
孝
謙
女
帝
と
藤
原
仲
麻
呂

ー
奈
良
朝
後
期
政
治
史
の
考
察
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本

富

水

江

は
じ
め
に

わ
が
同
で
は
、
六
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
「
女
帝
」
が
頻
出

し
た
時
代
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
女
帝
が
多
く
登
場
し
た
理
由

は
天
皇
制
の
直
系
維
持
に
あ
り
、
こ
の
六

1
八
世
紀
の
聞
に
変
容
し

た
直
系
原
理
と
と
も
に
女
帝
の
登
場
理
由
・
役
割
も
変
化
し
て
い
っ

た
。
こ
の
古
代
女
帝
の
時
代
、
最
後
の
女
帝
で
あ
る
孝
謙
は
、
そ
う

い
っ
た
意
味
で
も
そ
れ
ま
で
の
五
人
L
ハ
代
の
女
帝
た
ち
と
は
異
な
る

性
格
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
孝
謙
は
女
帝
で
は
前
例
の
な
い
、

立
太
子
の
手
続
き
を
踏
ん
で
直
系
継
承
者
と
し
て
即
位
し
た
天
皇
で
、

彼
女
の
後
に
は
次
期
皇
位
継
承
予
定
者
が
控
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
た

め
孝
謙
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
皇
嗣
問
題
が
付
き
ま
と
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
孝
謙
の
皇
嗣
問
題
に
影
響
を
与
え
た
の
は
孝
謙
の

父
聖
武
、
藤
原
仲
麻
目
、
僧
道
鏡
の
三
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通

し
て
も
孝
謙
を
支
え
て
い
た
の
は
皇
位
の
直
系
継
承
者
と
い
う
誇
り

で
あ
り
、
当
時
の
社
会
通
念
で
あ
っ
た
「
血
の
正
統
性
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
孝
謙
の
皇
嗣
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た
の
も
そ
の
「
血
の

正
統
性
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
火
性
で
あ
る
た
め
に
た
と
え
直
系
の
皇

位
継
承
者
に
は
な
り
得
て
も
、
皇
統
の
継
承
者
に
は
な
り
得
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
生
を
皇
嗣
問
題
の
解
決
の
た
め

に
費
や
し
た
孝
謙
だ
が
、
結
局
皇
嗣
問
題
は
混
沌
と
し
た
ま
ま
そ
の

生
涯
を
終
え
た
わ
け
で
、
彼
女
の
死
後
は
白
身
の
根
拠
と
し
て
い
た

草
壁
皇
統
は
も
ち
ろ
ん
、
天
武
系
ま
で
も
天
智
系
に
皇
統
を
転
換
す

る
こ
と
に
な
る
。
今
回
は
こ
れ
ら
一
連
の
孝
謙
女
帝
の
皇
嗣
問
題
が
、

政
治
的
な
両
と
係
わ
り
あ
っ
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
留
意
し
て
、
奈

良
朝
後
期
の
政
治
問
題
を
皇
位
・
堅
統
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
。

聖
武
天
皇

（
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）
 

新

し

い

直

系

原

理

日
本
占
代
の
皇
位
継
承
を
考
え
る
た
め
記
紀
の
皇
室
系
譜
を
見
て

み
る
。
し
か
し
、
神
武
か
ら
仲
哀
ま
で
の
十
四
代
に
つ
い
て
は
史
実

に
基
づ
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
史
家
の
方
々
も
多

い
た
め
、
私
は
あ
ら
た
め
て
応
神
か
ら
武
烈
ま
で
の
皇
室
系
譜
に
日

を
移
し
た
。
系
譜
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
兄
弟
継
承
が
支
配
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
兄
弟
間
の
継
承
が
終
わ
る
と
末
必

の
子
に
皇
位
は
継
承
さ
れ
、
そ
の
兄
弟
間
で
ま
た
皇
位
継
承
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
し
て
天
皇
の
死
後
、
そ
の
天
皇
に
兄

弟
及
び
直
系
の
子
孫
が
い
な
い
場
合
に
は
皇
位
は
兄
弟
以
外
の
他
の

傍
系
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
は
、
兄

弟
以
外
の
傍
系
へ
の
相
承
は
兄
弟
及
び
直
系
の
男
子
が
い
な
い
時
の

み
行
わ
れ
、
皇
位
継
承
は
兄
弟
相
反
を
根
幹
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
次
に
継
体
以
後
天
智
ま
で
、
つ
ま
り
六
世
紀
初
頭
か
ら
七
世
紀

末
ま
で
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
考
え
る
。
系
図
を
見
て
も
わ
か
る
が
、

帝
位
に
つ
い
た
天
皇
の
妻
も
し
く
は
生
母
の
存
在
が
大
き
な
意
味
を

も
つ
よ
う
に
な
り
、
ぞ
れ
ま
で
の
兄
弟
継
承
を
根
幹
と
し
た
皇
位
継

承
も
形
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
皇
位
継
示
は
直
系
継

承
に
な
っ
て
お
り
、
常
位
に
つ
い
た
天
皇
に
は
直
系
、
傍
系
に
か
か

わ
ら
ず
皇
女
か
皇
族
の
妻
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
直
系
の
資
絡
は
皇

交
を
生
母
に
も
つ
も
の
の
み
に
与
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
六
世

紀
型
の
皇
統
形
成
原
理
と
な
り
、
そ
の
後
の
皇
位
・
皇
統
に
も
多
大

な
影
響
力
を
持
ち
続
け
た
。
も
ち
ろ
ん
聖
武
の
皇
統
意
識
に
も
少
な

か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

天
武
以
降
七
・
八
世
紀
の
皇
位
継
承
も
直
系
継
示
を
銀
幹
と
し
た
。

天
武
に
続
く
草
壁
皇
子
（
実
際
は
即
位
し
て
い
な
い
が
）
、
そ
の
嫡

子
文
武
も
皇
女
を
生
母
に
も
ち
、
六
陀
紀
塑
の
皇
統
形
成
原
理
は
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
直

系
継
点
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
傍
系
継
承
が
比
ら
れ
な

く
な
り
、
か
わ
り
に
女
帝
が
登
場
し
直
系
継
承
を
補
完
し
た
。
こ
の

よ
う
に
皇
位
継
承
が
直
系
を
桜
幹
と
し
て
も
形
を
変
え
た
の
は
聖
武
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か
ら
で
あ
る
。
聖
武
か
ら
早
位
継
承
が
変
化
し
た
の
は
聖
武
の
生
母

が
影
響
し
て
い
る
。
聖
武
の
生
母
は
藤
原
不
比
等
の
娘
宮
子
で
あ
る

か
ら
、
自
工
女
で
も
皇
族
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も

聖
武
が
は
じ
め
か
ら
文
武
の
直
系
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
の
は
、
文

武
の
後
宮
に
皇
女
・
皇
族
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
直
系
の
資

