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村

直

勝

天
長
九
年

(
八
三
二
)
二
月
十

五
日
淳
和
天
皇
が
下
さ
れ
た
勅
書
に

「
朕
の
男
女
は
、
数
人
に
過
ぎ
ず
」
従

っ
て
空
し
く
府
庫
を
費
す
と
も
思
わ
れ
な
い
、
そ
の
上
、

み
な
既
に
親
王
を
號
さ
し
め
て
お
る
か
ら
、
今
更
、
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
。
ま
た
、
今
後
に
生
れ
る
か
も
知
れ
な
い
同
母
の
男
女
も
、
今
迄
と
同
じ
取
扱

い
を

す
る
。
そ
の
他
の
異
母
か
ら
生
れ
た
男
女
に
は

「
朝
臣
之
姓
」
を
賜
う
事

に
す
る
、
と
仰
せ
ら
れ
、
且

つ
、
太
上
天
皇

(
嵯
峨
天
皇
の
事
)
は
、
倹
約

の
思
召
が
深
か

っ

た
の
で

「
以
碩
茂
之
皇
枝
、
降
同
編
戸
之
庶
姓
、
源
朝
臣
氏
是
也
」
と
も
、
附
け
加
え
て
お
ら
れ

る
。

こ
の
勅
書
は
、

こ
れ
だ
け
を
読
ん
で
見
て
は
、
何
の
事
で
あ
る
か
、
解
釈
が
難
し
い
が
、

こ
れ

に
は
、
次

の
よ
う
な
歴
史
が
あ

っ
て
の
事

で
あ
る
。

わ
が
国
最
初

の
公
布
令
た
る
大
宝
令

に
よ
る
と
、
天
皇
の
皇
子
皇
女
を

「
親
王
」
と
い
い
、
以
下
五
代
ま

で
を

「
王
」
と
し
、
そ
れ
以
後
は
、
皇
族
か
ら
外
し
て
臣
籍

に
編
入
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
る
。
五
世
王
ま

で
の
生
活
費
は
、
国
庫
の
費
用
で
負
担
す
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
こ
の
令
制
を
格
守
し
て
お
る
と
、
皇
親

の
数
は
幾
何
級
数
的
に
増
加
す
る
か
ら
、
国
府

の
負
担

で
は
堪
え
ら
れ
ぬ
事
に
な

っ
て
き
た
。
天
平
年
間
以
来
は
、

二
世
王
か
三
世
王
で
、
臣
籍

に
降
下
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な

っ
た
。
天
智
天
皇

の
皇
子
は
施
基
皇
子
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
王
子
は
弓
削
浄
人
と
言

っ
て
、
早
く
も
臣
下

の
列
に
加
わ

っ
た

(弓
削
道
鏡
は
そ
の
弟
)

の
は
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。

一
字
姓
と
二
字
姓
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天
平
を
す
ぎ
る
と
、
も
う

二
世
王
、
三
世
王
ま

で
待
ち
切
れ
な
い
事
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
嵯
峨
天
皇
は
弘
仁
五
年

(
八

一
四
)
五
月
八
日
の
勅
書

で

「
男
女
梢
衆
、
未

識
子
道
、
還
為
人
父
、
辱
累
封
邑
、
空
費
府
庫
、

朕
傷
干
懐
、

思
除
親
王
之
号
、

賜
朝
臣
之
姓
」
と
仰
せ
て
皇
男
女
に

「
源
」
の
姓
を
与
え
、

す

べ
て
を
臣
下
に
さ
れ

た
。
源
信
、
源
弘
以
下
多
数
の
源
氏
が
現
わ
れ
た
。
有
名
な
河
原
左
大
臣
源
融
も
そ
の
中
の

一
人
で
あ
る
。

『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
よ
る
と
十
七
皇
子
、
十
五
皇
女
が

あ
る
。

こ
れ
だ
け
多
数
の
皇
子
皇
女

で
は
、
仰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
道
さ
え
も
弁
え
ぬ
に
、
早
く
も
人
の
親
と
な
る
者
も
出
よ
う
し
、
か
か
る
者
を
ま
で
、
国
庫
の
費
用

