名
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
単
な
る
政
治
闘
争
の
一
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　
先
帝

で
、
井
上
の
姉
妹
の
称
徳
天
皇
は
、
女
帝
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
最
も
律
令
制
的
な
手
続
き

を
踏
ん
で
即
位
し
た
天
皇
で
あ
っ
た
。
し
か
も
皇
后
的
な
権
威
を
も
有
し
、
武
力
で
復
位
し
て
お
り
、

さ
ら
に
出
家
者
で
あ
っ
た
た
め
仏
法
主
導
の
元
で
神
々
が
王
権
を
守
護
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
支
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
女
は
権
力
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
男
女
を
超
え
、
律
令
体
制
下
で
天
皇

権
力
の
専
制
性
を
究
極
に
ま
で
押
し
進
め
た
と
理
解
で
き
る
。
光
仁
天
皇
・
井
上
皇
后
段
階
の
政
治
課

題

は
、
天
皇
を
、
ど
の
よ
う
に
律
令
体
制
下
に
位
置
づ
け
な
お
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
光
仁
天
皇
は
、
聖
武
天
皇
の
娘
で
あ
る
井
上
の
婿
と
し
て
即
位
し
て
お
り
、
そ
の
没
後
に

は
、
井
上
が
皇
太
后
臨
朝
、
ま
た
は
即
位
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
井
上
に
は
、
元
・
斎
王

と
い
う
経
歴
が
あ
り
、
伊
勢
神
宮
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
井
上
の
皇
后
在
位
期
に
、
斎
王
が

未
定
の
ま
ま
で
称
徳
朝
に
途
絶
し
て
い
た
斎
宮
が
造
営
さ
れ
た
が
、
こ
の
斎
宮
の
、
斎
王
の
住
む
内

院
は
、
一
つ
の
区
画
の
中
で
塀
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
生
活
空
間
と
儀
礼
空
間
で
構
…
成
さ
れ
て
お
り
、

周
辺
に
未
整
理
の
付
属
施
設
を
伴
っ
た
宮
殿
的
な
施
設
で
あ
っ
た
。
続
く
桓
武
天
皇
段
階
の
斎
宮
で

は
、
官
衙
区
画
を
構
成
す
る
方
格
地
割
の
設
計
が
優
先
さ
れ
、
内
院
は
区
画
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。

こ
の
改
造
で
は
、
長
岡
京
の
造
営
を
意
識
し
つ
つ
、
儀
礼
環
境
の
整
備
、
確
立
と
継
承
な
ど
、
斎
王

の

権
威

よ
り
斎
宮
の
都
市
化
、
定
型
化
を
押
し
進
め
た
も
の
で
、
「
シ
ス
テ
ム
と
し
て
受
け
継
が
れ
る

べ
き
斎
宮
と
斎
王
」
へ
と
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
井
上
は
「
元
・
斎
王
」
の
皇
后
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
を
背
景
に
特
殊
な
権
力
を
有
し

て

お
り
、
も
し
即
位
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
再
び
聖
俗
混
交
し
た
専
制
王
権
が
復
活
す
る
可
能
性
が

高
か
っ
た
。
井
上
廃
后
事
件
は
、
こ
う
し
た
「
皇
后
」
「
女
帝
」
「
斎
王
」
の
権
力
を
無
化
す
る
た
め

に
行
わ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
起
こ
っ
た
、
光
仁
天
皇
の
皇
后
井
上
内
親
王
の
廃
后
事

件

は
、
天
皇
呪
誼
の
主
犯
が
皇
后
と
い
う
異
常
性
と
、
そ
の
子
で
あ
る
皇
太
子
他
戸

親
王
の

廃
太
子
事
件
に
連
動
し
、
山
部
親
王
、
つ
ま
り
後
の
桓
武
天
皇
の
皇
太
子
就

任
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
近
年
で
は
、
天
武
系
か

ら
天
智
系
へ
の
王
系
転
換
を
誘
引
し
た
事
件
と
し
て
、
王
権
の
あ
り
方
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
事
件
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
概
説
的
な
古
代
政
治
史
の

中
で
も
、
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
井
上
皇
后
の
位
相
は
、
意
外
に
検
討
さ

れ
て

い

な
い
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
血
統
で
直
接
比
較
さ
れ
る
の
が
、
天
武
系
の
他
戸

皇
太
子
と
天
智
系
の
山
部
皇
太
子
で
あ
り
、
井
上
廃
后
は
、
他
戸
廃
太
子
の
布
石
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

な
っ
た
冤
罪
事
件
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
廃
后
と
廃
太
子
が
一
体
化
し

て

理
解

さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
井
上
が
他
戸
に
先
行
し

て
廃

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
『
続
日
本
紀
』
の
記

す
他
戸
皇
太
子
を
廃
す
る
勅
を
見
る
と
、
謀
反
大
逆
人
で
あ
る
井
上
内
親
王
の
子
で

あ
る
こ
と
が
他
戸
廃
太
子
の
理
由
で
あ
り
、
他
戸
は
井
上
に
連
座
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
学
界
の
通
説
的
理
解
で
は
、
真
の
目
標
は
他
戸
で
あ
り
、
井
上
は
い

わ
ば
「
王
朝
交
替
の
巻
き
添
え
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
い
て

深
く
追
求
し
た
数
少
な
い
研
究
者
で
あ
る
角
田
文
衛
は
、
事
件
の
背
景
に
、

藤

原
百
川
・
良
継
と
百
川
の
母
久
米
連
若
女
ら
に
よ
る
陰
謀
が
あ
る
と
い
う
「
真
犯

人
」
探
求
を
行
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
井
上
冤
罪
説
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
（
4
）

栄

原
永
遠
男
や
坂
上
康
俊
な
ど
に
よ
る
近
年
の
通
史
で
も
、
井
上
を
政
争
に
巻
き
込

ま
れ
た
被
害
者
と
捉
え
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
は
否
定
的
に
「
解
釈
」
さ
れ
、

そ
の
内
容
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
井
上
の
廃
后
の
背
景
に
踏
み
込

ん

で

い

る
歌
人
の
山
中
智
恵
子
で
も
、
「
井
上
皇
后
の
め
ぐ
り
に
は
、
斎
宮
寮
以
来
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

神
祭
に
習
熟
し
た
老
若
の
女
官
が
多
く
い
た
」
こ
と
か
ら
、
呪
術
を
行
っ
て
い
た
と

疑

わ
れ
や
す
い
雰
囲
気
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
、
井
上
を
一
方
的
な
被
害
者
と

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
当
に
井
上
は
単
な
る
巻
き
添
え
な
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
井
上
は
皇

族

出
身
の
皇
后
の
み
な
ら
ず
、
皇
太
子
の
母
で
あ
り
、
先
帝
称
徳
の
妹
で
あ
り
、
元

斎
王

で
、
当
時
の
王
権
の
中
で
も
そ
の
立
場
は
極
め
て
複
雑
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
性
格
が
、
こ
の
事
件
、
そ
し
て
こ
の
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
社
会
的
背
景
と

関
係
が
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
本
稿
で
は
、
井
上
皇
后
の
王
権
の
中
で
の
位
置
づ

け
を
再
検
証
し
、
長
岡
遷
都
と
い
う
形
で
結
実
す
る
転
換
期
の
王
権
に
お
け
る
こ
の

事
件
の
意
味
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
井
上
内
親
王
の
廃
后
理
由
と
そ
の
独
自
性

　
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
七
月
二
十
三
日
に
「
故
廃
皇
后
井
上
内
親
王
」
は
、
崇

道
天
皇
と
追
称
さ
れ
た
早
良
親
王
と
と
も
に
名
誉
回
復
さ
れ
、
「
追
復
稻
一
皇
后
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

墓
並
稻
二
山
陵
一
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
時
に
、
他
戸
親
王
が

名
誉
回
復
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
戸
は
、
そ
の
廃
太
子
宣
命
に
「
他
戸
王
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
井
上
廃
后
時
に
親
王
号
は
剥
奪
さ
れ
て
い
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
こ
の
扱
い
は
、
光
仁
の
子
で
あ
る
二
世
親
王
で
は
な
く
、
井
上
内
親
王

の
子
で

あ
る
三
世
王
と
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
光
仁
の
皇
太
「
子
」
で
は
な
く
、
例

え
ば
奈
良
時
代
の
廃
太
子
で
あ
る
道
祖
王
と
同
等
と
し
か
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
井
上
と
の
関
係
を
よ
り
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
ら
ば
他
戸
は
、
井
上
が
廃
后
さ
れ
た
時
点
で
、
実
質
的
に
は
皇
太
子
権
を
剥
奪
さ

れ
て

い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
廃
太
子
時
に
他
戸
は
「
庶
人
」
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
四
月
己
丑
条
の
卒
記
事
に
は
、
二
人
は
「
井
上

内
親
王
、
他
戸
王
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
井
上
内
親
王
の
名
誉
回
復
を
経
た
『
続

日
本
紀
』
の
文
飾
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
史
料
と
し
て
、
『
類
聚
国
史
』
所
引
の
『
日
本
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後
紀
』
逸
文
と
見
ら
れ
る
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
正
月
十
日
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
外
従
五
位
下
槻
本
奈
氏
麻
呂
・
正
七
位
上
豊
人
兄
弟
へ
の
増
位
記
事
で
、
そ

の
理
由
は
、
光
仁
天
皇
の
旧
臣
で
あ
っ
た
二
人
の
父
、
右
兵
衛
佐
外
従
五
位
下
槻
本

老
の
功
績
に
報
い
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
。
槻
本
老
は
、
は
じ
め
「
庶
人
」
が
東
宮
に

あ
っ
て
「
暴
虐
尤
甚
」
で
、
天
皇
に
反
発
し
て
無
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
憤
り
、
「
庶
人
」

と
「
母
廃
后
」
の
怒
り
を
買
っ
て
厳
し
く
責
め
ら
れ
た
が
、
の
ち
后
の
天
皇
呪
殺
計

画
が
暴
か
れ
た
時
、
そ
の
罪
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
、
つ
い
に
廃
后
・
廃
太
子
に
追
い

込
ん

だ
と
い
う
。

　
注
意

す
べ
き
は
、
す
で
に
延
暦
十
九
年
に
復
位
し
て
い
る
井
上
皇
后
が
「
廃
后
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
文
章
は
、
槻
本
老
の
卒
伝
な
ど
か

ら
直
接
引
用
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
延
暦
十
九
年
以
前
だ
っ
た
た
め
に
古
い
表
記
が

残
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
名
誉
回
復
以
前
、
す
な
わ
ち
七
七
二
年
か
ら
八
〇
〇

年
の
間
の
公
的
な
記
録
に
は
、
井
上
は
「
廃
后
」
、
他
戸
は
「
庶
人
」
と
記
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
井
上
・
他
戸
の
死
亡
報
告
の
一
次
史
料
に
は
、
「
廃
后
と

そ
の
子
の
庶
人
」
が
同
日
に
死
ん
だ
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
、
宝
亀
六
年
四
月
己
丑
条
に
は
「
他
戸
王
」
の
表
記
が
あ
る
。
こ

れ

は
、
他
戸
親
王
が
、
『
続
日
本
紀
』
編
纂
・
冊
定
時
に
も
親
王
位
に
復
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
井
上
と
他
戸
は
と
も
に
名
誉
回
復
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
扱
い
が
違
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
槻
本
老
の
卒
伝
と

見

ら
れ
る
史
料
で
は
、
他
戸
は
連
座
で
は
な
く
、
そ
の
暴
虐
の
た
め
に
廃
さ
れ
た
と

い
う
史
観
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
い

さ
さ
か
長
く
な
っ
た
が
、
井
上
の
名
誉
回
復
前
に
は
、
そ
の
冤
罪
の
噂
と
は
別

に
、
井
上
は
呪
誼
、
他
戸
は
暴
虐
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
で
廃
さ
れ
た
と
い
う
認
識

も
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
井
上
は
、
宝
亀
六
年

に
は
そ
の
廃
后
の
意
味
が
な
く
な
っ
た
か
ら
名
誉
回
復
さ
れ
、
他
戸
は
親
王
に
戻
せ

な
い
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
王
の
ま
ま
で
留
め
置
か
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
も
示
唆
す

　
　
　
　
　
　
　

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
井
上
廃
后
に
は
、
他
戸
失
脚
の
布
石
に
止
ま
ら
な
い

独
自
の
意
味
が
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
、
皇
后

や
皇
族
女
性
の

政
治
権
力
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
落
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

し
か
し
一
方
で
、
近
年
、
井
上
皇
后
の
政
治
的
役
割
に
独
自
性
を
見
る
研
究
が
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

わ
れ
出
し
て
い
る
。
ま
ず
西
野
悠
紀
子
は
、
井
上
を
旧
皇
統
と
新
皇
統
を
結
ぶ
光
仁

の

共
同
統
治
者
と
位
置
づ
け
、
伝
統
的
勢
力
の
中
心
と
な
り
え
た
と
し
て
、
そ
の
廃
后

の
背
景
に
、
「
中
国
的
男
女
役
割
の
確
立
と
大
后
の
伝
統
の
否
定
」
と
い
う
光
仁
の
意

図
を
見
る
。
そ
し
て
光
仁
が
称
徳
へ
の
権
力
集
中
の
極
度
の
高
ま
り
を
受
け
継
い
で

い

る
一
方
、
井
上
に
つ
い
て
は
、
二
十
年
に
わ
た
る
皇
后
の
不
在
の
結
果
、
皇
后
が

共
同
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
低
下
し
て
い
た
た
め
、
天
皇
と
の
権
力
バ
ラ
ン

ス

が
崩
れ
、
有
力
氏
族
の
後
ろ
盾
を
持
た
な
い
皇
族
皇
后
で
、
政
治
的
背
景
が
弱
い
た

め

に
廃
位
さ
れ
た
と
し
、
井
上
廃
位
に
よ
り
、
「
大
后
的
皇
后
」
は
姿
を
消
す
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　

ま
た
、
遠
山
美
都
男
は
、
井
上
の
皇
后
と
し
て
の
特
異
性
と
、
女
帝
と
し
て
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
遠
山
は
、
光
仁
即
位
を
他
戸
へ
の
中
継
ぎ
と
考
え
、
井
上