格
と
し
て
妻
や
生
母
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
前
に
も
ふ
れ

た
が
、
天
武
系
の
直
系
と
さ
れ
た
文
武
の
後
宮
に
皇

K
－

mk
族
が
い

な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
’
K
帝
が
多
く
立
っ
た
こ
の
時
代
の
影
響
で

自
主
た
が
減
少
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
文
武
に
ふ
さ
わ
し
い
配
偶

者
が
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
の
説
よ
り
も
、
文
武
の
後
宮
に
皇
女
・

宅
族
を
入
れ
な
か
っ
た
の
は
持
統
と
藤
原
不
比
等
の
間
で
結
ぼ
れ
た

盟
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
を
私
は
支
持
す
る
。
こ
れ
は
草

壁
皇
太

f
の
傾
刀
の
授
受
が
裏
付
け
し
て
い
る
。
と
に
も
か
く
に
も

文
武
の
皇
統
を
受
け
継
ぐ
べ
き
唯
一
の
子
聖
武
は
氏
出
自
の
久
性
を

生
母
に
も
つ
‘
本
来
な
ら
ば
傍
系
に
と
ど
ま
る
べ
き
存
伝
で
あ
っ
た

わ
け
で
、
聖
武
に
は
そ
の
血
統
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
聖
武
は
、
そ
の
生
涯
を
か
け
て
八
世
紀

mの
宅
統
形
成
原
理
と

も
い
え
る
新
直
系
原
照
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
藤
原
氏
所
生
の
者

に
直
系
の
資
絡
が
認
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
宿
一

系
原
理
は
、
型
式
の
光
明
子
（
藤
原
不
比
等
二
一
女
）
所
生
の
皇
子
で

あ
る
基
王
の
乳
児
で
の
立
太
子
・
夫
折
、
長
屋
王
の
変
、
光
明
子
の

立
后
、
孝
謙
（
光
明
子
所
生
の
内
親
王
）
の
立
太
子
と
い
う
諸
問
題

を
経
過
し
て
、
い
わ
ば
無
理
に
創
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
．
文
武

ひ
い
て
は
持
統
の
時
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
藤
原
氏
の
血
を
色
濃
く
受
け
継
ぐ
聖
武
の
後
継
者
で
あ
る
孝

謙
の
皇
位
・
円
五
統
意
識
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

（
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女
帝
の
登
場
・
役
割

我
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
は
「
古
代
女
帝
の
時
代
」
と
も
言
う
べ

き
女
帝
が
頻
出
し
た
時
代
が
存
在
す
る
。
六
恒
紀
か
ら
一
八
世
紀
が
そ

れ
で
あ
る
。
推
古
、
皇
極
・
斉
明
、
持
統
、
一
応
明
、
一
冗
正
、
孝
謙
・

称
徳
ら
の
女
帝
は
登
鰍
前
の
身
分
か
ら
ゐ
昼
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
推
占
か
ら
元
明
ま
で
の
皇
后
型
、
一
川
正
、
孝
謙
・
称
徳
の
未

婚
塑
で
あ
る
が
、
と
れ
に
は
前
節
の
皇
統
形
成
原
理
が
大
き
く
関
係

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
失
点
巾
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て

だ
が
、
一
般
的
に
は
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点
も
あ
る
。
特
に
推
市
、
阜

極
・
斉
明
に
関
し
て
そ
の
こ
と
が
言
え
る
。
と
の
二
一
代
て
人
の
友
帝

は
、
中
継
ぎ
の
役
割
だ
け
で
は
な
く
傍
系
か
ら
の
直
系
創
造
と
い
う

作
業
の
補
完
と
い
う
役
割
も
果
た
し
た
の
だ
。
直
系
創
造
と
い
う
作

業
の
際
、
傍
系
の
男
常
を
立
て
る
の
は
非
常
に
危
険
な
の
は
古
う
ま

で
も
な
い
。
推
古
の
場
合
は
、
直
系
継
点
予
定
で
あ
っ
た
愛
息
竹
闘

が
早
逝
し
た
と
考
え
ら
れ
、
竹
田
の
か
わ
り
に
傍
系
か
ら
降
系
へ
の

昇
格
を
ゆ
る
さ
れ
た
厩
戸
の
直
系
昇
格
作
業
を
補
完
し
、
早
川
棚
の
場

合
は
混
沌
と
し
た
自
主
位
継
承
の
状
況
の
中
で
の
直
系
創
造
を
、
斉
明

と
し
て
重
辞
し
た
の
は
息
子
中
大
兄
の
直
系
確
立
を
補
完
す
る
た
め

の
苓
極
だ
っ
た
。
持
統
以
後
の
女
帝
に
つ
い
て
は
孝
謙
を
除
い
て
は
、

単
に
中
継
ぎ
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
孝
謙

に
つ
い
て
持
統
、
元
明
、
一
川
正
ら
と

K
別
し
た
の
は
、
孝
謙
に
は
皇

位
継
承
予
定
者
が
そ
の
即
位
前
後
に
存
介
忙
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

持
統
に
は
文
武
、
一
バ
明
と
元
正
に
は
聖
武
と
い
う
皇
位
継
承
予
定
者

が
控
え
て
い
た
が
、
孝
謙
の
場
合
は
ま
だ
そ
の
時
に
は
存
介
忙
し
な
か

っ
た
皇
位
継
承
予
定
者
の
た
め
の
中
継
ぎ
と
し
て
、
女
性
で
初
め
て

立
太
子
の
う
え
皇
位
に
つ
い
た
の
だ
。
で
は
孝
謙
を
中
継
ぎ
と
す
る

皇
佼
継
承
予
定
者
と
は
誰
な
の
か
。
そ
れ
は
聖
武
と
光
明
皇
后
、
も

し
く
は
藤
原
氏
の
女
性
と
の
聞
に
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
皇
子
で

あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
期
待
さ
れ
た
皇
子
の
誕
生
は
見
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
が
、
聖
武
の
思
い
錨
く
皇
統
形
成
原
瑚
に
従
う
た
め
の

中
継
ぎ
は
藤
原
氏
腹
の
人
物
が
望
ま
し
く
、
た
と
え
内
親
王
で
あ
っ

て
も
孝
謙
以
外
に
は
そ
の
大
役
を
果
た
す
者
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
聖
武
の
死
後
、

J

s

肢
は
譲
位
し
た
孝
謙
だ
っ
た

が
、
聖
武
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
他
戸
親
王
へ
皇
位
を
継
承
す
る
た
め

に
再
び
称
徳
と
し
て
教
極
し
た
。
こ
の
時
は
他
戸
親
王
と
い
う
皇
位

継
承
予
定
行
が
称
徳
の
心
中
に
は
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
称
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つ 即 女 徳
い位常は

て 事 の 他

は情登戸
他 が 場 ま
のあ・で

火り役の
常一割中
とくは継
はく概ぎ

特りしと
異にてし
なす中て

性る継の
格とぎ役
をとと＇ ,lilj

もは言を

つ難え果

てしるた
いいカ1し
る。、た

とがそと
言、れと
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光
明
子
立
后
と
そ
の
意
義