で

養
わ
れ
て
は
、
御
意

の
傷
む
事
も
あ
ろ
う
。
嵯
峨
天
皇
の
措
置
は
、
已
む
を
得

ぬ
事

で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
つ
い
で
出
さ
れ
た
の
が
、
さ
き
に
引
用
し
た
淳
和
天
皇

の
勅
書

で
あ
る
。

淳
和
天
皇
の
場
合
は
、
皇
子
皇
女
の
数
は
少
く
、
五
親
王
と
十
二
内
親
王
と
で
あ

っ
た
上
に
、
五
親
王

の
中
の
四
親
王
は
、
生
母
が
内
親
王
で
あ
る
の
で
、
母
系

の
点

か
ら
も
、
臣
下

の
女
を
母
と
し
た
も
の
と
は
違
う
と
い
う
特
別
の
思
召
も
あ

っ
て
の
事
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
臣
下

の
女
を
母
と
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
臣
籍
降
下

の
先
例

に
倣
う
と
仰
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
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四

だ

が
、

こ
こ
で
問

題
と

し
た

い
の
は
、

れ
た
か
、

の
疑

問

で
あ
る
。

如
上
の
臣
籍
降
下
の
事
情
如
何
、
と
い
う
事

で
は
な
く
し
て
、
ど
う
し
た
由
来
が
あ

っ
て
、

「
源
」
と
い
う
文
字
が
撰
び
出
さ

五

桓
武
天
皇
の
皇
孫
高
棟
王
、
そ
の
弟
高
見
王
、
と
も
に
臣
籍
に
降
下
し
て

「
平
」
朝
臣
を
賜
う
た
。

爾
来
、
仁
明
天
皇
、
文
徳
天
皇
、
清
和
天
皇
、
光
孝
天
皇
、
醍
醐
天
皇
、
村

上
天
皇
以
下

の
列
聖
も
、
そ
の
多
く
の
皇
子
を
臣
籍
に
編
入
し

「
源
朝
臣
」
を
下
さ
れ
た



の

で
あ

っ
た
。

六

そ
こ
で

一
考
し
た
い
の
は
、
ど
う
し
て

「
源
」
及
び

「
平
」

の
字
を
、
凡
百

の
漢
文
字

の
中
か
ら
、
撰
出
し
た
か
の
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す

る
解
答
は
誰
か
ら

も
出
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
が
何

れ
も

一
字
姓
で
あ

っ
て

「
水
原
」
と
か

「
大
平
」
と
か
い
う
二
文
字
で
な
い
事
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
を
疑
問
と
し
て

提
出
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
平

の
方
に
つ
い
て
は
、
平
城
京
、
平
安
京

の
名
に
も
使
わ
れ
て
お
る

「
平
」
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
理
想
で
あ
る
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
に
由
来
す
る
入
道
的
な

平
和
思
想

の
表
現
た
る
美
字
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
源
」
は
、
そ
の
家
の
源
は
皇
室
で
あ
る
と
か
、
皇
室
を
源
と
す
る
家
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
か
ら
で
は
な
い
か

と
、
漠
然
と
諒
解
し
て
お
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
上
の
解
釈
が
下
せ
る
史
料
は
、
な
か
な
か
見
出
せ
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
の
解
決
は
他
日
を
期
す
る
外
は
な
い
が
、
昨
年
以
来
、
私