を
、
即
位
す
る
資
格
は
十
分
に
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
皇
后
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
キ
サ
キ
か
ら
女
帝
と
い
う
コ
ー
ス
を
と
れ
ず
、
称
徳
の
遺
志
で
皇
后
と
さ
れ
た
、

と
指
摘
す
る
。
そ
の
一
方
、
道
鏡
擁
立
が
貴
族
層
の
総
意
で
否
定
さ
れ
た
後
に
即
位

し
た
光
仁
は
、
暴
走
の
危
険
の
多
い
不
婚
の
女
帝
を
作
ら
な
い
こ
と
を
容
認
し
た
の

で
は

な
い
か
、
と
推
定
し
、
キ
サ
キ
か
ら
女
帝
即
位
の
可
能
性
も
、
井
上
内
親
王
の

呪
誼
事
件
で
絶
た
れ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
呪
誼
の
動
機
を
「
井
上
は
聖
武
の
む
す

め

と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
異
母
妹
称
徳
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇

の
座

に
就
き
た
い
と
い
う
願
望
と
焦
り
を
ど
う
に
も
抑
え
が
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

で

あ
ろ
う
か
」
と
し
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
皇
后
か
ら
、
天
皇
を
輔
佐
し
天
皇
権
力

を
分
掌
す
る
権
限
が
剥
奪
さ
れ
、
「
本
来
型
の
女
帝
の
歴
史
に
も
ピ
リ
オ
ド
が
打
た

れ
」
た
と
す
る
。

　
西
野
や
遠

山
の
指
摘
に
は
極
め
て
重
要
な
論
点
が
内
容
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
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主

張
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
西
野
が
光
仁
の
役
割
を
重
視
し
、
井
上
立
后
の
時

点
で
す
で
に
皇
后
権
力
は
天
皇
権
力
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
井
上
の

失
脚
は
容
易
に
行
わ
れ
た
と
す
る
の
に
対
し
、
遠
山
は
光
仁
の
他
戸
へ
の
中
継
ぎ
性

を
強
調
す
る
。
遠
山
は
、
明
言
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
中
継
ぎ
と
い
う
点
で
は
光
仁

と
井
上
は
同
格
で
あ
り
、
皇
后
か
ら
女
帝
へ
の
コ
ー
ス
の
消
滅
は
、
井
上
の
失
脚
に

よ
っ
て
生
じ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
西
野
の

指
摘
す
る
よ
う
に
、
井
上
の
政
治
的
背
景
は
弱
い
、
し
か
し
そ
れ
は
、
遠

山
が
指
摘
し
た
よ
う
に
光
仁
も
同
様
で
あ
り
、
光
仁
が
主
体
的
に
権
力
を
結
集
で
き

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
西
野
の
主
張
は
、
称
徳
に

よ
り
権
力
結
集
が
行
わ
れ
た
「
天
皇
」
位
が
光
仁
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
視
点
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
天
皇
と
皇
后
の
関
係
に
集
約
す
れ
ば
、
首
肯
で
き
る

も
の
が
あ
る
。

　
一
方
遠
山
の
説
は
、
井
上
の
自
立
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
井
上
失
脚
の
動
機
が
個
人
的
な
権
力
欲
で
あ
り
、
そ
の
呪
誼
事
件
の
「
偶

発
」
を
奇
貨
と
し
て
、
結
果
的
に
女
帝
の
可
能
性
が
絶
た
れ
た
、
と
す
る
こ
と
は
、

女
帝
の
全
面
廃
止
が
偶
発
的
な
も
の
で
、
井
上
事
件
が
な
け
れ
ば
皇
后
か
ら
女
帝
へ

の
コ

ー
ス
は
残
っ
た
の
か
、
と
も
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。
遠
山
は
、
井
上
の
事
件
を

謀
略
と
し
て
見
て
き
た
た
め
に
、
皇
后
の
変
化
が
見
過
ご
さ
れ
た
、
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
反
面
、
井
上
の
呪
誼
を
「
事
実
」
と
し
て
捉
え
、
井
上
個
人
に
執
着
す
る
あ

ま
り
、
皇
后
そ
の
も
の
に
伴
う
と
さ
れ
る
権
力
が
な
ぜ
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、

を
西
野
の
よ
う
に
歴
史
的
に
検
証
し
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
井
上
の
位
相
に
つ
い
て
は
ま
だ

ま
だ
検
証
す
べ
き
点
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

②
称
徳
天
皇
の
権
力

井
上
皇
后
の
位
相
を
考
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
の
は
、
彼
女
と
光
仁
天
皇
が
受
け

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
「
権
力
」
「
権
威
」
の
分
析
で
あ
る
。
そ
の
検
証
の
た
め
に
は
、

そ
の
保
持
者
で
あ
っ
た
称
徳
（
孝
謙
）
天
皇
の
権
力
分
析
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。

　
ま
ず
、
最
初
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
孝
謙
天
皇
が
女
帝
で
あ
り
な
が
ら
、

最
も
「
律
令
制
的
」
な
天
皇
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
す
で
に
仁
藤
敦
史
や
義
江
明
子
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
孝
謙
天
皇
は
、
皇

太
子
を
経
て
天
皇
に
な
っ
た
唯
一
の
女
性
天
皇
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
女
性
天
皇
は
、

推
古
、
皇
極
、
持
統
が
前
天
皇
の
皇
后
の
継
承
で
、
元
明
が
前
帝
文
武
の
母
で
文
武

の

遺
詔
に
よ
る
継
承
と
、
い
ず
れ
も
皇
后
・
皇
太
后
と
い
う
立
場
が
前
提
に
な
っ
て

い

る
。
母
か
ら
子
へ
の
継
承
と
し
て
異
例
な
の
は
元
明
か
ら
元
正
へ
の
場
合
だ
が
、

こ
の
場
合
も
皇
太
子
を
経
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
孝
謙
は
、
皇
族

で

は
な
い
と
は
い
え
、
光
明
皇
后
所
生
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
皇
后
を
母
に
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
天
皇
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
孝
謙
は
、
即
位
と
と
も
に
斎
王
が
置
か
れ
た
唯
一
の
女
帝
で
あ
る
。
し

か

も
そ
の
記
録
が
、
前
斎
王
の
帰
京
と
新
斎
王
の
ト
定
の
時
期
に
つ
い
て
の
前
例
と

　
　
　
　
（
1
3
）

さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
皇
太
子
時
代
の
阿
倍
内
親
王
が
、
群
臣
の
前

で
五
節
舞
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
性
天
皇
が
日
常
的
に
群
臣
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
姿
を
現
し
た
か
ど
う
か
は
大
き
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
孝
謙
は
皇
太

子
の
時
点
か
ら
、
姿
の
見
え
る
女
帝
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
皇
太
子
を
経
て
即
位
し
、
群
臣
の
前
に
姿
を
現
し
、
斎
王
を
置
い

た
天
皇
は
、
女
性
天
皇
の
通
説
的
理
解
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
武
力
に
よ
る
皇
位
纂

奪
を
し
た
天
武
を
は
じ
め
、
祖
母
か
ら
の
継
承
と
な
る
文
武
、
そ
し
て
藤
原
宮
子
を

母

に
持
つ
聖
武
に
比
べ
て
も
、
女
帝
で
あ
り
な
が
ら
、
孝
謙
は
最
も
律
令
制
的
な
手

続

き
を
踏
ん
で
即
位
し
た
天
皇
、
す
な
わ
ち
、
正
当
な
立
場
で
育
て
ら
れ
た
天
皇
な

　
　
　
（
1
5
）

の

で

あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
彼
女
の
権
力
意
識
の
中
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
遠
山
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
天
平
宝
字
八

年
（
七
六
四
）
十
月
九
日
壬
申
詔
に
見
ら
れ
る
聖
武
天
皇
の
遺
志
「
王
を
奴
と
な
す
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せ

と
も
、
奴
を
王
と
云
ふ
と
も
、
汝
の
為
む
ま
に
ま
に
」
は
、
彼
女
の
こ
う
し
た
意
識

を
さ
ら
に
強
め
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
意
識
は
、
復
位
に
よ
っ
て
更
に
強
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
称
徳

の
権
力
根
拠
が
、
武
力
に
よ
る
王
権
奪
取
に
あ
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
注
意
し
た
い

の

は
、
称
徳
が
大
嘗
祭
は
行
っ
て
も
即
位
式
を
挙
行
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
奈

良
時
代
の
太
上
天
皇
が
、
天
皇
と
同
等
の
権
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
近
年
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
復
位
は
、
太
上
天
皇
が
そ
の
地
位
を
捨
て
て
即
位
し
た

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
太
上
天
皇
が
天
皇
を
吸
収
す
る
形
で
、
権
力
の
一

体
化
を
図
っ
た
と
認
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
称
徳
の
大
嘗
祭
が
、
即
位
式

の

場
の
一
部
で
も
あ
る
べ
き
第
二
次
朝
堂
院
で
は
な
く
、
第
一
次
朝
堂
院
跡
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

わ

ち
こ
の
時
に
は
、
彼
女
の
内
裏
で
あ
っ
た
西
院
の
庭
で
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
太
上

天
皇

の
地
位

を
前
提
と
し
た
天
皇
権
力
の
合
一
化
と
い
う
意
識
の
顕
れ
と
考
え
ら
れ

る
。

　
称
徳
と
い
う
称
号
は
天
平
宝
字
二
年
八
月
一
日
に
奉
ら
れ
た
尊
号
「
賓
字
称
徳
孝

謙
皇
帝
」
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
称
徳
天
皇
」
と
い
う
天
皇
は
厳
密
に
は

存
在
し
な
い
。
逆
に
「
高
野
天
皇
」
と
い
う
称
号
が
、
「
上
皇
」
の
時
に
も
、
「
称
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

天
皇
」
の
時
に
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
上
皇
と
天
皇
の
区
別
は
、
『
続
日
本
紀
』

の
記
述

に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
孝
謙
上
皇
は
天
皇
と
し
て

の

特
性
を
既
に
得
て
い
た
の
で
、
服
属
確
認
儀
礼
で
あ
る
大
嘗
祭
を
行
え
ば
、
再
度

即
位
式
を
挙
行
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
「
孝
謙
」
と
「
称
徳
」
の
大
き
な
相
違
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

皇
后
の
不
在
が
あ
る
。
「
し
り
へ
の
政
」
を
司
る
大
后
権
力
に
源
泉
を
持
つ
皇
后
の
役

割
は
「
孝
謙
」
の
時
代
に
は
母
で
あ
る
光
明
皇
后
の
手
中
に
あ
っ
た
が
、
光
明
の
死

後
、
そ
の
機
能
は
孝
謙
「
上
皇
」
の
も
と
に
移
り
、
そ
れ
も
ま
た
「
称
徳
」
天
皇
の

も
と
に
集
約
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
称
徳
」
は
、
天
皇
で
あ
り
、
上
皇
で
あ
り
、

皇
后
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
称
徳
天
皇
の
権
力
根
拠
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
特
性
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
称
徳
大
嘗
祭
に
は
僧
が
参
加
し
て
お
り
、
何
よ

り
彼
女
が
す
で
に
法
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
復
位
に
お
い
て
、
称
徳
政
権
は
僧
俗
一
体

と
な
っ
た
権
力
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
称
徳
政
権
を
支
え
て
い
た
の
は
仏
教
の
み
で
は
な
い
、
天
平
神
護
元
年
（
七

六

五
）
十
一
月
二
十
三
日
庚
辰
詔
に
は
「
上
つ
方
は
三
宝
に
供
奉
り
、
次
に
は
天
社
・

国
社
の
神
等
を
も
ゐ
や
び
ま
つ
り
…
経
を
見
ま
つ
れ
ば
仏
の
御
法
を
護
り
ま
つ
り
尊

び

ま
つ
る
は
諸
神
た
ち
に
い
ま
し
け
り
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
伊
勢
神
宮
に
神

宮
寺
が
造
営
さ
れ
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
十
六
日
癸
巳
詔
に
は
、
伊
勢

神
宮
（
外
宮
）
の
上
に
瑞
雲
が
現
れ
、
改
元
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
仏
法
主
導
の
元
で
伊
勢
神
宮
以
下
の
神
々
が
王
権
を
守
護
す
る
と
い
う
「
神

護
」
体
制
の
構
築
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
顕
れ
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
改
元
な
の

　
　
（
2
0
）

で

あ
る
。
称
徳
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
は
、
す
で
に
聖
武
が
意
識
し
て
い
た
「
仏
教

主

導
の
下
に
神
祇
を
結
集
さ
せ
、
一
体
化
さ
せ
る
方
向
性
」
を
究
極
に
ま
で
推
し
進

め

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
そ
れ
は
、
称
徳
に
そ
れ
だ
け
の
権
力
が
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
太
上
天
皇
も
、
皇
太
子
も
置
か
ず
、
し
か
も
法
体
で
あ
っ
た
称
徳
は
、

政

治
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
両
面
に
お
い
て
、
権
力
そ
の
も
の
の
象
徴
と
な
り
、
そ
の
意

味

で
、
律
令
天
皇
権
力
が
そ
の
構
造
上
内
包
し
て
い
た
専
制
性
を
究
極
に
ま
で
押
し

進
め
て
、
か
つ
て
な
い
権
力
を
に
ぎ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

③
井
上
内
親
王
の
位
相

　
称
徳
体
制
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
と
、
光
仁
即
位
・
井
上
立
后
段
階
の

政
治
課
題
は
、
称
徳
に
結
集
し
た
「
大
権
」
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
・
太
上
天
皇
・
皇
后
・

宗
教
的
権
力
者
を
合
わ
せ
た
権
能
を
残
す
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
分
散
さ
せ
る
か

の
方
針
を
決
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
律
令
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
「
天
皇
」
を
、

律
令
体
制
下
に
位
置
づ
け
な
お
す
作
業
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
井
上
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内
親
王
の
位
相
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
光
仁
王
権

に
は
、
聖
武
の
女
婿
と
い
う
血
統
と
、
群
臣
に
よ
る
推
挙
の
二
つ
の
側

面
が
あ
り
、
そ
の
整
理
と
し
て
井
上
が
粛
清
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
西
野
の
指
摘

を
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
遠
山
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
大
后
」

で
あ
る
と
と
も
に
、
井
上
が
「
最
後
の
女
帝
」
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
皇
后
で
あ
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
私
が
留
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
場
合
に
は
「
称
徳