光
明
子
の
立
市
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
者
が
諸
説
を
論
じ
て
き

て
い
る
。
な
か
で
も
そ
の
先
駆
と
な
づ
た
の
が
岸
俊
男
氏
の
「
光
明

立
后
の
史
的
意
義
一
古
代
に
お
け
る
皇
后
の
地
位
一
」
で
あ
る
。
こ

の
岸
氏
の
論
文
の
中
で
は
、
光
明
子
の
立
后
を
藤
原
氏
権
力
闘
争
史

観
の
う
え
に
い
わ
ゆ
る
「
控
え
女
帝
説
」
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、

そ
の
説
は
多
く
の
支
持
を
得
て
い
た
。
つ
ま
り
、
生
後
二
カ
月
に
し

て
異
例
の
立
太
子
を
し
た
光
明
子
所
生
の
皇
子
某
一
王
が
天
逝
し
、
県

犬
養
広
万
自
に
聖
式
唯
一
の
皇
子
と
な
る
安
積
が
誕
生
し
た
こ
と
で

あ
せ
っ
た
藤
原
氏
が
、
皇
后
の
地
位
と
権
能
に
着

H
し
、
皇
親
勢
力

の
代
表
者
で
あ
る
長
屋
王
を
排
し
た
う
え
で
従
来
の
皇
子
立
太
子
策

を
光
明
立
后
と
い
う
南
接
東
に
切
り
換
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
諸
家
の
理
解
を
得
て
い
る
乙
の
岸
説
に
対
し
、
河
内
祥
輔
氏

は
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
の
な
か
で
異
論
を
唱

え
た
わ
け
だ
が
、
氏
は
光
明
立
后
は
藤
原
氏
出
白
の
母
を
も
っ
聖
武

が
自
身
の
意
ぷ
に
よ
り
藤
原
氏
を
母
と
す
る
も
の
こ
そ
が
皇
位
を
つ

く
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
天
下
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
論
じ
て
い

る
。
河
内
氏
は
聖
武
を
政
治
史
叙
述
の
主
役
に
据
え
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
瀧
浪
貞
子
氏
は
「
光
明
子
の
立
后
と
そ
の
破
綻
」
と
い
う
論

文
の
中
で
岸
氏
の
「
控
え
女
帝
説
」
を
論
破
し
、
光
明
立
后
を
今
後

に
出
生
の
期
待
さ
れ
る
皇
子
の
立
太
子
を
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件

づ
く
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
績
紀
の
記
載
か
ら
、
原
則
と
し
て

ア
皇
太
子
の
生
母
は
皇
后
」
と
い
う
観
念
に
着
目
し
た
の
だ
。
光
明

子
が
立
后
す
る
の
に
辰
も
大
き
な
拠
り
所
と
し
た
光
明
子
が
亡
く
な

っ
た
皇
太
子
基
王
の
母
と
い
う
事
実
を
、
光
明
λ
J

を
こ
れ
か
ら
生
ま

れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
皇
太
子
の
母
L

と
す
る
足
掛
か
り
に
し
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
孝
謙
の
A

以
太
子
・
即
位
へ
と
発

展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
光
明
子
立
后
に

対
し
て
令
の
規
定
を
も
っ
て
反
対
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
長
屋
王

を
藤
原
氏
側
が
先
手
を
打
っ
て
密
告
に
よ
り
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
と

い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
長
尾
王
の
変
だ
が
、
結
論
と
し
て
は

光
明
子
立
町
強
行
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
皇
佼
・
皇
統

上
の
問
題
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
長
屋
王

は
壬
申
の
乱
の
功
労
者
高
市
皇
子
の
長
男
で
、
妃
に
草
壁
皇
子
白
王
女

の
占
備
内
親
王
を
も
ち
、
な
お
か
つ
二
人
は
健
康
な
男
子
に
恵
ま
れ

て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
聖
武
に
と
っ
て
は
彼
の
描
く
皇
統
形
成
原
理

の
確
立
の
た
め
放
逐
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
長

尾
王
の
変
が
悶
ら
ず
も
光
明
子
立
后
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
た
の
で
あ
る
。

（

4
）
 

聖
武
太
上
天
皇
の
遺
詔

聖
武
は
そ
の
死
に
際
し
て
遺
詔
し
、
そ
の
遺
詔
に
よ
っ
て
聖
武
崩

御
の
目
、
七
五
六
年
五
月
一
一
日
に
道
祖
七
が
立
太
子
し
た
。
し
か
し
、

報
年
七
五
七
年
三
月
一
一
九
日
に
は
一
変
し
て
道
祖
王
は
廃
太
子
に
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
期
尚
は
人
絡
が
白
五
太
子
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
い
う
も
の
で
、
道
祖
七
に
か
わ
っ
て
堅
太
子
に
選
ば
れ
た
の
は
大

炊
王
で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
聖
武
は
道
祖
王
を
皇
太
子
に
と
の
詔
を

遺
し
た
の
か
、
そ
し
て
句
年
に
道
祖
王
が
廃
太
子
と
さ
れ
大
炊
王
が

皐
太
子
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
道
祖
王
は
天
武
第

七
皇
チ
新
国
部
親
王
の
皇
子
で
、
新
田
部
親
王
は
牟
品
で
太
政
大
臣

を
贈
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た
。
一
－
万
大
炊
主
の
父
は
、

新
田
部
親
玉
と
と
も
に
聖
武
の
補
佐
を
行
っ
た
天
武
第
五
円
E
r
A一円人

親
王
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
新
出
部
・
舎
人
両

親
王
の
血
統
だ
。
と
も
に
天
武
の
里
子
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ

た
が
、
彼
ら
の
生
母
に
注
目
し
た
い
。
舎
人
親
王
の
母
は
天
智
自
主
交

新
出
部
山
E
K
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
両
親
と
も
に
天
皇
の

J

親
等
に
あ

る
毛
並
み
の
良
さ
で
あ
る
。
新
田
部
親
王
の
母
は
藤
原
鎌
足
の
娘
で
、

天
武
死
後
に
異
母
兄
不
比
等
と
の
間
に
麻
円
を
儲
け
た
五
訂
重
娘
だ

司
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っ
た
か
ら
、
新
田
部
親
王
は
当
時
政
界
を
引
っ
張
っ
て
い
た
藤
原
氏

と
の
濃
い
血
縁
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
恵
ま
れ
た
血
統
を

も
っ
両
親
王
の
皇
子
だ
か
ら
こ
そ
道
祖
王
を
は
じ
め
大
炊
王
、
塩
焼

玉
（
新
田
部
親
王
皇
子
）
、
船
・
池
田
一
向
王
（
舎
人
親
一
七
聖
子
）
ら

が
孝
謙
の
後
に
皇
位
に
就
く
に
ふ
さ
わ
し
い
と
目
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
納
得
が
い
く
。
そ
の
中
で
も
道
祖
王
が
聖
武
に
選
ば
れ

