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大
海
人
皇
子
と
鸕
野
讃
良
皇
女
の
征
西
同
行
説
に
対
す
る
疑
問 

香
川 

道
成 

  

六
六
一
年
（
斉
明
七
年
）
一
月
六
日
、
斉
明
天
皇
は
百
済
救
援
の
旗
印
を
挙
げ
る
中
大
兄
皇
子
の
要
請

を
受
け
て
、
難
波
津
か
ら
一
大
船
団
を
率
い
て
筑
紫
嶋
（
九
州
）
を
目
指
し
た
。 

 

そ
の
二
日
後
、
船
が
大
伯

お

お

く

に
差
し
掛
か
っ
た
時
に
、
大
海
人
皇
子
（
の
ち
の
天
武
天
皇
）
の
正
妃
だ
っ

た
大
田
皇
女
が
第
一
皇
女
を
生
ん
だ
。
大
伯

お

お

く

は
現
岡
山
県
瀬
戸
内
市
沖
で
、
そ
の
皇
女
は
大
伯
皇
女

お
お
く
の
ひ
め
み
こ

（
大

来
皇
女
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
征
西
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
六
六
二
年
（
天
智
元
年
）
に
、
大
田
皇
女
の
妹
で
や
は
り
大
海
人

皇
子
の
妃
に
な
っ
て
い
た
鸕
野
讃
良
皇
女

う

の
の
さ

ら

ら

の
ひ
め
み

こ

（
の
ち
の
持
統
天
皇
）
が
「
生
草
壁
皇
子
於
大
津
宮
」
と
記
し

て
い
る
（
『
紀
』
「
持
統
紀
」
）
。 

ま
た
、
大
田
皇
女
は
そ
の
一
年
後
に
大
田
皇
女
は
大
津
皇
子
を
も
う
け
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
国
を
挙
げ
て
の
征
西
に
は
大
海
人
皇
子
・
大
田
皇
女
・
鸕
野
讃
良
皇
女
も
同
行
し
て
筑
紫
に

留
ま
っ
て
い
た
、
と
す
る
の
が
現
在
ま
で
の
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。 

        

し
か
し
、
そ
の
通
説
に
は
短
絡
的
な
面
が
あ
る
と
感
じ
、
征
西
と
「
壬
申
の
乱
」
に
対
す
る
多
様
な
疑

問
の
再
考
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
通
説
で
説
明
し
切
れ
な
か
っ
た
結
果
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。 

 

（
１
） 

草
壁
皇
子
と
大
津
皇
子
の
生
地 

 

当
時
、
皇
族
の
尊
称
に
扶
養
氏
族
名
や
氏
族
名
と
直
結
し
た
生
育
地
の
地
名
が
冠
せ
ら
れ
た
こ
と
は
衆

知
の
通
り
で
あ
る
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
の
通
説
は
、
荒
い
書
き
方
を
す
れ
ば
、
「
大
津
皇
子
は
娜な

（
福
岡
県
）
の 

大
津
の
宮
で
生
ま
れ
た
か
ら
大
津
皇
子
と
呼
ば
れ
た
。
草
壁
皇
子
は
そ
の
一
年
前
に
同
じ
宮
で
生
ま
れ
て 

い
た
が
草
壁
に
な
っ
た
」
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。 
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し
か
し
、
『
紀
』
の
記
事
か
ら
確
定
で
き
る
の
は
、
大
田
皇
女
が
征
西
に
同
行
し
た
こ
と
と
草
壁
皇
子 

が
大
津
宮
で
生
ま
れ
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
、
大
海
人
皇
子
と
妃
た
ち
が
征
西
に
同
行
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
先 ●

入
観

●

●

か
ら
、
大
津
宮
を
「
娜
大
津
」
に
あ
っ
て
斉
明
天
皇
が
長
津
と
改
め
た
宮
と
し
な
が
ら
、
二
人
の
皇

子
を
そ
こ
で
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。 

草
壁
皇
子
は
な
ぜ
長
津
宮
で
生
ま
れ
た
と
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。 