の
心
に
搦
み
付
い

て
離
れ
な

い
の
は
、
源
、
平
、
と
い
う

一
字
の
姓

の
不
可
解
で
あ
る
。

一
字
姓
と

二
字
姓
と
に
差
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

七

中
国

の
国
名
は
古
来
、
夏

股

周

漢

秦

魏

階

唐

宋

金

元

明

清
と
、
ず

っ
と

一
字

で
あ
る
。
そ
の
国
内
に
お
け
る
地
方
名

で
も
呉

越

魏

楚

遼

梁
と
、

一
字

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
周
辺

の
国

々
は
み
な

二
字

で
あ
る
。
朝
鮮

高
麗

新
羅

百
済

勃
海

台
湾

琉
球

安
南

印
度

天
竺

波
斯

西
蔵

蒙
古

旬
奴
。

日
本
も
そ
の
同
類
。

中
夏
は

一
字
。
四
夷
は
み
な
二
字
。

個
人

の
姓
に
し
て
も
、
中
国
人
は

毛

周

孫

李

劉

朴

権

王

蒋

孔

孟

趙

張
で

一
字
。
そ
れ
に
対
す
る
日
本
人
は
藤
原

長
谷

田
中

福

一
字
姓
と
二
字
姓
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田

井
上

野
原

渡
辺
と
言

っ
た
二
字
姓
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

勿
論
、
日
本
人
の
家
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
源
は
様

々
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
中
で
も
主
流
を
な
す
も

の
は
、
そ
の
家
の
職
業

に
基
く
、
服
部

河
守

犬
飼

鳥
飼

土
師

坂
部

(
酒
部
)

綾
部

大
伴

建
部

(
武
部
)
等
と
、
そ
の
居
住
す
る
地
名
に
因
む
蘇
我

当
麻

石
川

紀

藤
原

菅
原

秋
篠

長
岡

小
野

野
辺

和
気

坂
上
の
類
と

で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
二
字
姓
に
な
る
事
が
多
い
の
は
、
自
然

で
あ
ろ
う
。

世
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝
説
も
あ
る
。

沢

園

秦

畑

林

呉

泉

等

の
よ
う
な

一
字
名
は
、
帰
化
人
の
子
孫
で
あ
る
、
と
。

そ
う
な
る
と
、

一
字
姓
と

二
字
姓
と
の
間
に
本
末
と
か
、
上
下
と
か
、
前
後
と
か
の
区
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

八

「
沢
」
と
い
う
家
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
の
家
族
が
殖
え
て
分
家
す
る
。
本
家
よ
り
西
の
方
に
家
居
が
出
来
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
西
沢

で
あ
り
、
北
に
あ
れ
ば

北

沢
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
村
」
と
い
う
本
家
か
ら
北
村
、
西
村
が
分
か
れ
る
。
そ
の
分
家
の
北
村

や
西
村
か
ら
、
も
と
の
本
家
を
呼

べ
ば
、
本
村
で
あ
る
か
、
中
村
で
あ
る
か
に
な
る
。

ど
う
や
ら
、

一
字
姓
の
方
が
、
本
で
、

二
字
姓
は
そ
の
分
家
で
あ
る
ら
し
い
。

そ
う
す
る
と
、

一
字

の
方
が
上
位
で
、

二
字

の
方
は
下
位
で
あ
る
や
に
思
え
る
。
遼

が
本
家

で
遼
東
は
そ
の
外
属
で
あ
る
。
済
が
本
家

で
、
済
南
は
分
家

で
あ
る
。
卑

弥
呼
は

「
委
」

の
国
王
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
委
奴
」

の
国
王
と
し
て
な
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
委
は

一
字
で
あ
り
、
委
奴
は
二
字

で
あ
る
。

九

そ
こ
で
気
に
な

っ
た
の
は
、
神
武
、
緩
靖
以
下

の
天
皇
詮
号
が
二
字

で
あ
る
事
で
あ
る
。

こ
と
に
よ
る
と
、

こ
の
夢
を
掴
む
よ
う
な
不
審
か
ら
、
歴
史

の
奥
庭
が
覗
け
る
の
で
は
な
い
か
。
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一
〇

中
国
は
、
そ
の
国
初
以
来
、

「
民
を
以

っ
て
重
し
と
な
し
、
君
を
以

っ
て
軽
し
」
と
す
る
国
家
で
あ
る
。
帝
王
は
国
民
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
、
国
民
は
帝
王
の

た
め

の
存
在
で
は
な
い
、
従

っ
て
、
若
し
帝
王
が
、
国
民

の
意
志
に
反
す
れ
ば

(輿
論
を
失
え
ば
)
他
姓
の
人
に
交
替
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
真

の

民
主
国
家
で
あ
る
。

治
世
者
の
交
替
す
る
事
を
、
易
姓
革
命
と
い
う
。

天
命

(実
は
入
望
、
輿
論
)
が
革
ま
れ
ば
、
治
世
老

の
家

(
姓
)
を
替
え
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
政
治
観

で
あ
る
。
要
す
る
に
万
世

一
系

の
国
王
で
は
な
く
、
王
朝

の
交

替
こ
そ
、
中
国
を
永
久
た
ら
し
め
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
中
国
で
は
、
王
朝
は
常
に
交
替
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分