た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
、
聖
武
自
身
が
画
策
し
た
八
世
紀
型
の
白
玉
統

形
成
原
田
町
に
最
も
か
な
う
人
物
だ
っ
一
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
身
の
血

統
を
ひ
く
男
子
を
亡
く
し
た
聖
武
が
、
藤
原
氏
所
牛
の
者
に
直
系
の

資
格
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
原
理
に
心
を
残
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
道

組
王
を
皇
太
子
に
立
て
る
旨
の
詔
を
遺
し
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

さ
ら
に
推
論
を
進
め
れ
ば
聖
武
は
道
祖
王
に
県
犬
養
広
刀
自
腹
の
皇

女
井
上
内
親
王
を
要
わ
せ
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
か
。
井
上
内
親

王
は
後
に
光
仁
と
し
て
即
位
す
る
白
壁
王
に
嫁
す
わ
け
だ
が
、
そ
の

結
婚
年
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
（
だ
か
ら
推
論
を
、
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
が
）
藤
原
氏
の
血
を
色
濃
く
ひ
く
道
祖
王
と
そ
自
身
の
思
い

摘
く
新
直
系
原
理
を
託
す
に
足
る
と
信
じ
た
聖
武
が
、
井
上
肉
親
会
士

を
彼
に
婆
わ
せ
立
太
子
さ
せ
る
こ
と
で
新
原
理
篠
立
に
希
望
を
つ
な

い
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
道
祖
壬
が
廃
さ
れ
大
炊
王
が
自
で

太
子
に
し
凡
て
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
が
、

A

つ
に
は
舎
人
親
王
の
京
子

で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
作
用
し
た
要

因
は
大
炊
王
と
藤
原
仲
麻
日
と
の
擬
制
的
父
子
関
係
で
あ
っ
た
。
大

炊
王
の
背
後
に
は
必
ず
と
一
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
仲
麻
呂
の
存
在
が
あ
り

そ
の
こ
と
は
仲
麻
呂
の
失
脚
と
と
も
に
大
炊
王
も
帝
位
を
追
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
暦
然
で
あ
る
。
最
後
に
、
道
祖
王
の
廃
太
子
と
大

炊
王
の
立
太
子
が
聖
武
の
遺
詔
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
と
す
る
孝
謙
の

主
張
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
根
拠
は
続
日
本
紀
の
宣
命
に
み
え

る
。
た
と
え
・
併
殺
に
あ
る
入
で
も
、
孝
謙
に
対
し
無
礼
・
不
従
で
あ

れ
ば
帝
位
を
追
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
皇
位
練
承
問
題

に
つ
い
て
は
孝
謙
に
一
任
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
聖
武
の
遺
詔
の
も
う
一
つ
の
本
意
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、

孝
謙
へ
の
権
威
付
与
で
あ
る
。
孝
謙
は
草
壁
皇
統
に
連
な
る
直
系
継

承
者
と
し
て
立
太
子
し
、
即
位
し
た
が
、
そ
れ
も
聖
武
の
後
ろ
盾
が

あ
っ
た
か
ら
と
そ
で
あ
り
、
聖
武
の
死
後
は
天
自
主
と
し
て
の
権
威
を

失
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
不
安
に
思
っ
た
聖
武
が
、
娘
の
一
大
自
主
と
し

て
の
権
威
に
皇
位
継
承
大
権
を
付
与
し
、
同
時
に
正
当
性
を
も
付
与

し
た
の
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
は
、

A

つ
の

H
的
で
あ
る
道
祖
正
に

よ
る
新
県
統
形
成
原
理
の
確
立
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
も
う
－
つ

の
日
的
で
あ
る
孝
謙
の
皇
位
・
皇
統
を
担
う
者
と
し
て
の
正
当
性
を

強
調
す
る
と
言
う

H
的
は
果
た
さ
れ
た
と
言
え
る
。

孝
謙
女
帝
と
仲
麻
呂
政
権

（

1
）
 

紫
微
中
台

孝
謙
女
惜
の
治
仰
い
の
事
実

k
の
為
政
者
が
藤
原
仲
麻
呂
で
あ
っ
た

と
と
は
あ
ら
ゆ
る
暦
史
家
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
政
権

を
支
え
る
上
ム
げ
に
な
っ
て
い
た
の
が
紫
微
中
台
で
あ
っ
た
こ
と
も
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
紫
微
中
台
は
孝
謙
・
仲
麻
日
白
政
権
を
存
え

る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
、
奈
良
時
代
の
令
外
官

の
最
大
な
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
孜
が
国
の
歴
史
上
に
お
い
て
も

存
存
意
義
が
非
常
に
重
い
官
叶
だ
。
こ
の
紫
微
中
台
は
光
明
宅
太
后

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
職
掌
も
明
確
に
は
知
り
得
ず
諸
説
あ

る
が
、
忠
一
后
宵
職
の
延
長
で
あ
り
「
皇
太
后
に
近
侍
し
て
そ
の
行
は

せ
ら
れ
る
大
政
を
補
佐
し
、
自
主
太
后
に
対
し
て
卜
．
ら
れ
る
表
啓
を
取

次
ぎ
、
皇
太
后
が
勅
な
る
形
式
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
命
令
を
諸
司

に
頒
下
す
る
こ
と
を
掌
っ
た
」
と
の
見
解
が
瀧
川
政
次
郎
氏
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
政
治
が
人
事
行
政
に
重
き
を
置
き
、

君
主
の
大
権
が
賞
罰
の

A

一
一
納
を
握
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え

て
、
今
日
の
人
事
院
総
裁
と
賞
勲
局
総
裁
を
兼
ね
る
現
職
の
式
部
卿

・
式
部
大
輔
を
紫
微
中
台
に
任
官
し
た
と
と
は
、
自
で
太
后
が
自
身
に

所
属
す
る
紫
微
中
台
に
当
時
の
政
治
大
権
を
集
約
せ
し
め
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
績
紀
の
橋
奈
良
麻
巴
の
変
の
記
事
か
ら
も
、
本
米
太

政
官
下
に
管
理
さ
れ
る
べ
き
自
主
権
発
動
に
必
要
な
駅
鈴
・
内
印
が
皇

太
后
宵
（
紫
微
中
台
）
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
と
が
う
か
が
え
、
当
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時
の
紫
微
中
台
の
権
力
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
の
よ

う
な
紫
微
中
台
が
仲
麻
日
の
権
力
土
台
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
皇
后

宮
職
を
改
称
し
紫
微
中
台
と
し
た
こ
と
が
仲
麻
呂
の
権
力
拡
大
に
つ

な
が
っ
た
の
は
、
新
た
な
権
力
機
構
を
創
出
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
仲
麻
呂
は
紫
微
中
台
と
い
う
権
力
機
構
を
も
っ
て
左
大
臣
橘