娜
大
津
は
現
那
珂
川
の
河
口
に
あ
っ
て
斉
明
天
皇
征
西
時
の
朝
鮮
半
島
へ
の
船
団
の
基
地
に
な
っ
た
こ

と
は
『
紀
』
が
記
し
て
い
る
。
蘇
我
馬
子
が
始
め
た
遣
隋
使
や
そ
の
子
蝦
夷
が
始
め
た
遣
唐
使
が
母
港
に

し
た
現
在
の
博
多
港
で
、
『
続
日
本
紀
』
が
い
う
「
博
多
大
津
」
（
博
多
津
）
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
応
神
・
仁
徳
大
王
の
時
代
か
ら
単
に
「
大
津
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
港
が
別
に
あ
る
。 

︱
︱
そ
こ
は
『
万
葉
集
』
な
ど
で
「
御
津
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
難
波
宮
の
西
側
に
あ
っ
た
「
難

波
大
津
」
（
難
波
津
）
で
あ
る
。
近
江
の
大
津
は
ま
だ
名
前
も
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
娜
大
津
の
「
娜
」

は
、
先
に
あ
っ
た
（
難
波
）
大
津
と
識
別
す
る
た
め
の
記
号
だ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
「
壬
申
の
乱
」
に
「
大
津
道
」
の
名
称
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
長
尾
街
道
で
、
推
古 

朝
に
作
ら
れ
た
摂
津
と
葛
城
・
斑
鳩
を
結
ぶ
官
道
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
津
道
は
畿
内
と
難
波
大
津
を
結

ぶ
主
た
る
道
だ
っ
た
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
の
で
、
難
波
大
津
が
単
に
大
津
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で

あ
る
。 

 

従
っ
て
、
こ
こ
で
先
ず
、
大
津
道
の
大
津
が
難
波
大
津
で
あ
る
の
に
、
大
津
宮
を
娜
大
津
宮
と
み
な
す

こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
大
津
を
見
下
ろ
す
台
地
（
大
阪
市
中
央
区
の
上
町
大
地
）
の
上
に
、
孝
徳
天
皇
が
造
営

し
て
征
西
の
九
年
前
（
６
５
２
年
）
に
完
成
し
た
難
波
長
柄
豊
崎
宮

な
に
わ
の
な
が
ら
の
と
よ
さ
き
の
み
や

が
あ
っ
た
。 

こ
こ
か
ら
、
『
紀
』
が
記
す
「
大
津
宮
」
は
そ
こ
か
、
或
い
は
近
く
に
あ
っ
た
中
大
兄
皇
子
の
大
津
宮 

で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

孝
徳
朝
で
東
宮
に
な
っ
た
中
大
兄
皇
子
が
大
海
人
皇
子
に
下
し
た
二
人
の
娘
た
ち
と
大
海
人
皇
子
の
婚

姻
形
態
が
不
明
だ
が
、
通
い
婚
の
形
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
草
壁
皇
子
は
そ
の
大
津
宮
に
あ
っ
た
鸕
野
讃
良

皇
女
の
部
屋
で
生
ま
れ
て
、
大
津
皇
子
は
大
田
皇
女
の
部
屋
で
生
ま
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

草
壁
皇
子
を
難
波
生
ま
れ
と
す
る
推
定
に
直
結
す
る
の
が
、
鸕
野
讃
良
皇
女
の
養
育
地
で
あ
る
。 

 

そ
の
地
理
的
環
境
を
理
解
す
る
た
め
に
二
枚
の
地
図
を
掲
げ
て
お
く
。 
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上
図
①
は
奈
良
時
代
頃
の
国
の
領
域
で
、
そ

れ
以
前
の
河
内
国
は
摂
津
国
に
接
す
る
和
泉

国
の
北
部
か
ら
大
阪
湾
に
及
ぶ
地
域
ま
で
を

含
む
、
蘇
我
氏
の
勢
力
圏
だ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左
図
②
は
そ
れ
以
前
、
孝
徳
期
あ
た
り
の
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