的
」
な
天
皇
が
再
現
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
、
当
時
の
権
力
体
制
の
中
で
危
惧
さ

れ
て

い
た

の

で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
井
上
は
、
奈
良
時
代
唯
一
の
皇
族
皇
后
で
あ
り
、
最
も
出
自
が
正
し
い
。
そ
し
て

西
野
や
橋
本
義
則
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
井
上
は
歴
代
は
じ
め
て
内
裏
に
居
住

　
　
　
　
　
　
　
れ
　

し
た
皇
后
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
天
皇
の
元
に
皇
后
が
同
居
す
る
形
な
の
で
、
西
野
の
指
摘
す
る
よ
う
に
夫

方
居
住
の
嫁
取
婚
で
あ
り
、
橋
本
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
皇
后
が
政
治
的
権
力
か
ら

疎
外

さ
れ
、
そ
の
基
盤
で
あ
っ
た
皇
后
宮
を
天
皇
の
宮
か
ら
独
立
し
て
営
む
こ
と
が

で

き
な
く
な
」
っ
た
こ
と
の
顕
れ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
井
上
に
関
し
て
言
え
ば
、

経
済
的
な
実
態
は
と
も
か
く
、
表
象
上
は
別
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
。

　
光
仁

は
そ
れ
ま
で
平
城
宮
に
住
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
一
方
井
上
は
平
城
宮
の
主
人

で

あ
っ
た
聖
武
の
娘
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
井
上
の
夫
方
居
住
は
、
先
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

娘
が
新
天
皇
を
婿
取
り
し
た
、
と
い
う
関
係
を
も
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
表
象

上
は

夫
方
居
住
で
は
な
く
、
夫
と
妻
が
妻
の
父
の
旧
居
に
入
っ
た
形
に
な
る
の
で

　
（
2
3
）

あ
る
。
と
す
れ
ば
聖
武
の
遺
産
の
継
承
者
は
井
上
で
あ
り
、
井
上
は
光
仁
に
従
属
し

て

平
城
宮
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
平
城
宮
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
天

皇
を
婿
取
る
形
式
に
な
っ
た
と
も
理
解
で
き
る
。

　

も
と
よ
り
皇
后
宮
の
独
立
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
皇
后
の
経
済
基
盤
の
失
墜
で
あ

り
、
長
期
的
に
見
れ
ば
皇
后
権
力
の
失
墜
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
井
上

が
皇
后
に
就
任
し
て
い
き
な
り
そ
の
変
化
が
顕
著
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む

し
ろ
井
上
が
皇
后
と
な
っ
て
か
ら
失
脚
す
る
ま
で
の
間
に
、
そ
う
し
た
変
化
は
よ
う

や

く
顕
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
井
上
・
光
仁
夫
妻
の
場
合
、
居
住

形
態
か
ら
は
そ
の
政
治
的
な
力
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
一
方
、
光
仁
は
擁
立
さ
れ
た
天
皇
で
、
そ
の
政
権
は
、
藤
原
永
手
・
家
依
父
子
・

良
継
・
百
川
ら
の
共
同
体
制
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。
な
ら
ば
称
徳
の
大
権
が
、
井
上

を
無
視
し
て
そ
の
ま
ま
光
仁
に
継
受
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
事
実
、
光
仁
は
即

位

ま
で
正
三
位
で
、
井
上
は
二
品
だ
っ
た
。
ま
た
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
月

に
は
、
白
壁
王
と
井
上
内
親
王
は
、
新
羅
交
易
物
を
購
入
す
る
た
め
の
綿
を
賜
与
さ

れ
て
お

り
、
こ
の
夫
婦
は
称
徳
政
権
下
で
、
王
皇
位
継
承
者
・
他
戸
の
父
母
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

称
徳
の
皇
位
継
承
思
想
に
入
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
井
上
は
、
称
徳
に
重
視

さ
れ
て
い
た
時
点
で
夫
よ
り
高
位
に
あ
り
、
た
と
え
西
野
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
長
期

間
の
空
位
に
よ
り
皇
后
大
権
の
名
目
化
が
進
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
権
力
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
う
た

皇
に
従
属
す
る
域
に
留
ま
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
光
仁
即
位
の
童
謡

　
　
葛
城
寺
の
前
な
る
や
　
豊
浦
寺
の
西
な
る
や
　
お
し
と
ど
　
と
し
と
ど
　
桜
井

　
　

に
白
壁
沈
く
や
　
好
き
壁
沈
く
や
　
お
し
と
ど
　
と
し
と
ど
　
然
し
て
国
ぞ
昌

　
　

ゆ
る
や
　
お
し
と
ど
　
と
し
と
ど

は
井
の
中
に
白
壁
が
沈
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
白
壁
王
（
光
仁
）
は
井
上
に
庇
護
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て

即
位
し
た
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上
の
皇
后
宮
職
の
大
夫
は
光
仁
王
権
の

領
袖
の
一
人
、
藤
原
家
依
で
あ
り
、
皇
后
宮
職
が
光
仁
王
権
の
重
要
部
分
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
井
上
（
七
一
七
年
生
）
と
光
仁
（
七
〇
九
生
）
と
の
年
齢
差
を
考
え
れ
ば
、

光
仁
の
没
後
に
皇
太
后
臨
朝
ま
た
は
即
位
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
だ

ろ
う
。
す
で
に
井
上
は
、
聖
武
直
系
と
い
う
血
統
と
、
皇
太
子
の
後
見
者
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

う
立
場
、
そ
し
て
皇
后
の
地
位
ま
で
は
手
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
井
上
は
、
称
徳
と
は
違
い
、
皇
太
子
を
経
て
正
統
な
皇
位
継
承
手
続
き
を

踏
ん

で
女
帝
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
称
徳
ほ
ど
の
権
力
集
中
の
起
き
る
「
危

険
性
」
は
乏
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
は
い
え
、
先
帝
の
后
と
な
れ
ば
、
持
統
や
斉

明
の
よ
う
に
大
き
な
権
力
を
持
つ
可
能
性
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
井
上
に
は
、
称
徳
と
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も
、
他
の
女
帝
と
も
違
う
点
が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
。
尼
で
あ
っ
た
称
徳
が
仏
教
を
背

景
と
し
た
宗
教
的
権
力
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
斎
宮
と
伊
勢
神
宮
と
に
深
い
関

係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
留
意
す
べ
き
は
、
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う

に
、
彼
女
の
時
代
に
「
中
宮
八
十
島
祭
」
「
東
宮
八
十
島
祭
」
が
創
始
さ
れ
た
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
天
皇
の
み
が
行
う
祭
祀
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
八

十
島
祭
を
皇
后
や
皇
太
子
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
王
権
に
お
け
る
皇
后
の
祭
祀
的
な

権
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
井
上
の
皇
后
権

力
は
、
祭
祀
権
と
い
う
極
め
て
捉
え
に
く
い
も
の
を
取
り
込
ん
で
成
立
し
て
い
た
の

で

あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
藤
原
氏
の
政
治
権
力
を
背
景
と
し
て
立
場
を
強
め
た
光
明

皇
后
な
ど
と
は
か
な
り
異
質
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
先
帝
の
后
と
し
て
即
位
す
れ
ば
、

そ
の
評
価
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
井
上
が
皇
后
在
位
期
の
、
皇
后
に
関
わ
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
整

理
し
て
み
よ
う
。

一

、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
十
一
月
六
日
　
皇
后
立
后
、
娘
酒
人
に
三
品
（
山
部
で

　
　
四

品
）
ほ
か
八
人
の
女
王
を
叙
位

二
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
正
月
二
日
女
官
三
人
に
叙
位
（
女
官
の
み
）

三
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
正
月
二
十
三
日
他
戸
親
王
皇
太
子
に
。
皇
后
宮
、
東

　
　
宮
の
人
事
（
皇
后
宮
大
夫
藤
原
家
依
1
1
左
大
臣
永
手
の
第
一
子
、
亮
は
伊
勢
老

　
　
人
、
東
宮
傅
は
大
納
言
大
中
臣
清
麻
呂
）

四
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
三
月
十
三
日
左
大
臣
藤
原
永
手
の
急
逝
に
よ
り
清
麻

　
　
呂
右
大
臣
に

五
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
十
一
月
十
八
日
気
太
王
に
斎
宮
を
造
営
さ
せ
る

六
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
十
一
月
二
十
一
日
大
嘗
祭

七
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
正
月
十
日
　
女
叙
位
十
一
人

八
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
三
月
二
日
　
井
上
廃
后

　

（宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
五
月
二
十
七
日
　
他
戸
廃
太
子
。
皇
后
宮
、
東
宮
坊
の

　
　
官
人
は
連
座
せ
ず
）

　

一
に
つ
い
て
は
、
酒
人
内
親
王
の
身
分
の
高
さ
が
注
目
で
き
る
。
酒
人
は
山
部
親

王

（桓
武
天
皇
）
よ
り
高
い
三
品
で
、
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

平
安
末
期
に
成
立
し
た
史
書
で
あ
る
『
水
鏡
』
に
は
、
光
仁
天
皇
が
井
上
廃
后
の
後

に
酒
人
を
天
皇
と
し
て
推
し
た
が
、
藤
原
百
川
の
誠
意
を
尽
く
し
た
説
得
に
、
つ
い

に
山
部
親
王
（
桓
武
）
の
皇
太
子
就
任
を
認
め
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
後
世
の
伝

承
な
の
で
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
栄
原
永
遠
男
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
記
述
が
『
藤
原
百
川
伝
』
に
依
る
所
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

し
い
と
も
い
え
な
い
資
料
で
は
あ
る
。
酒
人
の
当
時
の
宮
廷
の
重
要
性
が
う
か
が
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次

に
二
に
つ
い
て
は
、
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
六
月
二
十
六
日
の
「
皇
太
后

周
忌
御
斎
」
へ
の
女
官
の
供
奉
を
功
と
し
た
叙
位
に
似
て
お
り
、
正
月
儀
礼
に
よ
る

女
官
人
事
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
正
月
二
日
の
中
宮
へ
の
皇
太
子
朝

賀
や
群
官
朝
賀
、
女
官
朝
賀
な
ど
は
、
平
安
初
期
、
嵯
峨
朝
の
橘
嘉
智
子
の
時
に
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

始
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
む
し
ろ
、
元
日
儀
礼
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
女
官
は
後
宮
に
奉
仕
す
る
の
で
、
本
質
的
に
は
天
皇
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
井
上
が
後
宮
に
居
住
し
、
光
仁
を
婿
取
り
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
事
は

「
井
上
体
制
」
の
確
立
を
意
図
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

三
、
四
は
人
事
に
関
わ
る
こ
と
で
、
大
中
臣
氏
と
伊
勢
氏
が
同
族
で
あ
る
こ
と
が

注

目
で
き
る
。
そ
し
て
東
宮
坊
を
掌
握
し
た
大
中
臣
清
麻
呂
は
、
さ
ら
に
右
大
臣
に

昇
進
す
る
。
こ
の
時
期
の
宮
廷
で
、
大
中
臣
氏
の
果
た
し
て
い
た
役
割
は
大
き
な
も

　
　
　
（
3
1
）

の

が

あ
る
が
、
光
仁
天
皇
と
大
中
臣
氏
に
は
積
極
的
な
繋
が
り
は
確
認
で
き
な
い
。

大
中
臣
氏
は
、
お
そ
ら
く
井
上
廃
后
の
影
響
を
被
っ
て
い
な
い
た
め
か
、
井
上
と
の

関
係
は
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
少
な
い
が
、
む
し
ろ
こ
の
時
点
で
は
、
光
仁
よ
り
井
上

と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
留
意
す
べ
き
は
、
五
の
斎
宮
造
営
が
、
六
の
大
嘗

祭
よ
り
早
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
斎
王
卜
定
は
、
即
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
大
嘗
祭
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
時
は
、
斎
王
未
定
の
ま
ま
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で
斎
宮
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
し
て
後
に
斎
王
に
な
っ
た
の
は
井
上
の
娘
、
酒
人
な
の

で

あ
る
。
そ
こ
に
元
・
斎
王
で
あ
る
井
上
内
親
王
の
意
志
が
働
い
て
い
な
か
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
斎
宮
の
発
掘
成
果
と
照
ら
し
て
、
こ
の
時
期
の
斎
宮
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

い
て

の
検
討
を
加
え
よ
う
。

④
井
上
皇
后
と
斎
宮
再
生

　
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
文
献
か
ら
見
る
限
り
、
称
徳
朝
に
は
斎
宮
は

置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
称
徳
が
仏
法
主
導
に
よ
る
伊
勢
神
宮
支
配
を

目
指
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
反
動
と
し
て
斎
王
は
置
か
れ
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
国
内
最
大
の
権
力
を
持
つ
尼
で
あ
る
称
徳
の
下
に
、
伊
勢

神
宮
は
神
宮
寺
を
介
し
て
直
接
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
斎
宮
跡
で
の
調
査
成
果
を
概
観
す
る
と
、
奈
良
時
代
前
期
に
は
史
跡
西
方

部

に
集
中
し
て
い
た
遺
構
が
、
奈
良
時
代
後
半
に
は
東
部
に
移
動
し
て
お
り
、
そ
の

間
に
空
白
と
い
っ
て
い
い
期
間
が
あ
る
。

　
史
跡
東
部
で
は
、
奈
良
時
代
後
期
に
造
営
さ
れ
た
東
西
七
列
、
南
北
四
列
、
各
区

画
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
方
格
地
割
が
、
幅
員
一
ニ
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
区
切
ら

れ

る
形
で
造
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
方
格
地
割
中
心

部
、
斎
王
の
い
た
内
院
区
画
と
推
定
さ
れ
て
い
る
、
東
か
ら
三
．
区
、
北
か
ら
三
区
目

の
、
通
称
鍛
冶
山
西
区
画
の
、
内
院
地
区
第
一
期
に
お
い
て
は
、
区
画
が
東
西
に
長

く
、
そ
の
外
周
と
内
部
に
、
二
重
塀
が
巡
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

（図
1
）
。
さ
ら
に
近
年
の
調
査
成
果
か
ら
見
る
と
、
そ
の
周
囲
地
域
の
第
一
期
に
対

応

す
る
時
期
の
建
物
は
方
位
が
不
揃
い
で
、
方
格
地
割
が
ま
だ
造
営
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
、
か
な
り
の
格
差
が
推
定
で
き
る
。
第
一
期
斎
宮
の