諸
兄
や
兄
豊
成
に
対
し
て
優
位
に
立
と
う
と
し
た
の
だ
。
そ
し
て
紫

微
内
相
と
い
う
重
職
に
就
き
、
左
右
し
八
日
に
准
ぜ
ら
れ
皇
太
后
が
手

中
に
し
て
い
た
兵
馬
の
大
権
を
委
任
さ
れ
て
並
び
無
い
権
力
を
手
に

入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
仲
麻
呂
は
坤
官
官
と
名
を
変
え
た

紫
微
中
台
を
後
に
し
た
が
、
紫
微
中
台
が
仲
麻
呂
の
権
力
掌
握
、
つ

ま
り
孝
謙
・
仲
麻
日
政
権
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
た
こ
と
は
一
百

う
ま
で
も
な
い
。

（

2
）
 

直
系
原
理
の
破
綻

〈
橋
奈
良
麻
呂
の
変
〉

天
平
安
字
元
（
七
五
七
）
年
、
橘
奈
良
麻
日
は
仲
麻
日
を
排
除
せ

ん
と
ク
ー
デ
タ
ー
を
社
両
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
奈
良
麻
邑

は
橘
諸
兄
の
長
男
で
、
血
統
上
で
は
孝
謙
や
仲
麻
呂
と
は
従
兄
弟
の

関
係
に
あ
り
、
特
に
孝
謙
と
は
父
系
・
母
系
の
ど
ち
ら
を
た
と
っ
て

も
従
兄
弟
に
あ
た
る
ほ
ど
血
が
濃
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
奈
良

麻
呂
は
こ
の
よ
う
に
濃
い
関
係
に
あ
る
孝
謙
を
示
認
し
て
い
な
か
っ

た
。
奈
良
麻
月
は
、
孝
謙
が
県
太
子
時
代
、
立
太
子
後
七
年
過
ぎ
て

も
「
皇
嗣
が
定
ま
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
孝
謙
は

光
明
白
で
后
所
生
の
「
聖
武
の
嫡
子
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
孝
謙

が
奈
良
麻
日
に
皇
嗣
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
当
時

の
皇
統
に
関
す
る
社
会
観
念
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
「
皇
嗣
す

な
わ
ち
宅
統
の
継
京
者
は
男
子
で
あ
る
と
い
う
認
識
」
が
あ
り
、
そ

れ
が
無
条
件
に
嫡
系
相
承
の
原
理
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
女
子
で
あ

る
孝
謙
は
奈
良
麻
日
の

H
に
は
宅
嗣
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
だ
。
こ

れ
は
奈
良
麻
呂
に
限
ら
ず
巧
時
の
貴
族
の
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
っ

た
ら
し
い
か
ら
、
聖
武
は
孝
謙
に
正
当
牲
を
付
与
し
よ
う
と
遺
詔
す

る
な
ど
し
た
わ
け
だ
が
、
結
局
は
配
偶
者
も
子
供
も
な
い
孝
謙
の
存

ト
仕
は
、
い
か
に
聖
武
の
嫡
系
で
あ
っ
て
も
皇
位
継
点
の
上
で
何
の
解

決
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
聖
武
の
新
直
系
原
用
創
出
を
実

現
す
る
た
め
に
帝
伎
に
つ
い
た
孝
謙
だ
っ
た
が
、
彼
女
の
登
場
が
結

果
と
し
て
は
道
祖
王
の
立
・
廃
太
子
、
大
炊

E
立
太
子
・
即
位
と
い

う
新
原
理
の
破
綻
を
導
く
火
種
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
淳
仁
即
位
）

淳
「
は
天
平
宝
字
元
年
四
月
、
道
祖
王
の
廃
太
子
の
あ
と
を
う
け

て
立
太
子
し
た
。
そ
の
際
、
孝
謙
が
誰
を
次
期
皇
太
子
に
す
べ
き
か

群
臣
に
た
ず
ね
た
が
、
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
新
岡
部
・
舎
人
両
綴
王

の
系
統
の
う
ち
大
炊
王
以
外
の
皇
子
は
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
理
由
で

候
補
か
ら
は
ず
さ
れ
、
結
局
大
炊
王
だ
け
が
悪
い
噂
を
聞
か
な
い
と

い
う
こ
と
で
立
太
子
し
た
と
い
う
。
大
炊
ム
十
が
皇
太
子
に
選
ば
れ
た

の
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
歴
史
家
の
方
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に

仲
麻
品
の
後
ろ
盾
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
仲

麻
呂
と
擬
制
的
父
子
関
係
を
結
ん
で
い
る
大
炊
王
が
立
太
子
・
即
位

す
れ
ば
、
仲
麻
日
は
義
理
の
息
子
を
天
皇
に
も
っ
と
と
に
な
り
、
自

然
に
権
力
を
ず
中
に
す
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
権
力
構
想
か
ら
仲

麻
呂
が
孝
謙
に
大
炊

E
立
太
子
を
推
挙
し
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
し

か
し
、
不
自
然
な
の
は
こ
の
大
炊
王
が
孝
謙
の
御
代
に
型
式
の
県
太

子
と
し
て
立
太
子
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
一
武
の
遺
耐
に
あ
っ
た

道
祖
王
を
廃
し
、
い
わ
ば
聖
武
を
裏
切
る
か
た
ち
で
立
太
子
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。
お
そ
ら
く
仲
麻
日
の
入
れ
知
恵
で
、
草
壁
皇

統
に
つ
な
が
ら
な
い
傍
系
の
天
皇
浮
十
（
大
炊
王
）
を
権
威
あ
る
天

皇
に
仕
な
て
る
た
め
に
行
っ
た
演
出
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
皇
嗣
と
承

認
さ
れ
て
い
な
い
聖
武
の
本
百
の
直
系
緋
示
者
孝
謙
を
権
威
づ
け
に

用
い
な
か
っ
た
の
は
、
孝
謙
を
否
定
す
る
淳
仁
の
怠
忘
の
現
れ
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
淳
仁
は
傍
系
天
白
で
に
す
ぎ
ず
、

彼
が
否
定
し
た
か
っ
た
直
系
孝
謙
の
風
下
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
淳
仁
の
な
場
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
彼
の
’
一
仕
位
山
中
に
は

改
光
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
裁
が
出
で
は
中
同
と
同
様
、
即
位
と
改

一
冗
は
不
可
分
の
も
の
な
の
だ
が
、
持
仁
が
孝
謙
の
天
平
宝
字
を
継
示
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し
た
と
い
う
こ
と
は
淳
仁
が
孝
謙
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に