の
王
朝
も
不
日
、
他
姓
に
交
替
さ
れ
る
日
あ
る

べ
き
が
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
新
立
王
朝

は
旧

王
朝

の
治
績
を
記
録
し
編
纂
し
て
他
日
に
伝
え
る

べ
き
事
が
、

一
つ
の
義
務
で
あ
る
、
と
し
た
。
政
治

の
道
で
あ
る
、
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
ど

の
王
朝
も
ど
の
王
朝
も
、
自
家
が
主
権
者
で
あ

っ
た
時
の
治
績
失
政
を
正
確
に
記
録
保
存
し
、
次
代
王
朝

に
交
附
す

べ
き
事
が
、
ま
た

一
つ
の
政
道

で
あ

っ
た
。

中
国
に
お
い
て
、
極
め
て
早
い
時
代
に
、
王
朝

の
歴
史
が
編
纂
さ
れ
た
所
以
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
漢
書

晋
書

階
書

以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
に
記
載
す
る
必
要
か
ら
、
帝
王
に
、
何
と
か
し
た
名
称
を
附
け
る
事
に
な

っ
た
。

こ
れ
が
詮
号

(
お
く
り
名
、
そ
の
人

の
死
後
に
な

っ
て
追
贈
し
た
名
)

の
起
源

で
あ
る
。

文
王

武
王

太
祖

高
宗
と
言

っ
た
頒
徳
的
な
文
字
を
選
び
、
故
人
の
徳
を
千
載
に
胎
す
の
で
あ
る
。

一

一

併
し
、

こ
の
認
号
の
思
想
は
、
果
し
て
帝
王
の
偉
績
を
追
慕
し
て
贈
呈
、
以

っ
て
後
昆
に
伝
え
た
も
の
、
と
す
る
表
面
的
な
解
釈

で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
、
こ

れ
こ
そ
、

一
種

の
民
主
思
想

で
、
国
民
が
治
世
者
を
牽
制
す
る
た
め

の
巧
み
な

一
条

の
縄
で
は
な
い
か
。

一
字
姓
と
二
字
姓

一5一



一
字
姓
と
二
字
姓

治
世
者
の
段
後
、
そ
の
人
の
生
前
の
治
績
を
検
討
吟
味
す
る
の
は
、
そ
の
国
民
の
方
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
国
民
は
帝
王
を
監
視
し
て
お
る
こ
と
と
な
る
。
仁
政
を
施
し
た
帝
王
は

「
仁
宗
」

で
あ
る
が
、
虐
政
を
致
せ
ば

「
孟
宗
」
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

中
国
人
希
願
の
最
大
は
、
税
金
の
安
い
事

で
あ
る
。
苛
政
諌
求
は
、
治
世
家
最
大
の
凶
悪
で
あ
る
。

こ
の
ご
ろ
の
中
国

で
は
、
か
か
る
事
は
あ
る
ま

い
け
れ
ど
も
、
明
治
末
年
頃
の
実
話
で
あ
る
と
、
あ
る
碩
学
か
ら
聞

い
た
話
が
あ
る
。

あ
る
地
方
に
新
任

の
地
方
官
が
任
命
さ
れ
て
赴
任
す
る
。
間
も
な
く
、
そ
の
土
地

の
然
る
べ
き
所
に
、
新
任
長
官

(村
長
の
辺
ま
で
を
含
む
)
の
頒
徳
碑
が
建

て
ら
れ

る
。
そ
の
治
績
が
永
久
の
未
来
ま
で
伝
え
ら
れ
る
事
に
な
る
、
そ
う

で
あ

っ
た
。

そ
れ
を
、
詮
じ
詰
め
る
と
、
そ
の
新
任
者
の
悪
政
封
じ
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
税
金
を
安
く
さ
す
事

で
あ
る
。

何
と
な
く
首
肯
の
で
き
る
物
語

で
は
な
い
か
。

そ
う
な
る
と
、
仁
宗

安
宗
と

い
う
詮
号
が
、
何
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
か
。
孝
宗

穆
宗

僖
宗

に
は
、
ど
う
し
た
含
み
が
あ
る
か
を
、
推
察
し
得
る
の
で
は
な

い
か
。

一
二

s

 