阪
湾
の
地
形
図
で
、
草
香
江

く

さ

か

の
え

の
北
東
部
が
更
荒

さ
ら
ら
の

郡
こ
お
り

で
、
そ
の
中
に
鸕
鷀
野
邑

う

の

の

む

ら

（
現
大
阪
府
四
条

し
じ
ょ
う

畷
市

な
わ
て
し 

岡
山
あ
た
り
）
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鸕 

野
讃
良
皇
女
は
そ
の
地
域
の
豪
族
だ
っ
た
新
羅
系
の
宇
努
連

う
ぬ
の
む
ら
じ

に
預
け
ら
れ
て
、
養
育
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

持
統
天
皇
の
名
称
は
豪
族
名
に
由
来
す
る
地
域
名
が
詳
し
く
つ
け
ら
れ
た
珍
し
い
例
だ
が
、
草
香
江
の

奥
に
は
草
香
津
が
あ
り
、
そ
の
東
部
、
つ
ま
り
鸕
野
邑
の
す
ぐ
南
側
に
も
新
羅
系
渡
来
人
と
末
裔
た
ち
が

多
く
住
ん
で
い
た
。 

           

そ
こ
が
河
内
国
草
香
邑
（
大
阪
府
東
大
阪
市
日
下
町

く
さ
か
ち
ょ
う

）
で
、
神
武
東
征
の
舞
台
に
な
っ
た
「
孔
舎
衙
村

く

さ

か

む

ら

」

の
比
定
地
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
治
め
て
い
た
の
が
新
羅
系
の
草
壁
（
草
香
、
草
香
部
、
日
下
部
）

氏
で
、
彼
ら
に
は
草
壁
吉
士

き

し

の
姓

か
ば
ね

が
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
大
田
皇
女
と
大
津
皇
子
が
育
っ
た
場
所
は
不
明
だ
が
、
『
播
磨
風
土
記
』
を
参
考
に 

す
る
と
、
大
田
皇
女
は
紀
伊
の
大
田
村
か
ら
摂
津
三
島
賀
美
郡
の
大
田
村
に
移
住
し
て
き
た
百
済
系
の
豪

族
に
養
育
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。 
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三
島
の
現
茨
木
市
沢
良
宜

さ

わ

ら

ぎ

に
は
鎌
足
の
別
業

べ
つ
ぎ
ょ
う

（
別
荘
）
が
あ
り
、
軽
皇
子
の
別
邸
は
高
槻
市

た
か
つ
き
し 

古こ

曽
部
町

そ

べ
ち

ょ

う 
あ
た
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
鎌
足
の
館
か
ら
は
東
北
に
向
か
っ
て
坂
を
上
る
こ
と
に
な
る
が
九

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

脚
の
痛
み
で
宮
に
出
て
い
な
か
っ
た
軽
王
（
の
ち
の
孝
徳
天
皇
。
皇
極
天
皇
の
弟
）
の
別
業
に
、
神
祇

伯
を
任
命
さ
れ
て
三
島
に
戻
っ
た
中
臣
鎌
子
（
の
ち
の
藤
原
鎌
足
）
が
密
か
に
そ
こ
に
走
っ
て
、
御
機
嫌

伺
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
茨
木
市
太
田
に
あ
る
太
田
茶
臼
山
古
墳
の
す
ぐ
西
側
辺
り
が
「
中
臣
大
田
連
」
の
本
貫
地
と

見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
氏
族
は
中
臣
氏
の
男
性
と
太
田
神
社
を
祭
祀
し
た
太
田
氏
の
女
性
と
の
婚

姻
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
復
姓
氏
族
だ
と
み
な
さ
れ
る
。 

ち
な
み
に
、
太
田
茶
臼
山
古
墳
は
宮
内
庁
が
継
体
天
皇
陵
に
治
定
す
る
が
、
史
学
会
の
定
説
は
そ
の
東

方
に
あ
る
今
城
塚
古
墳
（
高
槻
市
郡
家
新
町

ぐ

ん
げ

し
ん
ま

ち

）
で
あ
る
。
ま
た
、
太
田
神
社
の
原
神
は
不
明
で
、
中
臣
氏

の
勢
力
拡
大
と
共
に
祖
神
の
天
児
屋
根
命
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
オ
・
ト
ヨ
ウ