特
色
は
、
整
備
さ
れ
た
内
院
区
画
と
、
比
較
的
雑
然
と
し
た
周
囲
の
建
物
群
の
ア
ン

バ

ラ
ン
ス
さ
に
あ
る
。

　
現
在
確
認

さ
れ
て
い
る
、
こ
の
時
期
の
内
院
最
大
の
建
物
（
S
B
七
九
五
〇
）
は
、

外
郭
と
内
郭
の
間
に
位
置
し
、
東
西
六
間
、
南
北
二
間
で
南
北
に
庇
が
付
い
た
も
の

で

あ
る
。
二
重
目
、
つ
ま
り
よ
り
世
間
と
切
り
離
さ
れ
た
郭
内
の
調
査
で
は
、
中
心

建
物
は
未
検
出
で
は
あ
る
が
、
後
の
寝
殿
に
あ
た
る
建
物
が
無
か
っ
た
と
は
考
え
に

く
く
、
鉄
道
線
路
の
下
に
な
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
鍛
冶
山
西
区
画
の
内

院
地
区
第
一
期
に
は
、
大
型
建
物
が
二
棟
は
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
属
す
る
既
検
出
の
建
物
に
も
、
二
間
×
五
間
ク
ラ
ス
の
規
模
の
大
き
い
も

の

が
多
い
。
内
院
地
区
の
二
重
塀
は
、
早
い
前
例
と
し
て
は
飛
鳥
浄
御
原
宮
の
内
裏

の

よ
う
に
、
こ
の
区
画
自
体
の
尊
貴
性
を
高
め
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ

の

よ
う
に
、
内
院
地
区
第
一
期
に
お
い
て
は
、
内
院
の
周
囲
に
対
す
る
隔
絶
性
が
強

く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
第
一
期
斎
宮
に
対
応
す
る
の
が
、
先
述
の
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
の
気
太
王

を
造
斎
宮
使
と
し
た
斎
宮
造
営
記
事
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、

気
太
王
が
鍛
冶
正
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
少
し
後
、
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
に
、

同
じ
く
鍛
冶
正
の
広
上
王
が
造
伊
勢
神
宮
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
鍛
冶
司
の
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

が
造
営
使
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
、
正
倉
院
文
書
の
「
正
殿
等
飾
金
具
注
文
」
に
見
ら

れ

る
よ
う
に
、
鍛
冶
司
の
、
建
築
装
飾
を
作
る
と
い
う
性
格
と
関
係
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
鍛
冶
正
の
造
斎
宮
使
へ
の
任
命
は
、
こ
の
斎
宮

が
、
伊
勢
神
宮
同
様
に
金
銅
製
装
飾
を
多
く
伴
っ
た
美
麗
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
。
第
一
期
の
斎
宮
で
は
、
斎
王
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
内
院
が
優
先
的

に
整
備
さ
れ
、
華
麗
な
装
飾
に
彩
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
特
色
は
、
井
上
内
親
王
が
斎
王
で
あ
っ
た
時
代
の
斎
宮
が
、
す
で
に

斎
宮
寮
と
十
三
司
を
配
し
、
百
二
十
一
人
の
官
人
を
補
任
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
組
織

　
　
（
3
5
）

で

あ
り
、
同
時
期
の
遺
物
と
し
て
、
三
彩
陶
器
や
羊
形
硯
な
ど
、
平
城
京
か
ら
の
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

入
物
と
見
ら
れ
る
も
の
が
顕
著
で
あ
り
な
が
ら
、
発
掘
調
査
で
は
、
未
だ
に
そ
の
規

模
結
構
す
ら
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
組
織
は
作
ら

れ
て

い
て

も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
地
域
整
備
は
不
徹
底
と
い
う
点
で
、
内
院
一
期

は
奈
良
時
代
中
期
の
斎
宮
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
造
営
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
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は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、

斎
宮
の
再
生
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
井
上
皇
后
が
実
体
験
と
し
て
知
っ
て
い
た

⑤
桓
武
に
よ
る
斎
宮
改
革
の
意
義

　
し
か
し
、
八
世
紀
後
半
に
斎
宮
跡
東
部
地
域
に
造
営
さ
れ
た
斎
宮
は
短
命
に
終
わ

り
、
新
し
い
設
計
思
想
の
も
と
に
、
方
格
地
割
を
伴
う
桓
武
朝
の
斎
宮
が
造
営
さ
れ

る
。　

こ
の
斎
宮
の
整
備
は
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
紀
作
良
を
造
斎
宮
長
官
と
し
た

造
営
に
対
応
す
る
も
の
で
、
内
院
二
期
と
さ
れ
る
時
期
の
建
物
が
そ
れ
に
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
内
院
の
周
囲
の
建
物
も
区
画
道
路
と
方
位

を
揃
え
る
よ
う
に
な
り
、
整
然
と
し
た
区
画
が
造
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ

　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

せ

る
。
そ
し
て
一
方
、
鍛
冶
山
西
区
画
は
、
そ
の
南
北
の
区
画
と
同
一
ス
ケ
ー
ル
に

な
り
、
塀
も
一
重
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
西
側
に
は
、
東
か
ら
四
列
、
北
か
ら
三
列

目
の
、
牛
葉
東
区
画
と
称
し
て
い
る
区
画
が
造
成
さ
れ
、
そ
こ
に
も
塀
が
巡
ら
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
（
図
2
）
。
こ
の
方
格
地
割
を
造
成
し
た
と
見
ら
れ
る
造
斎
宮
使
紀
作

良
は
当
時
、
大
蔵
大
輔
が
主
務
で
、
河
内
和
泉
班
田
次
官
、
伊
勢
守
な
ど
の
経
歴
を

持
つ
。
地
域
行
政
に
も
強
く
、
伊
勢
国
と
も
関
係
が
あ
る
。
そ
の
伝
に
よ
る
と
、
容

舎
の
な
い
性
格
の
酷
薄
な
行
政
官
僚
だ
っ
た
と
い
う
。
紀
作
良
は
美
麗
な
斎
宮
で
は

な
く
、
行
政
的
な
運
用
が
可
能
で
、
実
用
的
な
斎
宮
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
内
容
を
、
内
院
地
区
第
二
期
に
お
け
る
、
牛
葉
東
区
画
へ
の
内
院
の
拡
大
を

例

に
考
え
て
み
よ
う
。

　
『
延
喜
斎
宮
式
』
に
は
、
正
月
三
日
に
斎
宮
南
門
を
開
け
て
神
宮
・
神
郡
の
関
係
者

に

よ
る
斎
王
拝
賀
が
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
は
朝
廷
の
正
月
朝
賀
に
対

応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
世

紀
初
頭

に
は
行
わ
れ
て
お
り
、
『
神
宮
雑
例
集
』
に
よ
る
と
神
宮
か
ら
斎
王
に
贈
り
物

が

な
さ
れ
る
な
ど
、
親
睦
儀
礼
的
な
性
格
も
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
内

院
地

区
第
一
期
の
鍛
冶
山
西
地
区
内
郭
の
推
定
正
殿
位
置
の
南
側
に
は
南
北
棟
と
見

ら
れ
る
建
物
が
二
棟
（
S
B
六
八
四
一
、
四
二
）
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
内

郭
の
推
定
正
殿
で
は
、
こ
れ
ら
の
建
物
が
遮
蔽
し
て
、
斎
王
は
南
門
越
し
に
群
臣
拝

賀
を
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
延
喜
斎
宮
式
』
に
よ
る
と
、
内
院
に
は
「
寝

殿
」
と
「
出
居
殿
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
『
弘
仁
式
』
に
さ
か
の
ぼ
る
と
仮

　
（
3
9
）

定

し
、
さ
ら
に
正
月
三
日
の
拝
賀
儀
礼
が
光
仁
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

第
一
期
の
遺
構
で
確
認
さ
れ
た
外
郭
内
最
大
の
建
物
は
、
斎
王
が
拝
賀
を
受
け
る
建

物
、
す
な
わ
ち
出
居
殿
で
、
そ
の
南
側
に
は
建
物
は
な
く
、
広
場
と
南
門
が
あ
っ
た

と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
。
こ
の
建
物
は
現
在
、
女
官
の
詰
所
、
台
盤
所
と
考
え
て

い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
推
定
理
由
は
、
当
初
鍛
冶
山
西
、
牛
葉
東
二
区
の
外
郭
塀

が
八
世
紀
後
期
よ
り
併
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
出
居
殿
は
牛
葉
東

区
画
の
正
殿
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
建
物
が
東
西
六
間
で
中
心
線
を
持
た

な
い
こ
と
か
ら
、
拝
賀
を
受
け
る
の
に
は
向
か
な
い
こ
と
、
な
ど
消
極
的
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
牛
葉
東
区
画
の
外
郭
塀
の
成
立
が
内
院
二
期
に
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

る
こ
と
の
判
明
や
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
の
東
西
六
間
の
正
殿
の
確
認
な
ど
に
よ
り
、

論
拠

は
ほ
ぼ
崩
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
建
物
は
内
院
一
期
段
階
で
の
出

居
殿
で

あ
り
、
内
院
第
一
期
に
は
、
寝
殿
と
出
居
殿
は
同
じ
区
画
の
中
に
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
斎
宮
内
院
で
は
、
二
期
に
至
っ
て
、
つ
ま
り
牛
葉
東
地
区
が
造
ら
れ
て
は

じ
め
て
、
生
活
空
間
で
あ
る
寝
殿
区
画
と
、
儀
礼
空
間
で
あ
る
出
居
殿
区
画
が
分
離

し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
岡
京
に
お
い
て
第
二
次
内
裏
を

朝
堂
院
東
方
に
内
裏
を
移
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
、
儀
礼
区
画
は
西
、
生
活
区
画
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

東
と
い
う
造
営
思
想
の
変
化
の
反
映
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
鍛

冶
山
西
地
区
に
お
い
て
は
、
平
安
初
期
に
あ
た
る
内
院
地
区
二
期
か
ら
三
期
に
か
け

て
、
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
「
逆
」
字
形
」
の
配
置
の
建
物
が
、
最
低
で
も
五
回
に
わ
た

り
同
じ
位
置
で
造
替
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
建
物
が
同
じ
目
的
で
使
わ

れ
て

い

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
院
一
期
と
二
期
で
は
設
計
思
想
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が
大
き
く
異
な
る
が
、
二
期
と
三
期
以
降
の
そ
れ
は
、
幾
度
の
建
替
え
を
経
て
も
継

受
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
桓
武
朝
に
お
け
る
紀
作
良
の
斎
宮
改
造
は
、
長
岡
京
の
造
営
を
意

識

し
つ
つ
、
儀
礼
の
で
き
る
環
境
の
整
備
、
儀
式
の
確
立
と
継
承
、
方
格
地
割
の
形

成
に
よ
る
斎
宮
の
官
衙
化
、
定
型
化
を
押
し
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
斎
宮
で
は
、
内
院
は
方
格
地
割
の
中
に
規
則
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
隔
絶

性
は

後
退
し
、
方
格
地
割
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
連
続
す
る
建
替
え
か
ら

は
、
区
画
内
の
計
画
的
な
使
用
パ
タ
ー
ン
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
期
に
、
「
シ
ス
テ

ム

と
し
て
受
け
継
が
れ
る
べ
き
斎
宮
と
斎
王
制
度
」
が
確
立
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
斎
宮
が
王
権
の
権
力
表
象
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
光
仁
朝
と
桓

武
朝
に
見
ら
れ
る
大
き
な
相
違
は
、
王
権
自
体
の
変
質
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ

る
。
前
者
は
奈
良
時
代
的
な
斎
宮
で
、
恐
ら
く
井
上
皇
后
の
意
志
を
反
映
し
た
も

の

で

あ
り
、
後
者
は
桓
武
天
皇
に
よ
り
、
抜
本
的
に
改
造
さ
れ
た
斎
宮
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
両
者
の
斎
宮
観
の
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

⑥
井
上
斎
王
の
国
家
的
位
置
付
け
1
聖
武
期
に
お
け
る
斎
王
の
意
義
1

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
期
の
斎
宮
は
、
井
上
の
皇
后
在
位
時
に
造
営
が
進
め
ら
れ
た

も
の
で
、
そ
こ
に
は
井
上
の
何
ら
か
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
こ
の
斎
宮
は
酒
人
内
親
王
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
後
世
的
な
「
常
識
」
で
考
え
る
と
や
や
不
自
然
な
こ
と

で

あ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
平
安
文
学
の
中
で
は
、
斎
王
を
伊
勢
に

送

る
こ
と
は
「
悲
し
い
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
井
上
は
本
当
に
実
の
娘

を
遠
い
伊
勢
に
送
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

感
覚
論
を
議
論
し
て
も
結
論
は
出
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
井
上

本
人
が
斎
王
を
ど
の
よ
う
な
地
位
と
認
識
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
『
官
曹
事
類
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
九
月
十
一
日
記
と
し

て

『政
事
要

略
』
に
残
さ
れ
た
、
井
上
内
親
王
の
斎
王
就
任
儀
礼
の
記
録
は
、
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

時
代
の
斎
王
の
権
威
を
よ
く
伝
え
る
史
料
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
官
記
は
、
斎
王

関
係
儀
礼
の
先
例
記
録
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
記
録
さ

れ
、
し
か
も
「
符
案
」
つ
ま
り
太
政
官
符
と
し
て
再
使
用
さ
れ
た
後
に
『
官
曹
事
類
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
井
上
の
斎
王
就
任
の
、
先
例
規
範
と
し
て
の
重
要
性

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
、
元
正
天
皇
は
、
井
上
の
た
め
に
北
池
辺
に
新
宮
を
造
っ
て
い
る
。
ま
た
、

平
城
宮
か
ら
北
池
辺
新
宮
ま
で
は
厳
重
に
警
護
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
平
安
時
代
の

斎
王

「卜
定
」
が
、
自
宅
に
あ
っ
て
勅
使
を
待
つ
の
と
は
違
い
、
井
上
は
、
元
正
天

皇
が
御
し
た
「
内
安
殿
」
に
共
に
い
た
こ
と
に
な
り
、
卜
定
と
い
う
い
わ
ば
偶
然
を

装
う
儀
式
で
は
な
く
、
明
確
な
形
で
の
就
任
儀
礼
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
北