不
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
淳
仁
の
権
威
は
苧
謙
に
比
し

て
も
劣
弱
だ
っ
た
の
だ
。
結
局
、
淳
仁
は
聖
武
の
皇
太
子
と
自
称
し

て
い
た
が
傍
系
か
ら
直
系
へ
の
昇
格
は
望
ま
れ
て
お
ら
ず
、
聖
武
が

創
出
し
よ
う
と
し
た
新
直
系
原
理
を
破
綻
に
導
い
た
だ
け
の
皇
位
だ

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（

3
）
仲
麻
呂
政
権
の
崩
壊

〈
光
明
自
主
太
后
の
死
と
孝
謙
の
自
立
〉

聖
武
・
孝
謙
・
浮
仁
の
一
一
一
天
皇
の
御
代
に
お
い
て
絶
大
な
発
長
力

を
保
持
し
て
い
た
光
明
皇
太
后
も
天
平
宝
字
四
年
に
崩
御
し
た
。
彼

女
の
絶
大
な
権
力
が
皇
位
・
皇
統
、
政
治
に
も
影
響
を
与
え
、
そ
の

こ
と
が
娘
孝
謙
か
ら
自
由
を
取
り

k
げ
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
光
明
皇
太
后
の
崩
御
に
よ
っ
て
苧
謙
は
自
立
し
、
以
前
か

ら
反
り
の
合
わ
な
か
っ
た
淳
仁
と
の
不
仲
を
表
耐
化
さ
せ
て
し
ま
っ

た
。
特
に
淳
仁
が
、
道
鏡
を
寵
愛
し
た
こ
と
で
非
難
す
る
よ
う
な
言

葉
を
孝
謙
に
発
し
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
後
孝
謙
が
淳
仁
の
そ
の

態
度
に
激
怒
し
て
白
身
の
皇
統
に
お
け
る
正
労
性
を
強
調
し
淳
仁
か

ら
天
里
大
権
で
あ
る
「
国
家
賞
罰
一
＋
柄
」
を
取
り
上
げ
る
問
い
う
事

態
に
ま
で
話
が
波
及
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
持
仁
は
天
宅
と

し
て
の
権
威
を
も
失
い
、
淳
仁
の
天
皇
位
は
空
疎
な
も
の
と
化
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
度
は
孝
謙
か
ら
離
れ
淳

仁
・
仲
麻
円
政
権
を
築
い
て
い
た
仲
麻
呂
も
政
権
崩
壊
へ
の
道
を
歩

む
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
大
保
な
る
地
位
に
い
て
も
所
詮
は
天
円
以

あ
つ
て
の
も
の
で
、
そ
の
天
皇
も
大
権
を
持
た
な
く
て
は
産
味
は
な

く
、
仲
麻
呂
自
身
の
政
権
も
崩
壊
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

光
明
皇
太
后
の
死
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
孝
謙
の
自
立
が
仲
麻
日
政

権
の
崩
壊
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
。

〈
新
羅
征
討
計
画
の
挫
折
〉

仲
麻
巴
の
政
権
と
政
治
を
特
色
づ
け
た
の
が
新
羅
征
討
計
画
で
あ

る
。
仲
麻
日
が
新
羅
征
討
計
両
に
本
格
的
に
着
手
す
る
契
機
に
な
っ

た
の
は
天
平
宝
｛
f
－
一
年
十
三
月
に
帰
国
し
た
遣
融
海
使
小
野
朝
臣
回

守
ら
の
、
当
時
の
唐
の
情
勢
（
安
禄
山
の
乱
）
を
報
告
す
る
奏
古
だ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
大
半
府
な
ど
が
非
常
警
戒
態
勢
に
入
り
、
軍
隊

を
は
じ
め
新
羅
征
討
計
画
は
動
き
出
し
、
天
平
宝
字
七
年
八
月
ま
で

計
幽
は
具
体
化
・
推
進
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
山
陽
・
南
海
両
節

度
伎
の
停
止
を
も
っ
て
副
両
は
挫
折
す
る
。
節
度
使
は
軍
団
を
統
括

す
る
た
め
、
つ
ま
り
戦
争
を
予
期
し
て
の
軍
団
制
強
化
を
口
的
に
設

置
さ
れ
た
新
経
征
討
計
酬
の

4

環
だ
っ
た
か
ら
、
節
度
使
の
停
止
は

ほ
か
で
も
な
い
征
討
計
画
の
破
綻
を
窓
味
す
る
の
で
あ
る
。
績
紀
に

は
節
度
使
停
止
の
理
由
を
「
皐
」
と
記
し
て
い
る
が
、
理
由
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
間
内
的
に
は
孝
謙
・
淳
仁
の
不
仲
、
同
外
的
に
も

湖
海
使
が
征
討
計
画
中
止
の
申
し
入
れ
が
さ
れ
た
り
な
ど
の
要
因
が

あ
っ
た
。
こ
の
征
討
計
耐
を
政
権
の
中
核
に
お
い
て
い
た
仲
麻
呂
だ

っ
た
が
、
内
外
線
々
な
要
附
が
そ
れ
を
許
さ
ず
、
逆
に
長
年
に
わ
た

る
軍
事
体
制
の
緊
迫
に
よ
る
人
民
の
負
抑
や
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
な
飢
餓
で
、
政
権
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

A

一行

っ
て
み
れ
ば
、
孝
謙
・
淳
仁
の
不
仲
を
は
じ
め
と
す
る
幅
広
因
が
新
羅

征
討
計
両
を
挫
折
さ
せ
‘
そ
の
計
一
幽
挫
折
が
仲
麻
品
政
権
を
崩
壊
に

導
い
た
わ
け
で
あ
る
。

〈
仲
麻
日
の
変
〉

孝
謙
・
淳
仁
の
不
和
発
覚
か
ら
約
一
．
年
後
、
新
羅
征
討
計
画
の
搾

折
か
ら
約
一
年
経
っ
た
天
平
宝
字
八
年
九
月
に
藤
原
仲
麻
日
は
ク
ー

デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
。
仲
麻
日
の
逆
謀
は
高
丘
比
良
麻
円
白
ら
の
密
告

に
よ
り
発
覚
し
た
わ
け
だ
が
、
仲
麻
口
口
の
謀
反
に
備
え
小
宮
院
の
淳

仁
の
許
に
あ
っ
た
皇
権
の
発
動
に
必
要
な
鈴
印
を
凶
収
し
よ
う
と
し

た
孝
謙
と
の
問
で
な
さ
れ
た
鈴
印
の
争
奪
戦
に
勝
利
し
た
仲
麻
呂
は
‘

こ
こ
で
公
然
と
叛
旗
を
掲
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
緒
戦
で
形
勢

を
不
利
に
し
、
体
勢
の
立
て
直
し
を
と
思
っ
て
い
た
自
身
の
拠
点
近

江
に
も
入
れ
ず
、
蔵
前
に
向
か
っ
て
敗
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
途
中
、

淳
仁
を
伴
え
な
か
っ
た
仲
麻
日
は
道
祖
王
の
兄
氷
上
真
人
溢
焼
（
塩

焼
主
）
を
天
阜
に
偽
立
し
、
地
焼
の
勅
が
真
物
で
あ
り
孝
謙
方
の
も

の
は
偽
り
で
あ
る
と
布
告
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
二
つ
の
朝
廷
が
成

立
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
孝
謙
も
勅
を
発
し
、
仲
麻
呂
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を
逆
臣
と
し
て
そ
の
追
討
に
一
実
質
ま
で
懸
け
て
い
る
。
結
局
、
李
謙