唐
制
を
以

っ
て
国
政
の
基
準
と
し
た
わ
が
大
化
改
新

の
政
治
に

つ
い
て
制
定
さ
れ
た

『
大
宝
令
』
に
は
、
論
の
規
定
が
あ
る
。

「
生
時

の
行
述
を
見
て
、
死
後
の
称
号

と
な
す
。
即
ち
、
天
地
を
経
緯
す
る
を
文
と
な
し
、

乱
を
挑
き
正
に
反
す
る
を
武
と
な
す
類
」
と
解
釈
せ
ら
れ
て
お
る
。

つ
ま
り
、

わ
が
国

の
設
号
も
、

故
帝
御

一
代

を
、
後
世

の
人
が
検
討
し
て
然
る
べ
き
追
称
を
奉
る
事
で
あ

っ
て
、
全
く
中
国

の
風
習
そ
の
ま
ま
の
移
植

で
あ
る
。

天
平
勝
宝

三
年

(
七
五

一
)
十

一
月
淡
海
御
船
が
神
武
天
皇
以
下
聖
武
天
皇
ま

で
の
詮
号
を
撰
び
奉

っ
た
。
そ
れ
が
佳
例
と
な

っ
て
、
桓
武
天
皇
ま

で
続
い
た
。
大
唐

国
に
心
酔
し
た
時
代
の
事

で
あ
り
、
唐
文
化
摂
取

に
懸
命

で
あ

っ
た
時
代

人
と
し
て
は
、
恐
ら
く
心
ゆ
く
ば
か
り

の
新
鮮
味

で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
嵯
峨
天
皇

の
頃
に
な
る
と
、
反
唐

の
思
想
が
、
芽
を
吹
き
初
め
た
。

そ
れ
は
、

一
面
に
お
い
て
、
大
唐
国
の
国
勢
に
傾
斜
が
見
え
、
そ
の
圧
力
に
凄
味
が
無
く
な

っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
書
風
に
お
い
て
も
、
唐
文
化

の
模
倣
か
ら

一
歩
脱
却
し
よ
う
と
す
る
大
和
心
が
起

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
唐
文
化

心
酔

へ
の
反
省
が
湧
い
た
。



詮
号

の
制
に
も
、
批
判

が
加
え
ら
れ
た
。

譲
号
を
奉
る
以
上
、
な
る
べ
く
故
人
を
傷
け
た
く
な
い
か
ら
、
善
言
美
字
が
撰
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
も
と
に
な
る
考
え
方
、
即
ち
、
臣
民
が
帝

王
の
行
績
を
、
良
か
れ
悪
か
れ
、
吟
味
す
る
と

い
う
事
が
、
和
風

の
思
想
で
は
な
い
。
万
世

一
系
の
天
孫
と
仰

い
で
お
る
わ
が
国
で
は
、
易
姓
革
命

の
思
想
は
な
い
。
惟

神

で
あ
る
皇
尊

(
す
め
ら
み
こ
と
)
に
露
程
の
錯
誤
は
あ
る
べ
き
で
は
な

い
。
臣
民
が
、
御
宇
を
あ
れ
こ
れ
と
、
言
挙
げ
す

べ
き

で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
も
し
撰
び
奉

っ
た
譲
号
が

仁
寧

聖
栄

応
徳

で
あ
ろ
う
と
も
、
か
か
る
も
の
を
奉
呈
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
出
発
点
が
、
和
風
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
和
様
思
想
が
拾
頭
し
た
の
が
嵯
峨
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。
嵯
峨
天
皇
は
先
帝
に
奉
る
に

「
平
城
」
と
い
う
御
関
係
の
あ
る
地
名
を
以

っ
て
謹
号
と
さ
れ
た
。

御
親
ら
も
御
陵

の
あ
る
地
名

「
嵯
峨
」
を
以

っ
て
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
は
、
是
非
と
も
に
、
注
目
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。