池
辺
新
宮
に
井
上
が
入
る
ま
で
、
卜
占
を
行
う
神
祇
官
宮
主
が
全
く
姿
を
み
せ
な
い

こ
と
も
留
意
点
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
斎
王
の
輿
を
右
大
臣
長
屋
王
ら

に
先
導
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
皇
太
子
首
「
親
王
」
の
、
長
屋
「
王
」
に
対

す
る
優
位
を
決
定
付
け
る
た
め
の
演
出
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
宮
子
を
母

と
し
、
し
か
も
宮
子
が
政
治
に
参
画
で
き
な
い
健
康
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
、
天
皇

資
格
に
は
大
き
な
欠
点
を
持
つ
首
親
王
に
と
っ
て
、
吉
備
内
親
王
を
妻
と
し
、
親
王

と
も
称
さ
れ
た
長
屋
王
や
そ
の
子
た
ち
は
大
き
な
脅
威
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
長
屋
王
が
王
族
や

貴
族
を
従
え
て
首
親
王
の
娘
で
あ
る
斎
王
の
先
導
係
と
な
る
の

は
、
首
親
王
の
優
位
を
決
定
づ
け
る
演
出
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
井
上
は

聖
武
体
制
確
立
の
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
井
上
の
時
代
に
は
、
斎
宮
寮
の
整
備
、
斎
宮
財
政
の
自
立
、
そ
し
て
斎
宮

跡
で
確
認

さ
れ
る
三
彩
陶
器
、
羊
型
硯
を
は
じ
め
と
し
た
平
城
宮
に
な
ら
っ
た
文
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

な
ど
、
斎
王
制
度
は
著
し
く
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
革
は
、
彼
女
の
権
威

意
識
の
形
成
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
み
て
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
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称
徳
は
、
父
聖
武
天
皇
が
「
朕
が
子
太
子
に
明
に
浄
く
二
心
無
く
し
て
つ
か
へ
ま
つ

れ
。
朕
が
子
ふ
た
り
と
い
ふ
こ
と
は
無
く
、
唯
こ
の
太
子
一
人
の
み
ぞ
朕
が
子
は
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

る
」
と
勅
し
た
と
い
う
が
、
実
際
に
は
も
う
一
人
の
姉
妹
で
あ
る
不
破
内
親
王
は
、

何
度
も
謀
反
に
関
わ
り
、
反
抗
を
繰
り
返
し
、
実
際
に
夫
の
塩
焼
王
は
恵
美
押
勝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

よ
っ
て
天
皇
に
擁
立
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
称
徳
の
姉
妹
も
ま
た
、

聖
武
の
子
で

あ
る
こ
と
に
強
い
自
覚
と
誇
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
顕
れ
と
理
解
で

き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
井
上
の
場
合
は
、
元
正
天
皇
の
時
代
の
斎
王
と
し
て

就
任

し
、
聖
武
天
皇
擁
立
に
寄
与
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
不
破
以
上

に
聖
武
の
娘
の
自
覚
を
強
く
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
井
上
斎
王
就
任
儀
礼
の
演
出
が
、
元
正
天
皇
の
意
志
に

よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
斎
王
就
任
が
た
と
え
聖
武
即
位
の
布
石
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
祭
祀
権
は
「
女
帝
か
ら
皇
太
子
の
娘
に
譲
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
と
す

れ

ば
、
井
上
は
、
持
統
か
ら
元
正
に
続
く
女
帝
の
権
限
の
一
部
を
再
分
与
さ
れ
た
こ

と
に
な
り
、
そ
の
事
実
が
極
端
に
演
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
権
限

の
委
譲
は
、
太
上
天
皇
の
権
力
が
天
皇
と
対
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
だ
っ
た
と
い

う
近
年
の
太
上
天
皇
論
の
成
果
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
元
正
上
皇
・
聖
武
天
皇
の

共
立
体
制
の
形
成
の
た
め
、
女
帝
の
も
と
に
集
約
さ
れ
て
い
た
祭
祀
権
を
、
一
世
代

飛
ば

し
て
井
上
に
与
え
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、
称
徳
の
大
権
の
根
拠
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

「
二
所
の
天
皇
（
元
正
と
聖
武
）
が
御
命
を
朕
が
頂
に
受
け
賜
は
」
る
こ
と
だ
っ
た
こ

と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、
井
上
も
ま
た
、
聖
武
だ
け
で
は
な
く
、
元
正
の
祭
祀
権

を
も
継
承
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
に
と
っ
て
、
斎
王
の
経
験
は
、
そ
の
権
威
の
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
斎
宮
を
再
置
し
、
実
の
娘
を
斎
王
に

し
て
、
そ
の
権
威
を
引
き
継
が
せ
る
こ
と
を
考
え
た
と
し
て
も
不
自
然
さ
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
そ

し
て
重
要
な
こ
と
は
、
仮
に
井
上
が
自
覚
し
て
い
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
養

老
五
年
の
演
出
を
見
た
記
憶
を
持
つ
人
間
た
ち
、
つ
ま
り
井
上
と
同
世
代
か
少
し
年

上
の

貴
族
に
は
、
井
上
内
親
王
は
、
「
元
正
・
聖
武
の
祭
祀
的
な
権
威
を
受
け
継
い
だ

存
在
」
と
映
り
、
そ
の
次
世
代
に
も
そ
の
よ
う
に
語
り
伝
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
井
上
が
斎
王
の
勤
め
を
全
う
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
、
斎
王
と
伊
勢
神
宮
の
関
係
は
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）

に
英
子
内
親
王
が
死
去
し
、
斎
王
死
去
の
由
を
勅
使
が
申
す
と
、
そ
れ
ま
で
原
因
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

明
の
ま
ま
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
神
宮
正
殿
の
扉
が
開
い
た
、
と
い
う
事
件
か
ら
見
て
、

神
の
意
に
染
ま
な
い
と
斎
王
は
勤
ま
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り

無
事
に
勤
め
上
げ
た
斎
王
は
、
神
に
嫌
わ
れ
な
か
っ
た
斎
王
な
の
で
あ
り
、
斎
王
は

平
穏
無
事
で
い
る
こ
と
は
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
神
に
仕
え
る
と
い
う
行
為
が
順
調
に

行

わ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
井
上
は
「
伊
勢
神
宮
を

祀

る
こ
と
の
で
き
た
」
斎
王
、
い
わ
ば
「
神
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
た
」

斎
王
だ

っ

た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
。

⑦
皇
后
・
斎
王
・
女
帝
－
井
上
内
親
王
の
権
力
基
盤
1

　
前
述
の
よ
う
に
、
称
徳
天
皇
は
、
太
上
天
皇
・
天
皇
・
皇
后
を
合
わ
せ
た
権
力
を

掌
握
し
、
皇
太
子
を
置
か
ず
、
宗
教
的
権
力
者
と
し
て
仏
教
・
神
祇
の
上
に
立
つ
存

在
と
し
て
、
聖
俗
を
合
一
し
た
、
律
令
天
皇
制
下
に
お
け
る
究
極
の
権
力
結
集
を
行
っ

て

い
た
。

　
一
方
、
井
上
は
「
元
・
斎
王
」
の
皇
后
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
を
背
景
に
し
た
聖
俗

合
一
の
権
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
井
上
が
も
し
即
位
を
す
れ
ば
、

称
徳
を
前
例
に
、
天
皇
・
皇
后
・
斎
王
を
合
一
し
た
、
称
徳
と
は
異
な
る
権
力
集
中

を
行
う
女
帝
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
仁
が
早
く
に
死
去
し
た
場
合
、

斎
王

と
な
っ
て
い
た
酒
人
が
帰
京
し
て
、
例
え
ば
異
母
兄
弟
や
王
族
の
誰
か
と
結
婚

す
れ
ば
、
第
二
の
井
上
に
な
り
、
さ
ら
に
女
帝
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
酒
人
の
斎
王
就
任
に
は
、
井
上
タ
イ
プ
の
皇
后
を
再
生
産
す
る
意
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（
4
8
）

味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
後
期
に
は
、
伊
勢
や
賀
茂
の
斎
王
か
ら
未
婚
立
后
を
経
て
、
女
院
と
な

る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
王
権
に
関
わ
る
任
務
で
あ
る
斎
王
を
経
験
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

と
は
、
未
婚
女
院
へ
の
階
梯
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

井
上
や
酒
人
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
認
識
に
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
、
井
上
は
、
斎
王
を
経
た
こ
と
で
権
威
を
確
立
し
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
点
で
留
意
す
べ
き
は
、
井
上
と
大
中
臣
清
麻
呂
の
関
係
で
あ
る
。
先
述
の
よ

う
に
、
大
中
臣
氏
は
神
祇
官
を
掌
握
し
、
他
戸
親
王
の
東
宮
坊
を
押
さ
え
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
本
来
は
井
上
に
近
い
勢
力
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
元
・
斎
王
で

あ
る
井
上
に
と
っ
て
、
大
中
臣
氏
は
親
近
感
の
あ
る
氏
族
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

宮
の
再
生

を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
重
要
な
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
清
麻
呂
は
称
徳
大
嘗
祭
に
神
祇
伯
と
し
て
供
奉
し
、
従
三
位
を
授
け
ら

　
　
　
（
5
1
）

れ
て

い

る
。
つ
ま
り
仏
教
と
王
権
の
合
一
を
演
出
し
た
の
は
、
道
鏡
と
こ
の
清
麻
呂

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
の
道
鏡
失
脚
後
も
清
麻
呂
は
立
身
を
続
け
て
い
る
。
こ

の
違
い

の
背
景
に
、
清
麻
呂
と
井
上
と
の
関
係
の
深
さ
が
う
か
が
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
井
上
の
権
力
は
、
血
統
や
祭
祀
権
な
ど
、
効
果
的
で
は
あ
る
が
具
体
的

な
暴
力
装
置
な
ど
を
伴
わ
な
い
、
漠
然
と
し
た
権
威
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
俗
権
と
し
て
は
基
盤
が
弱
い
。
そ
の
た
め
、
漠
然
と
し
た
権
威
に
形
を
与
え

る
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
。

　
一
方
で
、
律
令
制
段
階
で
も
、
祭
祀
事
務
の
仕
組
み
は
俗
権
的
な
行
政
事
務
と
は

い

さ
さ
か
距
離
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
神
祇
官
が
四
等
官
制
を
取
り
つ

つ

も
、
中
臣
・
忌
部
・
卜
部
な
ど
の
負
名
氏
族
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と

や
、
お
そ
ら
く
令
制
前
の
氏
の
奉
仕
由
来
に
起
源
を
持
つ
中
臣
寿
詞
が
、
即
位
儀
と

い
う
重
要
な
儀
式
の
場
で
、
奏
上
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
も
、
祭
祀
に
関
す
る
事
務

は

特
定
氏
族
で
し
か
行
え
な
い
と
い
う
認
識
が
広
く
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ

ろ
う
。
漠
然
と
し
た
権
威
の
具
現
化
に
は
、
こ
う
し
た
特
殊
な
能
力
を
持
つ
と
さ
れ

た
氏
族
の
保
証
が
必
要
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
井
上
の
権
威
の
か
な
り
の
部
分
は
、

中
臣
氏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
清
麻
呂
以
下
の
大
中

臣
氏
・
中
臣
氏
は
井
上
廃
后
事
件
で
は
一
切
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
な
い
。
ど
こ
ろ

か
、
却
っ
て
こ
の
時
期
に
、
神
祇
官
や
伊
勢
大
神
宮
司
の
掌
握
な
ど
に
よ
り
、
勢
力

を
拡
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
で
き
る
の
は
、
酒
人
と
そ

の
娘
の

朝
原
の
後
の
斎
王
、
桓
武
朝
二
人
目
の
布
勢
内
親
王
と
平
城
朝
の
大
原
内
親

王

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
中
臣
丸
豊
子
、
伊
勢
継
子
と
、
大
中
臣
氏
に
関
連
し
た
氏
族
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
2
）

ら
出
て
い
る
女
性
を
母
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
中
臣
氏
の
関
係
者
が
斎
王
と

な
る
こ
と
で
、
大
中
臣
氏
は
斎
宮
と
も
関
係
を
深
め
、
伊
勢
神
宮
支
配
へ
の
関
与
を

よ
り
強
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
中
臣
氏
の
斎
宮
へ
の
働
き
か
け
は
、
井
上
廃

后
へ
の
関
与
の
代
償
と
し
て
許
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
も
そ
も
井
上
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
呪
誼
な
ど
と
い
う
怪
事
件
は
、
十
世
紀
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

な
ら
、
軒
廊
御
占
の
よ
う
な
、
神
祇
官
や
陰
陽
寮
の
ト
笠
に
判
断
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

種
類
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
お
そ
ら
く
八
世
紀
に
も
通
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、

井
上
を
有
罪
と
判
断
し
た
の
は
、
神
祇
官
の
占
い
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
大
中
臣

清
麻
呂
が
い
た
可
能
性
が
高
い
。
井
上
の
祭
祀
的
な
権
威
は
、
呪
誼
事
件
の
以
前
に
、

最
大
の
協
力
者
に
よ
っ
て
周
到
に
切
り
崩
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
皇
后
に
お
け
る
独
自
の
権
威
、
す
な
わ
ち
、
皇
族
出
自
の
皇

后
権
と
祭
祀
権
の
合
致
に
よ
る
権
威
は
、
そ
の
就
任
時
に
お
い
て
は
大
き
な
権
力
の

源
泉
と
な
っ
た
が
、
そ
の
廃
后
事
件
に
お
い
て
も
、
大
き
な
枷
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ

た
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
山
中
智
恵
子
は
井
上
の
周
囲
に
、
呪
術
を
行
っ
て

い

た
と
疑
わ
れ
や
す
い
雰
囲
気
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
山
中
は
、
井

上

は
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
無
実
だ
っ
た
、
と
見
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
本

質
的
な
問
題
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
井
上
廃
后
事
件
は
、
直
接
に
は
、
皇
后

や

斎
王
の
権
威
が
、
わ
ず
か
な
読
み
替
え
に
よ
っ
て
呪
術
的
な
禍
々
し
い
も
の
に
転

換
す
る
性
質
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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先
述
の
よ
う
に
西
野
悠
紀
子
は
、
奈
良
時
代
の
皇
后
権
威
が
、
長
期
に
わ
た
る
皇