と
の
鈴
印
争
奪
戦
か
ら
－
週
間
後
、
仲
麻
日
は
妻
子
や
徒
党
、
偽
立

天
皇
氷
上
塩
焼
と
と
も
に
斬
首
さ
れ
、
逆
臣
と
し
て
そ
の
鼠
期
を
遂

げ
た
。
こ
の
仲
麻
日
の
変
が
事
件
後
の
政
界
に
与
え
た
影
響
は
非
常

に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
仲
麻
呂
の
変
が
円
五
位

・
皇
統
に
与
え
た
影
響
も
と
て
も
大
き
か
っ
た
。
事
件
後
、
仲
麻
呂

に
取
り
残
さ
れ
た
惇
仁
は
帝
位
を
廃
さ
れ
、
孝
謙
が
称
徳
と
し
て
一
向

び
登
械
し
た
わ
け
だ
が
、
変
の
問
も
孝
謙
は
皇
室
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
指
伴
を
と
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
孝
謙
の
力
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

ま
た
、
仲
麻
片
に
よ
っ
て
天
皇
に
偽
し
比
さ
れ
た
氷
上
兵
人
塩
焼
も
花

は
さ
れ
る
存
庄
で
あ
る
。
彼
は
も
と
塩
焼
王
で
、
廃
太
子
道
祖
王
の

兄
に
あ
た
る
人
物
で
、
仲
麻
川
市
の
変
以
前
に
も
歴
史
上
の
舞
台
に
は

登
場
し
て
し
て
い
る
が
、
そ
の
信
抵
は
皇
位
・
皇
統
に
振
り
回
さ
れ

て
終
わ
っ
た
感
が
あ
る
。
彼
以
外
に
も
浮
仁
の
兄
弟
、
船
・
池
田
と

も
に
こ
の
事
件
に
連
座
し
て
親
王
身
分
を
剥
奪
さ
れ
て
配
流
さ
れ
て

お
り
、
釘
力
な
皇
位
継
示
者
が
み
な
処
分
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
仲
麻
呂
の
変
は
皇
位
・
皇
統
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

そ
の
後
の
皇
牧
継
承
問
題
に
暗
い
影
を
お
と
し
て
幕
を
閉
じ
た
の
だ
。

称

徳

道

鏡

政

権

（

1
）
 

淳

仁

廃

帝

藤
原
仲
麻
日
の
変
の
後
、
船
・
池
間
両
王
の
降
絡
と
配
流
を
一
ぶ
す

宵
命
と
と
も
に
、
淳
十
の
常
位
を
廃
し
淡
路
同
に
配
流
す
る
旨
の
宣

命
が
発
せ
ら
れ
た
。
結
局
、
淳
仁
は
配
流
地
で
あ
る
淡
路
で
亡
く
な

り
、
「
淡
路
廃
市
」
と
弓
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
淳
仁
を
廃
す
る

日
命
に
は
、
淳
仁
に
対
す
る
ギ
謙
の
優
越
感
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
優
越
感
だ
け
で
淳
仁
を
廃
帝
に
す
る
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
、
天
阜
位
に
あ
っ
た
者
に
と
っ
て
「
廃
帝
」
と
い
う

処
分
は
肢
も
京
い
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
憐
zMm

」
に

つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
。
「
廃
帝
L

と
「
廃
位
」
と
は
同
じ

処
分
の
よ
う
に
忠
わ
れ
る
が
、
実
は
微
妙
に
異
な
る
。
「
廃
位
」
は

自
身
が
天
皇
位
を
追
わ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
子
孫
の

皇
位
継
承
権
を
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
廃
帝
」

は
こ
の
「
廃
位
」
の
も
つ
一
性
絡
に
加
え
、
口
五
位
継
承
権
の
日
小
口
定
が
更

に
そ
の
父
や
兄
弟
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
皇
統
か
ら
は
全
く
排
除

さ
れ
る
の
だ
。
歴
史
上
、
こ
の
「
廃
帝
」
の
処
分
を
受
け
た
天
皇
は

淳
仁
と
仲
恭
の
二
人
で
、
平
氏
が
擁
し
は
し
乱
を
起
こ
し
た
安
徳
や
元

弘
の
変
を
起
こ
し
た
後
醍
醐
な
ど
天
下
に
混
乱
を
来
し
た
両
天
皇
で

さ
え
「
廃
位
」
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
淳
」
十
の
「
廃
帝
」

処
分
が
い
か
に
重
い
も
の
か
が
わ
か
る
の
な
ぜ
孝
謙
が
淳
仁
を
「
廃

帝
」
処
分
に
し
た
の
か
、
そ
れ
は
単
に
優
謹
感
と
い
う
の
で
は
な
く
、

皇
位
継
承
者
の
放
逐
と
い
う
目
的
か
ら
だ
っ
た
の
だ
。
淳
仁
を
廃
帝

に
す
る
と
と
で
淳
仁
の
兄
弟
で
あ
る
船
王
・
池
田
王
と
い
う
舎
人
親

王
系
の
有
力
な
皇
位
継
求
権
保
有
者
を
放
逐
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
。
当
時
、
こ
の
合
人
親
王
系
以
外
の
合
力
な
皇
位
継
示
権
保
有
者

は
、
変
に
連
坐
し
て
亡
く
な
っ
て
い
た
り
、
配
流
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

淳
仁
の
あ
と
を
う
け
る
天
武
系
の
皇
位
継
承
有
力
候
補
と
目
さ
れ
て

い
た
の
は
船
・
池
田
両
玉
を
残
す
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
主
位
－

e

皇
統
を
竜
ん
じ
る
孝
謙
が
彼
ら
を
放
逐
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ

の
答
え
は
他
戸
親
王
の
誕
生
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
戸
親
王

は
当
時
の
皇
族
の
中
で
聖
武
の
血
を
ひ
く
唯
－
の
男
子
で
、
父
に
天

智
皇
孫
白
壁
王
、
母
に
は
県
犬
養
広
刀
自
腹
の
聖
武
皇
女
井
上
内
務

主
を
も
っ
て
お
り
、
血
統
の
条
件
と
し
て
は
淳
仁
や
船

E
ら
よ
り
は

る
か
に
ょ
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
他
一
戸
親
土
の
二
つ
布
る
誕
牛
年
説

の
う
ち
、
彼
の
生
年
を
天
平
宝
字
五
年
と
し
て
考
え
た
と
き
、
天
平

宝
字
六
年
の
孝
謙
と
淳
仁
の
不
和
発
覚
か
ら
の

a

連
の
事
件
の
背
景

が
見
え
て
こ
な
い
か
。
お
そ
ら
く
孝
謙
は
他
戸
親
王
が
誕
生
し
た
ご

と
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
主
位
・
皇
統
路
線
を
変
更
す
る
こ
と
を
考
え
た