但
し
、
こ
う
し
た
新
思
想
と

い
う
も

の
は
、
新
興
し
て
そ
れ
で
直
ち
に
旧
思
想
を
圧
倒
し

て
し
ま
う
も

の
で
は
な
く
、
再
び
、
古

い
思
想
は
、
し
ば
ら
く
、
反
動
的
に

蘇
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
仁
明
天
皇
文
徳
天
皇
清
和
天
皇
陽
成
天
皇
光
孝
天
皇
と
、
し
ば
ら
く
中
国
風
の
認
号
が
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
宇
多
天
皇
以
後
は
、
原
則
と
し
て
、
中
国
風

は
消
え
去

っ
た
。

神
武

緩
靖

安
寧

以
下

の
詮
号
は
、
た
し
か
に
立
派
な
文
字

で
あ
り
、
五
十
代
に
近

い
列
聖
の
遺
蹟
に
相
応
し

い
文
字
で
、
そ
れ
を
選
定
し
た
淡
海
御
船
の
苦
心

の
程
は
充
分
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

一
つ
の
不
思
議
が
伏
在
す
る
。
中
国

の
詮
号
は

武
王

太
宗

哲
宗

蜴
帝
で
あ

っ
て
、
み
な
み
な

一
文
字
で

あ

る
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
そ
れ
は
、
す
べ
て
二
文
字

で
あ
る
事
を
、
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

新
羅

の
儒
理
王

孝
成
王

元
聖
王

憲
徳
王
。
百
済
の
温
柞
王

多
婁
王
。
高
麗
の
璃
瑠
王

慕
本
王
。
み
な
二
字
名
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
日
本
と
同
列
で
あ
る
。

三
韓
は
中
国
の
属
邦
で
あ
る
。

淡
海
御
船
が
盆
号
を
撰
定
し
た
時
に
、

一
字
名

と
二
字
名
と
の
間
に
あ
る
格
段
の
格
差
に
、
気
付
か
な
か

っ
た
か
。
気
付

い
て
は
お

っ
た
け
れ
ど
も
、

二
字
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
裏
面
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

}
字
姓
と
二
字
姓
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一
字
姓
と
二
字
姓

一
字

に
す

る
事

に
は
、

唐
国

の
允
許

が
無

か

っ
た

の
か

。

こ
う
ま

で
し

て
、
身

を
屈

し
な
け
れ
ば

、
唐

文
化

が
舶
来

し
な
か

っ
た
の
か
。

も

う

一
つ
逆
に
考

え
て
、

こ
う
し
た
事

が
、

新
進
文
化

で
あ
る
と
考

え
た
浅
薄

文
化
人
が
お

っ
た

の
か
。

一
四

わ
が
国

の
地
名
、
特

に
国
名

に
も
、
同
様

の
企
図
が
あ

っ
た
。

正
確

な
年
次
は
判

ら
な

い
が
、
天
智

天

皇

の
頃

の
事

で
あ

ろ
う
。

摂

津
、
泉

が
和
泉
、
木

が
紀
伊

、
粟

が
阿
波
、
農

が
美
濃

(御
濃
)
、
豆

が
伊
豆
、

科

が
信
濃
。

こ
れ
ま

た
中
国

の
楚

遼

斉

の

一
字

に
対
す

る
二
字

で
あ
る
。

越
が
越
前
越
中
越

後

に
、
丹

が
丹
波
丹

後

に
、
豊

が
豊

前
豊
後

に
、
火

が
肥
前

肥
後

に
な

っ
た
事

は
、

一
国

を
細

分
し

た
か
ら
、

し

て
も
、

こ
れ
ま
た
、

そ

の
原

の
国
名

は
、

一
字

で
あ

っ
た
も

の
を
、

こ
の
際
と
ば

か
り

に
、

二
字

に
し

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

一
五

国
名
を
す

べ
て
二
字
に
し
た
。
津
が

や
む
な
く
二
字
に
し
た
の
で
あ
る
に

一一g-一

 