族
皇
后
の
不
在
に
よ
り
、
か
な
り
劣
化
し
て
い
た
た
め
、
井
上
は
易
々
と
廃
后
さ
れ

た
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
西
野
説
の
問
題
点
は
、
皇
族
皇
后
に
は
藤
原
氏
の
よ
う
な

具
体
的
な
背
景
と
な
る
権
力
が
な
か
っ
た
の
で
、
権
力
自
体
が
弱
か
っ
た
と
見
て
い

る
所
に
あ
る
。
本
来
皇
族
皇
后
は
そ
れ
自
身
が
「
権
力
」
と
見
な
さ
れ
る
存
在
で
あ

り
、
井
上
皇
后
に
伴
う
権
力
は
当
然
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を

守
る
べ
き
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
の
権
力
の
原
泉
と
な
る
権
威
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
が

劣
化

し
て
、
突
付
け
ば
崩
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
井
上
自
身

は
皇
后
権
力
を
以
前
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

周
囲
も
当
初
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
権
威
を
権
力
と
し
て
実

践

し
て
い
く
う
ち
に
相
互
に
違
和
感
が
生
じ
、
そ
れ
を
調
整
す
る
た
め
に
、
最
終
的

に
廃
后
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
后
権
力
は
弱
ま
っ
て
い
た
の

で

は
な
く
権
威
と
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
機
能
不
全
を
起
こ
し
、
つ
い
に
強

制
的
な
機
能
停
止
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
井
上
内
親
王
は
、
そ
れ
を
体
現
す

る
形
で
「
消
去
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
消
去
」
の
背
景
に
は
、

①
称
徳
天
皇
に
よ
り
女
帝
権
力
が
究
極
ま
で
強
ま
っ
て
い
た
こ
と

②
そ
れ
が
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
人
の
支
配
者
に
全
権
力
を
集
中
す
る
こ
と

　
が
で

き
る
律
令
制
の
、
必
然
的
な
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

③
そ
の
再
発
を
危
険
と
見
る
共
通
認
識
が
貴
族
層
に
あ
っ
た
こ
と

④
井
上
が
も
と
斎
王
で
あ
り
、
称
徳
と
は
別
種
の
聖
俗
混
交
権
力
を
持
ち
う
る
存
在

　
で
あ
っ
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
仮

に
井
上
に
自
覚
は
な
く
と
も
、
元
・
斎
王
が
皇
后
に
就
任
し
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
権
威
は
自
然
と
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
来
の
皇
族
皇
后
以
上
に
危
険
な

存
在
に
な
っ
て
い
た
。
井
上
の
悲
劇
は
、
皇
后
と
し
て
の
権
威
が
、
本
人
の
自
覚
以

上

に
、
周
囲
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
本
人
に
も
、
周
囲
の
貴
族
た
ち
に
も
沈
潜
し
て
い
た
「
聖
武

朝
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
斎
王
」
と
い
う
意
識
の
な
せ
る
業
で
あ
り
、
井
上
本
人
の

自
負
心
と
、
貴
族
た
ち
の
尊
崇
と
し
て
顕
れ
て
い
た
。
し
か
し
尊
崇
は
、
そ
の
実
態

が
つ
か
め

な
い
限
り
、
い
つ
恐
怖
に
展
開
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
国
家
の
平
安
を

祈
り
き
っ
た
斎
王
は
、
そ
の
実
績
ゆ
え
に
、
国
家
を
転
覆
す
る
恐
怖
の
権
力
者
に
転

化
し
う
る
存
在
と
し
て
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
要
素
を
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

終
章
　
井
上
内
親
王
事
件
の
史
的
意
義

　

奈
良
時
代
の
王
権
は
、
そ
の
濃
淡
は
あ
れ
、
実
態
と
し
て
は
、
上
皇
・
天
皇
・
皇

后
・
皇
太
后
・
皇
太
子
な
ど
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
る
複
合
王
権
と
単
純
化
で
き
る
。

こ
の
複
合
王
権
は
、
王
を
守
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
王
に
統
治
能
力
が
無
い

時
に
は
、
そ
れ
を
代
行
す
る
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
。
聖
武
の
幼
少
時
も
そ
う
だ
し
、

某
王
を
皇
太
子
に
で
き
た
の
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
も

も
と
を
た
ど
れ
ば
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
、
王
族
内
の

結
婚

に
よ
る
相
互
補
完
関
係
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
皇
族
皇
后
と
元
皇

后
型
の
女
帝
は
、
こ
の
時
期
の
血
族
結
婚
の
結
果
析
出
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
他
方
、
複
合
王
権
に
は
、
律
令
制
前
以
来
の
群
臣
合
議
を
否
定
し
た
も
の
と
い
う

性
格
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
複
合
王
権
下
で
は
、
皇
太
子
制
の
確
立
と
連
動
し
、
王

位

に
空
白
期
間
を
置
か
ず
、
一
部
分
の
更
新
の
み
で
安
定
し
た
継
承
が
行
え
る
体
制

が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
群
臣
合
議
の
入
る
余
地
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
複
合

王
権
は
「
王
族
に
よ
る
専
制
」
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
、
称
徳
の
段
階
で
、
こ
う
し
た
複
合
王
権
は
一
旦
崩
壊
し
、
文
字
通
り
の

天
皇
専
制
が
誕
生
し
た
。
本
来
女
帝
に
は
上
皇
が
い
な
い
、
皇
后
も
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
王
権
が
一
人
に
結
集
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
、
具
体
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

持
統
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
王
権
は
カ
リ
ス
マ
的
で
強
い
強
力
な
も
の
に
な
る
。
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そ
も
そ
も
、
律
令
国
家
は
、
カ
リ
ス
マ
的
王
権
か
、
官
僚
制
的
シ
ス
テ
ム
な
の
か
と

い
う
機
構
的
な
相
違
は
と
も
か
く
、
強
力
な
天
皇
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
を
志
向
す

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
律
令
国
家
が
発
展
す
れ
ば
、
専
制
王
権
は
い
ず
れ
形
成

さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
複
合
王
権
と
天
皇
専
制
は
ど
こ
か
で
ぶ
つ
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
称
徳
王
権
は
、
と
も
か
く
も
正
し
い
プ
ロ
セ
ス
と
、
政
争
の
勝
利
に
よ
り
、
中
央

集
権
王
権
と
し
て
は
か
つ
て
な
く
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
典

型

的
な
律
令
的
王
権
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
こ
に
宗
教
的
カ
リ
ス
マ
ま
で
付
加

し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の
根
元
は
女
帝
の
宗
教
的
権
威
な
ど
で
は
な

く
、
「
三
宝
の
奴
」
と
自
称
し
、
大
仏
を
拝
し
た
聖
武
の
神
仏
政
策
に
あ
る
。
神
仏
に

認
め

ら
れ
た
と
い
う
王
権
の
自
己
正
当
化
は
、
そ
の
信
仰
体
系
の
下
に
国
家
が
あ
る

以

上
、
そ
の
権
力
の
無
謬
性
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
。

　

し
か
し
、
問
題
は
こ
の
体
制
を
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
せ
る
か
だ
っ
た
。
光
仁
は
あ

く
ま
で
中
継
ぎ
で
あ
り
、
専
制
王
権
は
継
承
で
き
な
い
。
そ
の
後
に
は
、
井
上
皇
太

后
と
「
他
人
天
皇
」
か
、
「
井
上
女
帝
」
と
他
人
皇
太
子
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
複
合

王
権
体
制
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
井
上
は
、
自
覚
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
称
徳
に
最
も
近
い
、

つ

ま
り
専
制
権
力
を
集
め
や
す
い
存
在
だ
っ
た
。
彼
女
自
身
の
元
・
斎
王
と
い
う
実

績
の

た
め
で
あ
る
。
井
上
が
い
る
限
り
、
井
上
王
権
、
ま
た
は
他
戸
王
権
は
、
聖
俗

混
交
し
た
専
制
王
権
に
極
め
て
近
い
複
合
王
権
と
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
そ
し

て

そ
れ
は
、
極
め
て
危
険
な
も
の
と
貴
族
層
に
は
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
井
上
事
件

は
、
皇
族
の
皇
后
就
任
と
い
う
「
事
実
」
が
、
あ
る
人
（
井
上
、
他
人
）
に
と
っ
て

は
当
然
で
あ
り
、
あ
る
人
（
周
囲
の
多
く
の
貴
族
）
に
と
っ
て
は
異
常
だ
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
聖
武
・
称
徳
の
築
い
た
聖
俗
複

合
的
な
専
制
王
権
の
影
、
す
な
わ
ち
負
の
実
績
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

　
六
世
紀
末
期
か
ら
七
世
紀
前
期
の
王
権
は
あ
る
時
期
、
男
性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ

内
廷
か
ら
出
な
い
形
を
基
本
に
し
て
い
た
。
岸
俊
男
が
再
現
し
た
推
古
の
政
治
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

り
方
は
そ
の
ま
ま
用
明
や
鋒
明
の
そ
れ
に
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
宮
が
共
通
し
て
い

た
の
な
ら
儀
礼
は
共
通
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
前
期
難
波
宮
の
意
義
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

ち
「
内
裏
前
殿
が
作
ら
れ
、
王
が
内
廷
か
ら
出
て
く
る
こ
と
」
が
あ
る
。
な
ら
ば
「
大

極
殿

に
出
て
き
た
こ
と
」
も
男
女
を
問
わ
な
い
王
権
の
特
性
で
、
女
帝
が
積
極
的
に

政
治
を
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
そ
し
て
、
橋
本
義
則
の
言
う
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
大
極
殿
に
皇
后
が

天
皇
と
と
も
に
出
御
す
る
の
が
当
た
り
前
な
ら
、
皇
后
も
天
皇
と
と
も
に
政
治
の
世

界
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
持
統
は
直
接
政
治
を
採
っ
て
お
り
、
草
壁
皇
子
の

妃
で

あ
っ
た
元
明
が
即
位
す
る
こ
と
の
不
思
議
も
そ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
。
皇
后
に

は
政
治
性
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
天
皇
を
、
男
帝
・
女
帝
で
分
け
る
と
、
そ
の
本
質
を

見
失
う
結
果
と
な
る
。
当
時
に
は
基
本
的
に
は
女
帝
を
批
判
的
に
見
る
眼
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
同
じ
女
帝
で
も
、
称
徳
は
後
世
、
批
判
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

一
面
で

は
、
桓
武
朝
以
降
の
「
異
な
る
論
理
」
で
奈
良
時
代
の
天
皇
を
読
み
替
え
た

た
め
に
生
じ
た
意
識
の
ず
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
井
上
は
『
続
日
本
紀
』
の
中
で
明
確

に
「
悪
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
皇
后
権
力
を
「
異
な
る
論
理
」
で
解
釈
し
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
称
徳
を
批
判
し
た
も
の
と
同
じ
論
理
か
ら
生
ま
れ
た
言

説
、
「
聖
武
に
始
ま
る
聖
俗
混
交
王
権
の
排
除
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

件

に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
「
女
性
阻
害
の
論
理
」
と
し
て
顕
れ
た
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　

井
上
の
伝
説
的
な
暴
虐
行
為
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
は
値
し
な
い
。
た
だ
同
じ

行
為
で
も
、
称
徳
が
行
っ
た
分
に
は
悪
意
で
書
か
れ
ず
、
井
上
の
場
合
は
悪
意
で
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

か
れ
て

い

る
。
そ
れ
は
時
代
の
空
気
の
相
違
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
「
も
う
こ
り
ご
り
」
だ
っ
た
聖
俗
混
交
王
権
1
1
無

謬
の
王
権
の
復
活
の
「
危
険
性
」
を
示
唆
す
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
井
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上
内
親
王
が
元
・
斎
王
で
あ
り
、
そ
の
権
威
の
源
泉
で
あ
る
斎
宮
を
復
活
さ
せ
た
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
「
危
険
な
」
聖
俗
混
交
的
専
制
を
排
し
、
貴
族
・
官
僚
的
、
つ
ま
り
俗

権

に
よ
る
専
制
を
志
向
す
る
勢
力
、
こ
れ
こ
そ
が
桓
武
擁
立
派
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

聖
俗
混
交
権
力
は
、
そ
の
祭
祀
的
権
威
が
読
み
替
え
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
「
左
道
」

に
な
り
う
る
と
い
う
弱
点
を
利
用
さ
れ
て
潰
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
井
上
の
呪
誼
事

件

は
、
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
専
制
王
権
の
あ
り
方
を
問
う
戦
い
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
井
上
は
、
自
覚
的
で
あ
れ
、
無
自
覚
的
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ

た
の
で
廃
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
実
廃
さ
れ
た
の
は
、
彼
女

の
父
で

あ
る
聖
武
が
企
図
し
、
異
母
妹
の
称
徳
に
結
実
し
た
、
聖
俗
混
交
し
た
専
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

王
権
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
そ
の
政
変
の
結
果
生
ま
れ
た
俗
的
な
専
制
権
力
は
、
桓
武
を
経
て
嵯
峨
王

権
で
完
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
天
皇
と
皇
太
子
に
よ
り
維
持
さ
れ
、
上
皇
も
皇
后
も
補

足
的
に
し
か
機
能
し
て
い
な
い
。
外
見
的
に
は
複
合
王
権
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は

専
制
王
権
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
藤
原
氏
と
一
体
化
す
る
こ
と

で
、
摂
政
制
、
王
権
と
最
高
位
の
貴
族
権
の
合
体
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
新
た
な
複
合

王
権
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
原
則
と
し
て
女
帝
は
誕
生
し
得
な
い
。
天
皇
へ
の
過
度
の
権

力
集
中
の
再
開
を
絶
ち
、
皇
后
権
力
を
抑
え
、
男
系
直
系
で
シ
ス
テ
ム
的
に
継
承
さ

れ

る
天
皇
「
家
」
を
目
指
す
。
と
い
う
八
世
紀
末
期
の
「
貴
族
（
男
）
」
の
論
理
の
も

と
に
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
理
は
、
律
令
国
家
の
リ
セ
ッ
ト
と

い
う
意
味
で
、
長
岡
・
平
安
遷
都
と
表
裏
一
体
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
長
岡
遷
都