ケ
ビ
メ
に
変
え
ら
れ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

従
っ
て
、
孝
徳
天
皇
崩
御
後
は
そ
の
辺
り
一
帯
が
鎌
足
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
鎌
足
と

の
関
係
か
ら
し
て
も
、
天
智
天
皇
が
百
済
系
氏
族
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
太
田
の
地
を
大
田
皇
女
の
養
育
地

に
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
鸕
野
讃
良
皇
女
が
養
育
さ
れ
た
鸕
野
邑
と
の
地
理
的
、
ま
た
共
に
新
羅
系
豪
族
と
の

扶
養
関
係
か
ら
、
草
壁
皇
子
の
名
前
が
草
香
邑
と
草
壁
氏
と
直
結
す
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
無
い
と
言
え

よ
う
。 

 

（
２
） 

草
壁
皇
子
と
大
津
皇
子
の
生
年 

 

『
懐
風
藻
』
で
は
大
津
皇
子
の
方
が
草
壁
皇
子
よ
り
先
に
生
ま
れ
た
と
し
て
お
り
、
大
津
の
宮
で
生
ま

れ
た
と
す
る
名
称
か
ら
す
れ
ば
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
気
が
す
る
が
、
こ
こ
で
は
『
紀
』
の
紀

年
に
従
う
こ
と
に
す
る
。 

「
持
統
紀
」
に
「
草
壁
皇
子
は
天
智
元
年
に
大
津
宮
で
生
ま
れ
た
」
と
あ
る
の
で
、
生
年
は
六
六
二
年

で
あ
る
。
ま
た
大
津
皇
子
は
、
持
統
天
皇
か
ら
死
を
賜
っ
た
六
八
六
年
に
「
時
に
年
二
十
四
」
と
あ
る
の

で
六
六
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
鸕
野
皇
女
の
懐
妊
期
間
は
、
一
カ
月
＝
三
十
日
の
当
時
の
暦
か
ら
単
純
に
、
ま
た
懐
妊
後
二

カ
月
目
の
認
知
と
し
て
、
六
六
一
年
四
月
か
ら
六
六
二
年
三
月
の
間
に
な
る
。 

と
こ
ろ
が
、
六
六
一
年
七
月
に
斉
明
天
皇
が
筑
紫
朝
倉
宮
で
崩
じ
て
、
そ
の
た
め
に
称
制
し
た
中
大
兄
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皇
子
（
天
智
天
皇
）
は
一
時
帰
郷
し
て
、
十
一
月
に
川
原
宮
で
斉
明
天
皇
の
殯
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は

当
然
、
大
海
人
皇
子
と
妃
た
ち
は
参
列
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
は
近
親
者
に
は
半
年
以
上
の
殯
と
禁
欲
の
期
間
に
な
る
か
ら
、
鸕
野
皇
女
の
懐
妊
は
六
六
一
年

三
月
～
七
月
、
つ
ま
り
、
大
王
の
征
西
中
か
ら
崩
御
以
前
に
絞
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ

う
な
る
と
、
草
壁
皇
子
の
難
波
大
津
宮
で
の
誕
生
は
六
六
二
年
一
月
～
四
月
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

同
様
の
推
定
で
、
大
田
皇
女
の
大
津
皇
子
の
懐
妊
期
間
は
六
六
二
年
四
月
～
六
六
三
年
三
月
の
間
で
、

生
年
は
六
六
三
年
三
月
～
一
二
月
に
な
る
。
従
っ
て
、
大
津
皇
子
は
草
壁
皇
子
よ
り
一
歳
か
ら
一
歳
半
程

度
年
下
だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
は
離
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
六
六
三
年
二
月
か
ら
半
島
で
の
戦
闘
が
拡
大
し
て
、