こ
こ
で
、
眼
を
国
外
に
向
け
て
見
る
と
、
や
や
後
代

の
事
に
な
る
が
、
醍
醐
天
皇
の
延
喜
十
八
年

(
九

一
八
)
北
鮮
に
新
ら
し
く
建
国
し
た
高
麗
は
、
太
祖

定
宗

光

宗

成
宗
と
い
う

一
字
名

の
詮
号
を
採
用
し
て
お
る
。
そ
れ
が
唐
国
滅
亡
の
直
後
の
現
象

で
あ
る
事
か
ら
推
す
と
、

こ
の

一
字
名
に
は
、
も
う
唐
文
化

の
圧
力
が
含
ま

れ

て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

の
高
麗
は
、
唐
の
属
邦
で
な
い
と
言
う
面
目
を
、

こ
の
認
号
に
懸
け
て
お
る
の
で
は
な
い
か
。

一
六

こ
こ
ま
で
言
え
ば
、
も
う
私
の
狙

っ
た
点
が
何
で
あ

っ
た
か
、
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

嵯
峨
天
皇
の
時
以
来
、
皇
親

の
臣
籍
降
下
に
際
し
て
与
え
ら
れ
た
姓
が

「
源
」

で
あ
り

「
平
」
で
あ
る
こ
と
は
、
唐
文
化
に
屈
伏
し
て
、
そ
の
言
う
が
ま
ま
に
な

っ
て

お
る
日
本
文
化
で
な
い
こ
と
、

少
く
と
も
、

唐
朝
と
対
等
で
あ
る
と
す
る
大
和
心

(
和
様
)
の
発
露
で
は
な
い
か
。

源
信

源
融

平
高
望
は
、

そ
の
点
で
藤
原
や
清

原
、
物
部
や
大
伴
、
佐
伯
ら
と
は
段
の
違
う
貴
称
で
あ
る
と
い
う
含
み
を
以

っ
て
、
源

平
の
氏
名
を
歓
迎
し
た
も

の
で
あ
り
、
臣
籍
降
下
を
嬉

々
諾
々
と
し
て
受
容
し



た
も

の
で
あ
ろ
う
。

河

原
左

大
臣
源
融

の
得
意

顔
が

見
え

る
よ
う

で
は
な

い

か
。

め

る
と
、
彼

も
ま

た
、
な

つ
か
し

い
日
本
人

の

一
人

で
あ

る
。

源
融
の
文
化
人
た
る
心
構
え
に
、
実

に
壮
大
で
あ

っ
た
心
の
底
が
あ
り
、
そ
こ
に
、

こ
の
轍
あ
る
事
を
認

一
七

最
後
に
附
言
し
た
い
事
が
あ
る
。

紫
式
部

の
源
氏
物
語
に
お
い
て
、

そ

の
主
人
公
は

「
源
」
で
あ

っ
た
。

そ
の
名
は

「
光
」

で
あ
る
。

そ
の
長
男
の
名
も

「
薫
」

で
あ
る
。

光
L

で
、

二
字
名
で
あ
る
。

「
光
」

「
薫
」
が
他
の
男
姓
と
は
断
然
違
う
貴
称

で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

一
字
名

で
示
し
て
お
る
の
で
は
な
い
か
。

紫
式
部
は
藤
式
部

で
あ

っ
て
藤
原
式
部
で
は
な
か

っ
た
。

「
枕
草
紙
」
の
著
者
は
、
清
原
少
納
言
で
な
く
、
清
少
納
言

で
あ

っ
た
。

「
藤
」
は
藤
原
の
略
称
で
は
な
い
。

「
清
」

は
清
原
の
略
称
で
は
な
い
。
別
箇

の
思
想
に
立
脚
し
た
文
字
で
あ
る
。

一
字
名
と
二
字
名
と
に
は
、
画
然
た
る
差
格
が
あ
る
。

そ

の
点
に
言
及
し
た
国
文
学
史
の
な
い
事
が
淋
し
い
。

藤
式
部
、
清
少
納
言
、
の
呼
び
名
は
、
中
国
か
ぶ
れ

の
呼
び
方
で
あ
る
の
か
、
中
国
と
対
等
に
立
と
う
と
す
る
大
和
心
か
ら
、

の
も

の
か
。

源
氏
物
語
や
枕
草
紙
の
背
後
に
あ
る
漢
意
と
和
風
と

の
十
字
架
を
、
教
え
て
ほ
し

い
。

光
源
氏

の
随
従
者
は

「
惟
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