の
だ
ろ
う
。
父
聖
武
の
新
直
系
原
理
を
継
成
し
た
孝
謙
だ
っ
た
が
、

女
系
を
通
し
て
聖
武
の
血
を
ひ
く
他
戸
親
王
に
皇
位
・
皇
統
を
つ
な

ぎ
、
草
僚
主
統
を
守
ろ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
の
た
め
の
陪
宵
と
な
る

の
が
現
在
県
伎
に
あ
る
淳
仁
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
天
武
系
事
位
継

承
権
保
有
斉
だ
っ
た
わ
け
で
、
一
大
平
宝
ハ
子
し
ハ
年
に
淳
十
か
ら
天
皇
大
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権
を
奪
っ
た
の
に
始
ま
り
、
浮
仁
の
天
皇
と
し
て
の
権
威
ま
で
も
奪

っ
て
い
き
、
再
び
自
身
に
権
力
を
集
中
さ
せ
て
他
戸
に
自
主
位
を
継
承

で
き
る
日
を
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
仲
麻
巳
の
変
が
勃
発
し
た
こ
と

で
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
他
戸
親
王
が
将
来
自
宅
位
に
就
く
た
め
に
邪

魔
な
存
在
と
な
り
う
る
天
武
系
聖
位
継
承
権
保
有
者
の
放
逐
を
決
行

し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
淳
仁
の
「
廃
帝
」
処
分
は
他
戸
親
王

に
皇
位
を
継
承
さ
せ
た
い
苧
謙
が
、
淳
仁
を
は
じ
め
と
す
る
皇
位
継

承
権
保
有
者
の
皇
位
継
承
権
そ
の
も
の
を
斉
定
す
る
た
め
に
行
っ
た

も
の
な
の
だ
。
淳
仁
の
み
な
ら
ず
淳
仁
の
父
母
兄
弟
・
子
孫
す
べ
て

の
皇
位
継
承
権
を
否
定
し
、
皇
統
か
ら
排
除
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
後
、
孝
謙
は
草
壁
皇
統
継
承
行
他
戸
親
王
を
自
主
役
に
就
け

る
べ
く
、
新
た
な
皇
位
・
皇
統
路
線
を
遜
進
す
る
の
だ
。

（

2
）
 

道
鏡
事
件

淳
仁
を
廃
帝
に
処
し
た
後
、
不
謙
は
重
昨
し
て
称
徳
と
し
て
借
位

に
就
く
。
称
徳
と
い
え
ば
必
ず
と
い
づ
て
よ
い
ほ
ど
道
鏡
の
存
在
が

言
わ
れ
、
実
際
に
も
乙
の
称
徳
政
権
は
道
鏡
の
存
在
あ
っ
て
の
も
の

だ
っ
た
。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ま
ず
通
説
と
し
て
男

女
関
係
が

t
げ
ら
れ
る
。
二
人
の
聞
に
僧
侶
と
仏
弟
子
以
上
の
関
係

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
ふ
一
人
が
歴
史
上
例
を
見

な
い
聖
位
継
承
に
お
け
る
大
計
画
を
敢
行
し
た
こ
と
は
紛
れ
も
無

い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
件
こ
そ
「
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
」
だ
。
結

果
的
に
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
皇
位
継
承
問
題
に
様
々
な
両
か

ら
取
り
組
み
「
血
」
の
も
つ
重
み
を
誰
よ
り
も
感
じ
て
い
る
は
ず
の

称
徳
が
、
泉
佐
・
皇
統
と
は
全
く
無
関
係
な
場
所
に
い
た
僧
籍
に
あ

っ
た
道
鏡
を
帝
位
に
つ
け
よ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
体
徳
が

道
鏡
を
皇
位
に
就
け
よ
う
と
し
た
の
は
間
違
い
な
く
、
道
鏡
の
「
皇

位
鏡
銅
↑
問
題
も
交
帝
の
積
板
的
要
望
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。

血
の
正
統
性
に
固
執
し
て
い
た
は
ず
の
称
徳
が
こ
の
よ
う
に
道
鏡
擁

立
に
躍
起
に
な
っ
た
の
は
淳
仁
廃
帝
と
同
様
、
他
戸
親
王
の
存
在
が

あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
道
鏡
を
他
戸
親
王
に
皇
位
を
つ
な
げ
る
た
め

の
中
継
ぎ
に
、
と
考
え
た
の
だ
。
道
鏡
は
僧
籍
に
あ
る
身
だ
か
ら
称

徳
同
様
に
子
孫
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
た
と
え
道
鏡
が

白
王
位
に
つ
い
て
も
白
星
統
を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
彼
一

代
の
天
皇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
僧
籍
に
あ
る
と
い
う
点
で
仏

教
の
加
護
も
期
待
で
き
る
と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
称
徳
が
そ
の

ま
ま
中
継
ぎ
と
し
て
紅
位
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
心
配
さ
れ
た

か
ら
自
分
に
か
わ
る
中
継
ぎ
を
と
考
え
、
以
上
の
理
由
で
道
鏡
に
白

羽
の
矢
を
立
て
た
の
だ
。
し
か
し
、
や
は
り
と
い
う
べ
き
か
、
皇
位

・
皇
統
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
血
統
で
あ
り
、
そ
の
正
統
性
で

あ
る
。
何
の
正
統
性
も
持
た
な
い
道
鏡
を
皇
位
に
就
け
よ
う
と
す
る

こ
の
計
画
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
年
後
、
称
徳
は
崩

御
、
道
鏡
も
下
野
国
薬
師
寺
別
当
に
左
遷
さ
れ
た
。
称
徳
の
死
一
後
、

他
一
戸
親
主
の
父
白
煙
王
が
白
五
位
に
つ
き
、
他
戸
親
王
も
皇
太
子
と
し

て
立
ち
、
称
徳
の
皇
位
・
皇
統
構
想
は
実
現
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
た
。

が
、
そ
の
翌
年
に
他
戸
親
王
は
皇
太
子
の
地
位
を
廃
さ
れ
、
醐
関
さ

れ
た
後
、
母
后
井
上
内
親
王
と
と
も
に
悲
運
の
う
ち
に
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
他
戸
の
死
は
草
壁
・
文
武
・
聖
武
と
続
い
た
自
で
統
の
根
絶
を

意
味
し
、
同
時
に
称
徳
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
皇

位
・
自
主
統
問
題
が
水
の
泡
と
化
し
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。

62 -

《
参
考
文
献
》

・
河
内
祥
輔
町
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』

文

館

一

九

八

六

年

）

－
瀧
浪
貞
子
『

H
本
古
代
宵
廷
社
会
の
研
究
』
（
忠
文
閣
出
版

九
九
一
年
）

・
寺
西
貞
弘
『
古
代
天
皇
制
史
論
』
創
一
苅
社
一
九
八
八
年
）

・
瀧
川
政
次
郎
「
紫
微
中
台
考
」
（
『
法
制
史
研
究
』
四

O
号
）

－
北
山
茂
夫
『
日
本
占
代
政
治
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
一
九
五

九
年
）

（
古
川
弘