は
政
治
・
経
済
政
策
で
、
平
安
遷
都
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
だ
と
す
る
と
、
井
上
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
転
換
を
行
う
第
一
歩
と
し
て
廃
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
政
治
闘
争
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
井
上
本
人
を
無
視
し
た
「
皇
后
」

「女
帝
」
「
斎
王
」
と
い
う
文
言
の
理
解
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

註（
1
）
　
渡
辺
晃
弘
『
日
本
の
歴
史
第
〇
四
巻
　
平
城
京
と
木
簡
の
世
紀
』
（
講
談
社
　
二
〇
〇
一
年
）
、

　
　
坂
上
康
俊
『
日
本
の
歴
史
第
〇
五
巻
　
律
令
国
家
の
転
換
と
「
日
本
」
』
（
講
談
社
　
二
〇
〇
一

　
　
年
）
、
栄
原
永
遠
男
『
日
本
の
歴
史
四
　
天
平
の
時
代
』
（
集
英
社
　
一
九
九
四
年
）
ほ
か
多
数
。

（
2
）
　
角
田
文
衛
「
宝
亀
三
年
の
廃
后
廃
太
子
事
件
」
（
『
律
令
国
家
の
展
開
』
所
収
　
一
九
八
五
年

　
　
初
出
↓
九
六
五
年
）

（
3
）
　
栄
原
は
、
光
仁
擁
立
派
と
反
対
派
の
妥
協
と
し
て
、
つ
ぎ
の
天
皇
に
他
戸
が
予
定
さ
れ
、
そ

　
　
の

演
出
者
は
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
に
没
し
た
藤
原
永
手
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
山
部
擁

　
　
立

を
図
る
藤
原
百
川
、
良
継
に
よ
り
、
井
上
、
他
戸
の
立
場
は
急
速
に
悪
く
な
っ
た
と
す
る
。

　
　

ま
た
、
井
上
、
他
戸
は
、
自
己
の
立
場
が
不
安
定
で
あ
る
事
を
自
覚
し
、
山
部
に
激
し
い
敵
意

　
　

を
燃
や
し
、
不
用
意
な
行
動
に
つ
け
こ
ま
れ
、
謀
反
事
件
の
発
生
を
許
し
た
と
す
る
。

（
4
）
　
坂
上
は
、
光
仁
は
入
り
婿
的
に
皇
位
に
つ
き
、
従
来
の
王
統
と
の
接
合
と
し
て
井
上
立
后
、

　
　
他
戸
立
太
子
を
行
っ
た
が
、
同
時
に
父
母
へ
も
贈
号
し
、
天
智
直
系
も
標
榜
し
て
お
り
、
い
ず

　
　
れ

こ
の
問
題
に
か
た
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
一
方
、
藤
原
永
手
、
百
川
は

　
　
早
く
か
ら
山
部
を
皇
位
継
承
者
と
考
え
て
お
り
、
「
井
上
・
他
戸
の
母
子
は
、
一
時
の
華
や
か
な

　
　
立
太
子
儀
礼
が
終

わ
る
と
、
い
や
増
し
た
寂
蓼
感
に
苛
ま
れ
る
日
々
が
続
」
き
、
つ
い
に
天
皇

　
　
を
呪
誼
し
た
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
皇
后
の
地
位
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
、
他
戸
も
廃
太
子
さ

　
　
れ
た
、
と
す
る
。

（
5
）
　
山
中
智
恵
子
『
斎
宮
志
』
（
大
和
書
房
　
一
九
八
〇
年
）

（
6
）
　
『
類
聚
国
史
』
「
追
号
天
皇
」
延
暦
十
九
年
七
月
二
十
三
日
条

（
7
）
　
井
上
悪
女
史
観
は
『
水
鏡
』
に
発
展
す
る
。
『
水
鏡
』
の
既
述
が
藤
原
百
川
伝
を
も
と
に
す
る

　
　
と
い
う
栄
原
の
指
摘
を
受
け
る
と
、
井
上
は
八
世
紀
末
か
ら
悪
女
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
た

　
　
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
義
江
明
子
「
古
代
女
帝
論
の
過
去
と
現
在
」
（
『
講
座
天
皇
制
と
王
権

　
　
を
考
え
る
　
差
別
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
　
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
と
女
帝
に
批
判
的

　
　
な
意
識
は
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
に
は
な
い
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
成
立
の
こ
ろ
に
芽
生

　
　
え
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
。
本
稿
の
結
論
か
ら
言
え
ば
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
な
の
で
、
井
上

　
　
の
存
在
は
悪
と
さ
れ
、
そ
の
行
為
は
大
逆
と
さ
れ
、
悪
女
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
8
）
　
西
野
悠
紀
子
「
中
宮
論
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』
所
収
　
思
文
閣
出
版

　
　
↓
九
九
七
年
）

（
9
）
　
遠
山
美
都
男
『
古
代
日
本
の
女
帝
と
キ
サ
キ
』
（
角
川
書
店
　
二
〇
〇
五
年
）

（
1
0
）
　
な
お
、
西
野
も
「
巫
皇
事
件
と
女
官
」
（
『
ケ
ガ
レ
の
文
化
史
ー
物
語
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
儀
礼

　

ー
』
所
収
　
森
話
社
　
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
「
恐
ら
く
光
仁
は
こ
の
時
代
の
年
齢
感
覚
か
ら

　
　
い
っ
て
も
他
戸
親
王
へ
の
中
継
ぎ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、

　

西

野
・
遠
山
と
も
に
光
仁
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
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制
の
論
理
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
五
年
）
の
影
響
が
大
き
い
。

（
1
1
）
　
義
江
前
掲
論
文

（
1
2
）
　
岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
－
古
代
に
お
け
る
皇
后
の
地
位
－
」
二
日
本
古
代
政
治
史

　
　
研
究
』
所
収
　
塙
書
房
　
一
九
六
六
年
）

（
1
3
）
　
『
北
山
抄
』
六
　
卜
定
斎
王
事
所
引
『
貞
信
公
記
』
承
平
五
年
十
二
月
二
十
二
日
条

（
1
4
）
　
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
一
月
壬
辰
条
に
よ
る
と
、
新
嘗
の
豊
明
に
称
徳
天
皇
が
参
加

　
　
し
、
五
位
以
上
に
賜
宴
し
て
い
る
。
『
儀
式
』
な
ど
を
参
考
に
考
え
る
と
、
称
徳
は
貴
族
た
ち
の

　
　
前
に
姿
を
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
1
5
）
　
義
江
前
掲
論
文

（
1
6
）
　
春
名
宏
昭
『
律
令
国
家
官
制
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
七
年
）
、
仁
藤
敦
史
『
古
代

　
　
王
権
と
官
僚
制
』
（
臨
川
書
店
　
二
〇
〇
〇
年
）
、
寛
敏
生
「
古
代
太
上
天
皇
研
究
の
現
状
と
課

　
　
題
」
（
『
古
代
史
研
究
』
一
　
一
九
九
二
年
）
「
太
上
天
皇
尊
号
宣
下
制
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
　
一
〇
三
ー
＝
一
　
一
九
九
四
年
）
ほ
か

（
1
7
）
　
『
平
城
宮
中
央
区
朝
堂
院
の
調
査
　
平
城
第
三
六
七
次
調
査
』
（
独
立
行
政
法
人
　
文
化
財
研

　
　
究
書
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
　
平
城
宮
調
査
部
　
二
〇
〇
四
年
）

（
1
8
）
　
榎
村
「
誼
号
よ
り
見
た
古
代
王
権
継
承
意
識
の
変
化
」
（
『
古
代
祭
祀
の
歴
史
と
文
学
』
　
塙

　
　
書
房
　
一
九
九
七
年
）

（
1
9
）
　
井
山
温
子
「
『
し
り
へ
の
政
』
と
そ
の
機
能
の
所
在
と
展
開
」
（
『
古
代
史
の
研
究
』
一
三
　
一

　
　
九

九

五
年
）

（
2
0
）
　
中
井
真
孝
「
平
安
初
期
の
神
仏
関
係
」
（
『
律
令
制
祭
祀
論
考
』
所
収
　
塙
書
房
　
一
九
九
一

　
　
年
）
は
、
称
徳
が
最
勝
王
経
の
「
護
法
善
神
」
の
教
理
を
借
り
て
神
仏
習
合
の
理
論
と
し
た
と

　
　
説
く
。
基
本
的
に
首
肯
し
う
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
「
天
神
地
祇
、

　
　
天
皇
祖
霊
、
仏
、
菩
薩
、
諸
天
の
威
力
や
恩
寵
」
を
混
交
さ
せ
て
讃
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ

　
　
い
て
「
同
工
異
曲
の
宣
命
は
聖
武
天
皇
の
と
き
に
も
み
え
」
と
し
て
い
な
が
ら
、
称
徳
の
時
代

　
　

に
護
法
善
神
と
天
神
地
祇
が
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
「
突
飛
な
、
女
帝
ら
し
い
強
弁
」

　
　
と
す
る
。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
言
え
ば
、
称
徳
の
神
仏
習
合
意
識
が
聖
武
の
神
仏
観
に
端
を

　
　
発

し
て
い
た
こ
と
の
方
を
注
視
し
た
い
。

（
2
1
）
　
西
野
前
掲
註
（
8
）
論
文
、
橋
本
義
則
「
平
安
宮
内
裏
の
成
立
過
程
」
（
『
平
安
宮
成
立
史
の
研

　
　
究
』
　
塙
書
房
　
一
九
九
五
年
）
、
「
「
後
宮
」
の
成
立
」
（
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武
家
』
思
文

　
　
閣
出
版
　
一
九
九
五
年
）
。

（
2
2
）
　
坂
上
註
（
1
）
書
、
河
内
前
掲
註
（
1
0
）
書
な
ど
。

（
2
3
）
　
平
城
宮
西
朝
堂
院
は
、
称
徳
朝
に
「
西
宮
」
と
し
て
使
用
さ
れ
た
後
、
光
仁
朝
に
改
修
さ
れ

　
　
て

い

る
（
W
期
）
。
こ
の
改
修
時
期
が
光
仁
の
即
位
以
前
か
、
井
上
廃
后
後
だ
っ
た
か
と
い
う
断

　
　
定
は
現
段
階
で
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
井
上
が
皇
后
だ
っ
た
時
期
ま

　
　
で

は
、
井
上
は
西
宮
に
住
ん
で
い
た
余
地
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
4
）
　
河
内
前
掲
註
（
1
0
）
書
、
保
立
道
久
『
黄
金
国
家
』
（
青
木
書
店
　
二
〇
〇
四
年
）

（
2
5
）
　
『
続
日
本
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀

（
2
6
）
　
井
山
温
子
は
前
掲
註
（
1
9
）
論
文
で
、
光
明
皇
后
立
后
宣
に
あ
る
「
し
り
へ
の
政
」
を
、
天
皇

　
　
家
内
の
統
率
権
と
見
る
。
光
明
皇
后
に
次
ぐ
皇
后
は
井
上
で
あ
る
か
ら
、
井
上
立
后
の
時
点
で

　
　
も
、
こ
う
し
た
機
能
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
2
7
）
　
榎
村
「
古
代
難
波
の
祭
祀
」
（
大
阪
市
立
大
学
日
本
史
研
究
室
編
『
難
波
宮
か
ら
大
坂
へ
』
所

　
　
収
　
和
泉
書
院
　
二
〇
〇
五
年
）

（
2
8
）
　
栄
原
前
掲
註
（
1
）
書
。
も
っ
と
も
、
藤
原
百
川
の
事
跡
が
基
準
な
の
だ
か
ら
、
た
と
え
古
い

　
　
資
料
と
し
て
も
、
井
上
・
酒
人
母
子
は
と
も
に
敵
方
で
あ
り
、
必
要
以
上
に
悪
人
に
書
か
れ
て

　
　
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
酒
人
皇
太
子
の
可
能
性
も
、
後
年
の
酒
人
の
奔
放
伝
説
を
踏
ま
え
、
光

　
　
仁
の
暗
愚
を
強
調
す
る
た
め
の
架
空
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
と
れ
る
。

（
2
9
）
　
山
本
一
也
「
日
本
古
代
の
皇
后
と
キ
サ
キ
の
序
列
ー
皇
位
継
承
に
関
連
し
て
ー
」
（
『
日
本
史

　
　
研
究
』
四
七
〇
号
　
二
〇
〇
一
）
年
は
、
こ
の
記
述
を
、
桓
武
に
と
っ
て
の
酒
人
の
重
要
性
を

　
　
示
す
説
話
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
0
）
　
栗
林
茂
「
皇
后
受
賀
儀
礼
の
成
立
と
展
開
」
（
『
延
喜
式
研
究
』
八
　
一
九
九
三
年
）

（
3
1
）
　
高
取
正
男
「
大
嘗
祭
儀
と
中
臣
氏
」
（
『
神
道
の
成
立
』
所
収
　
平
凡
社
　
一
九
七
九
年
）

（
3
2
）
　
榎
村
「
即
位
・
大
嘗
祭
と
斎
王
卜
定
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』

　
　
塙
書
房
　
一
九
九
六
年
　
初
出
一
九
九
二
年
）

（
3
3
）
　
奈
良
時
代
末
期
の
斎
宮
跡
に
つ
い
て
は
、
『
斎
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
－
　
内
院
地
区
の
調
査
』

　
　
（
斎
宮
歴
史
博
物
館
　
二
〇
〇
二
年
）
、
ほ
か
田
阪
仁
・
泉
雄
二
「
国
史
跡
斎
宮
跡
調
査
の
最
新

　
　
成
果
か
ら
1
史
跡
東
部
の
区
画
造
営
プ
ラ
ン
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
　
四
三
－
四

　
　
一
九
九
一
年
）
、
大
川
勝
宏
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
斎
宮
」
（
『
古
代
文
化
』
四
九
ー
一
一
　
一
九
九

　
　
七
年
）
、
田
阪
仁
「
宝
亀
二
年
の
造
斎
宮
使
の
意
義
に
つ
い
て
（
素
描
）
」
（
『
研
究
紀
要
』
第
八

　
　
号
　
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
九
年
）
、
大
川
操
「
斎
宮
跡
方
格
地
割
に
お
け
る

　
　
区
画
内
建
物
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
」
（
『
研
究
紀
要
』
第
八
号
　
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

　
　

タ
ー
　
一
九
九
九
年
）
な
ど

（
3
4
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
第
二
五
巻
所
収
　
年
次
不
詳
「
造
太
神
宮
用
途
帳
案
」
の
こ
と
。
福
山
敏

　
　
男
「
神
宮
の
建
築
と
そ
の
歴
史
」
（
『
福
山
敏
男
著
作
集
四
　
神
社
建
築
の
研
究
』
所
収
　
中
央

　
　
公
論
美
術
出
版
　
一
九
九
五
年
）

（
3
5
）
　
直
木
孝
次
郎
「
斎
宮
寮
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
」
（
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
』
所
収
　
高
科

　
　
書
店
　
一
九
九
六
年
）

（
3
6
）
　
斎
宮
跡
で
は
奈
良
時
代
の
遺
構
か
ら
、
羊
型
硯
、
三
彩
陶
器
片
、
大
型
蹄
脚
硯
な
ど
、
平
城

　
　
京
か
ら
搬
入
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
特
殊
な
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
斎
宮
歴
史
博
物

　
　
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
3
7
）
　
仁
藤
敦
史
「
斎
宮
の
特
殊
性
と
方
格
地
割
の
性
格
」
（
『
斎
宮
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
↓
二

　
　
二

〇
〇
三
年
）
は
、
方
格
地
割
の
設
計
思
想
と
、
平
安
宮
の
構
造
の
類
似
を
説
き
、
そ
の
背
景

　
　

に
、
「
遷
都
の
必
要
条
件
が
八
世
紀
後
半
以
降
に
消
滅
し
」
た
こ
と
に
よ
る
「
都
城
の
変
化
と
連
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動

し
て
斎
宮
の
性
格
も
変
化
し
た
」
、
す
な
わ
ち
「
施
設
の
恒
常
化
や
在
庁
官
人
化
が
進
展
し
、

　
　
コ

ン
パ
ク
ト
な
「
方
格
地
割
」
が
そ
の
受
け
皿
と
し
て
利
用
さ
れ
た
、
と
す
る

（
3
8
）
　
厳
密
に
は
、
東
か
ら
三
列
目
は
、
東
西
；
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
と
、
周

　
　

囲
区
画
に
比
べ
て
東
西
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
長
く
、
鍛
冶
山
西
地
区
よ
り
北
の
区
画
の
中
央
に

　
　

は
、
幅
］
○
メ
ー
ト
ル
の
道
路
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
3
9
）
　
『
延
喜
式
』
を
見
る
限
り
、
寝
殿
と
出
居
殿
の
両
立
は
野
宮
段
階
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
し
か

　
　
も
寝
殿
の
調
度
は
忌
部
氏
、
出
居
殿
は
中
臣
氏
と
、
奈
良
時
代
か
ら
負
名
氏
と
し
て
斎
宮
に
深

　
　
く
関
わ
っ
て
い
た
氏
族
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
奈
良
時
代

　
　
以
来
斎
宮
の
構
造
の
根
幹
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
0
）
　
『
明
日
香
村
飛
鳥
京
一
五
三
次
調
査
　
現
地
説
明
会
資
料
』
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

　
　
二
〇

〇

五
年
）

（
4
1
）
　
す
で
に
山
中
章
は
「
斎
宮
方
格
地
割
の
設
計
」
（
『
条
里
制
古
代
都
市
研
究
』
一
七
　
二
〇
〇

　
　
一
年
）
に
お
い
て
、
斎
宮
跡
の
方
格
地
割
に
お
け
る
長
岡
京
の
設
計
思
想
の
影
響
を
論
じ
、
紀

　
　
作
良
に
よ
る
造
成
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
山
中
『
長
岡
京
研
究
序
説
』
（
塙
書
房
　
二
〇
〇
一
年
）

　
　
参
照
。

（
4
2
）
　
榎
村
「
斎
王
を
送
る
行
列
に
つ
い
て
」
（
「
続
日
本
紀
の
諸
相
』
所
収
　
塙
書
房
　
二
〇
〇
四

　
　
年
）

（
4
3
）
　
榎
村
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
斎
宮
の
史
的
意
義
」
（
『
斎
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
一
』
所
収
　
前
掲

　
　
註
（
3
3
）
）

（
4
4
）
　
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
未
朔
条

（
4
5
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
壬
子
条

（
4
6
）
　
註
（
4
4
）
に
同
じ
。

（
4
7
）
　
『
貞
信
公
記
』
天
慶
九
年
十
一
月
十
八
日
条

（
4
8
）
　
な
ら
ば
、
桓
武
が
、
自
ら
追
い
落
と
し
た
井
上
の
娘
で
あ
る
酒
人
を
後
宮
に
入
れ
た
こ
と
に

　
　
も
説
明
が
つ
く
。
酒
人
の
、
天
皇
の
娘
で
元
・
斎
王
と
い
う
潜
在
的
な
権
力
を
行
使
さ
せ
ず
、

　
　
そ
の
権
威
を
吸
収
す
る
た
め
の
最
善
の
措
置
は
、
後
宮
に
入
れ
、
他
の
皇
族
と
の
結
婚
の
可
能

　
　
性
を
絶
つ
こ
と
で
あ
る
。

（
4
9
）
　
野
村
育
世
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
　
女
院
領
の
伝
領
と
養
子
」
（
『
家
族
と
女
性
の
歴
史

　
　
古
代
・
中
世
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
九
年
）

（
5
0
）
　
そ
の
意
味
で
重
視
で
き
る
の
は
、
大
中
臣
清
麻
呂
が
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
に
神
祇
大
祐

　
　
に
任
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
祭
主
と
な
っ
た
と
い
う
『
中
臣
氏
系
図
』
所
引
「
延
喜
本
系
」
や
『
二

　
　
所
太
神
宮
例
文
』
祭
主
次
第
の
記
述
で
あ
る
。
春
名
宏
昭
「
神
祇
少
副
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
国

　
　
家
官
制
の
研
究
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
と
、
従
六
位
官
に
過
ぎ
な
い

　
　
大
祐
の
身
で
祭
主
と
な
っ
た
の
は
、
神
祇
伯
中
臣
名
代
と
そ
の
兄
の
祭
主
中
臣
人
足
が
藤
原
広

　
　
嗣
の
乱
に
連
座
し
て
失
脚
し
た
た
め
で
、
中
臣
氏
存
亡
の
危
機
下
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ

　
　
の
時
の
斎
王
は
、
井
上
内
親
王
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
井
上
斎
王
に
若
き
日
の
中

　
　
臣
清
麻
呂
は
積
極
的
に
接
近
し
て
い
た
官
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

（
5
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
十
一
月
庚
辰
条

（
5
2
）
　
伊
勢
氏
は
中
臣
氏
と
擬
制
的
同
族
関
係
を
持
ち
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
に
中
臣
伊
勢
連
、

　
　
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
四
）
に
中
臣
伊
勢
連
、
天
平
神
護
二
（
七
六
六
）
に
伊
勢
朝
臣
を
賜
姓

　
　
さ
れ
て
い
る
。

（
5
3
）
　
軒
廊
御
ト
に
つ
い
て
は
、
西
岡
芳
文
「
六
壬
式
占
と
軒
廊
御
卜
」
（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』
）

　
　
所
収
　
思
文
閣
出
版
　
二
〇
〇
二
年
）

（
5
4
）
　
吉
村
武
彦
「
古
代
の
王
位
継
承
と
群
臣
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
九
六
号
　
一
九
八
九
年
）

（
5
5
）
　
た
だ
し
、
男
帝
の
場
合
に
も
そ
れ
は
あ
る
。
白
村
江
の
後
の
天
智
、
壬
申
の
乱
の
後
の
天
武

　
　
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
戦
の
後
の
危
機
管
理
政
権
で
あ
り
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
必

　
　
要

と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
壬
申
の
乱
の
よ
う
な
、
王
権
継
承
時
の
群
臣
推
挙

　
　
と
そ
れ
が
起
因
す
る
内
乱
と
い
う
「
伝
統
」
に
基
づ
く
権
力
奪
取
と
、
そ
の
事
実
を
い
か
に
無

　
　
化
す
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。

（
5
6
）
　
岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」
（
『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
八
年

　
　
初
出
一
九
七
五
年
）

（
5
7
）
　
直
木
孝
次
郎
「
大
化
改
新
私
見
」
『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
四
年

　
　
初
出
一
九
七
八
年
）

（
5
8
）
　
橋
本
義
則
「
『
後
宮
』
の
成
立
」
前
掲
註
（
2
1
）
。

（
5
9
）
　
義
江
註
（
1
1
）
論
文
で
は
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
称
徳
へ
の
批
判
的
言
質
の
初
出
は
見
ら
れ
ず
、

　
　
初
出
は
『
日
本
霊
異
記
』
だ
と
す
る
。
し
か
し
井
上
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
類
聚
国

　
　
史
』
所
引
の
『
日
本
後
紀
』
逸
文
と
見
ら
れ
る
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
正
月
十
日
の
記
事

　
　
の
原
史
料
や
、
藤
原
百
川
伝
の
段
階
で
す
で
に
見
ら
れ
て
い
る
事
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
6
0
）
　
た
と
え
ば
『
水
鏡
』
の
伝
え
る
、
井
上
が
光
仁
と
の
賭
け
に
勝
ち
、
親
王
時
代
の
桓
武
を
侍

　
　
ら
せ
た
と
い
う
伝
説
に
は
『
霊
異
記
』
の
称
徳
・
道
鏡
伝
説
と
同
様
の
悪
意
が
う
か
が
え
る
。

（
6
1
）
　
そ
の
意
味
で
、
井
上
個
人
の
権
力
欲
求
に
井
上
廃
后
事
件
の
根
本
を
見
た
遠
山
の
指
摘
も
正

　
　
鵠
を
射
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
末
筆
で
あ
る
が
、
本
論
は
東
ア
ジ
ア
惟
異
学
会
会
友
、

多
く
の
着
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

京
極
夏
彦
氏
の
著
作
『
絡
新
婦
の
理
』
に

　
　
　
（
斎
宮
歴
史
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

六
年
五
月
三
一
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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The　Dethronement　of　Empress　Inoue　and　the　Transfb㎝ation　of　the　Imperial　Throne　in

the　8th　Century

EMuRA　Hiroyuki

　　　The　dethronement　of　Emperor　Konin’s　wife　Empress　Inoue　in　772　is　known　for　having　altered　Japan’sancient　iln－

perial　lineage　from　the　Emperor　Temmu　branch　to　the　Emperor　Tenji　branch　of　the　imperial　family．　However，　analysis

of　Empress　Inoue’s　political　position　is　long　overdue．

　　　Aside　from　the　fact　that　the　late　Empress　Shotoku，　Empress　Inoue’s　sister，　was　a　female　ruler，　she　ascended　the

throne　fbllowing　a　procedure　that　suited“Ritsuryo　law”most　of　all．　Furthermore，　she　was　restored　by　military　power，

and　because　she　also　had　the　autho亘ty　of　an　empress　and　had　reno皿ced　family　and　secular　life　to　devote　herself　to　Bud－

dhism，　she　had　been　supported　by　an　ideology　in　which　deities　of　a　Buddhist－or三ented　Ise　Shrine　protected　the　imperial

throne．　She　was　a　symbol　of　power　with　regard　to　both　politics　and　ideology　and　can　be　understood　as　having　pushed

imperial　autocracy　to　the　utmost　extreme．　The　nobles　who　s皿ght　to　put　Empress　Inoue　and　her　husband　Emperor　Ko－

nin　on　the　throne　believed　that　they　could　curb　this　burgeonillg　imperial　authority　and　reposition　them　under　the　Rit－

SUryO　sySter【1．

　　　Emperor　Konin　ascended　to　the　throne　because　he　was　the　husband　of　Empress　Inoue　who　was　the　daughter　of　Em－

peror　Shomu．　After　Emperor　Konin　died　Empress　Inoue’s　son　Prince　Osabe　assumed　the　throne．　It　was　possible　fbr　ei－

ther　Empress　Inoue　to　take　political　control　as　the　empress　dowager　or　fbr　her　son　to　rule　from　the　throne．　Because　she

had　served　as　Saio（High　Priestess）at　Ise　Shrine，　the　home　of　the　imperial　tutelary　deities，　she　could　also　have　reigned

as　a　religious　leader．

　　　While　she　was　empress　a．　Saiku，　which　served　as　a　small　settlement　where　the　Saio　resided，　was　built，　though　this

custom　had　been　stopped　during　the　earlier　reign　of　Empress　Shotoku．　It　is　thought　that　the　Saiku（Saiδspalace　and　of一

丘ce）built　during　this　period　included　the　Saio’s　quarters．　Magnificent　and　huge，　they　were　palatial　and　included　a　Iiving

space　and　ceremonial　space　in　one　section　surro皿ded　by　incomplete　ancillary　facilities．　However，　during　the　reign　of

Emperor　Kammu　that　f6110wed，　a　palace　fOr　the　Saio　was　incorporated　in　the　grid－shaped　administrative　section．　While

this　remodeling　was　undertaken　with　the　construction　of　the　Nagaoka　capital　in　mind，　it　impelled　the　urbanization　and

stereotyping　of　the　Saiku　through　the　provision　of　a　ritualistic　environment，　the　establishment　and　continuation　of　cer－

emonies　and　the㊤mation　of　land　divided　into　squares．　From　being　a　palace偽r　an　individual　Saio，　the　Saiku　became

one　of　the　administrative　mechanisms　of　the　state，　resulting　in　the　institutionalization　of　the　Saiku　and　the　Saio．

　　　As　an　empress　dowager　who　had　served　as　a　Saio，　Inoue　possessed　an　authority　that　united　the　sacred　and　secular

underpinned　by　the　religious　authority　of　Ise　Shrine．　If　she　had　ascended　to　the　throne，　her　reign　would　have　been　au一
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tocratic　with　unique　religious　elements．　The　political　situation　at　that　time　operated　to　remove　this　kind　of　authority

and　the　dethronement　of　Inoue　took　place　to　eliminate　the　possibility　of　a　repeat　of　a　spiritual　throne．　As　an　ideological

struggle　that　questioned　autocratic　imperial　power　her　dethronement　occurred　to　remove　all　power　from　an“elnpress

dowager∵empress”and“Saio”．
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