八
月
に
倭
の
船
団
が
白
村
江
で
大
敗
を
喫
し
て
、
そ
れ
か
ら
は
全
軍
の
半
島
及
び
九
州
か
ら
の
撤
収
・
逃

避
に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
の
間
に
大
田
皇
女
の
懐
妊
・
出
産
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
征
西
開
始
か
ら
遠
征
の
失
敗
ま
で
の
間
に
大

海
人
皇
子
が
「
九
州
に
滞
在
し
て
い
た
」
証
に
は
な
ら
な
い
。
征
西
期
間
中
の
大
海
人
皇
子
の
言
動
は
一

切
不
明
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
が
示
す
の
は
、
大
津
皇
子
が
難
波
大
津
で
生
ま
れ
た
と
い
う
推
定
と
合
わ
せ
て
、
飛

鳥
で
の
斉
明
天
皇
の
葬
儀
以
降
は
大
海
人
皇
子
と
大
田
皇
女
は
飛
鳥
に
い
て
、
殯
の
終
了
後
に
大
田
皇
女

は
身
ご
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

す
る
と
、
鸕
野
皇
女
は
ど
こ
に
い
た
の
か
。 

︱
︱
こ
れ
に
対
し
て
は
、
大
海
人
皇
子
と
鸕
野
皇
女
は
元
か
ら
征
西
に
同
行
せ
ず

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

、
飛
鳥
に
留
ま
っ
て

い
て
、
中
大
兄
皇
子
が
短
期
決
戦
に
向
け
て
筑
紫
に
再
度
赴
い
た
後
に
、
難
波
で
草
壁
皇
子
が
生
ま
れ
た

と
い
う
結
論
に
な
る
。 

征
西
・
天
皇
崩
御
・
覇
権
の
失
敗
と
敗
戦
と
い
う
激
動
の
期
間
中
に
、
大
海
人
皇
子
の
妃
た
ち
が
九
州

で
皇
子
を
も
う
け
た
と
い
う
見
方
に
は
全
く
賛
同
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

（
３
） 

大
海
人
皇
子
が
飛
鳥
に
留
め
ら
れ
た
背
景 

 

飛
鳥
に
大
海
人
皇
子
が
留
ま
っ
た
の
は
大
海
人
皇
子
の
意
志
に
拠
る
も
の
で
な
く
、
鎌
足
の
建
言
を
受

け
た
中
大
兄
皇
子
の
要
請
に
拠
る
斉
明
天
皇
の
詔
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
表
面
的
で
単
純
な
理
由
は
、
天
皇
も
太
子
も
不
在
に
な
る
国
の
都
ま
た
蘇
我
氏
最
大
の
拠
点
だ
っ

た
飛
鳥
を
預
け
ら
れ
る
の
が
大
海
人
皇
子
し
か
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
裏 
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に
は
様
々
な
事
情
が
隠
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
推
測
事
項
を
略
記
す
る
と
、 

・
大
海
人
皇
子
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
親
新
羅
派
で
あ
り
、
百
済
派
で
半
島
へ
の
覇
権
を
狙
っ
て
い
た

中
大
兄
皇
子
と
相
容
れ
な
い
立
場
に
あ
り
、
陣
営
で
の
二
人
の
対
立
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
し
、
陣
営
か
ら
新
羅
へ
の
情
報
漏
洩
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

・
朝
廷
に
は
孝
徳
朝
時
代
か
ら
新
羅
討
伐
の
上
申
は
あ
っ
た
が
、
征
西
の
目
的
は
百
済
救
援
に
し
た
。

つ
ま
り
新
羅
討
伐
で
は
な
か
っ
た
の
で
大
海
人
皇
子
は
反
対
で
き
な
か
っ
た
。 

・
中
大
兄
皇
子
は
天
皇
を
大
海
人
皇
子
と
一
緒
に
飛
鳥
に
残
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
を
旗
印
に

し
た
出
兵
に
よ
っ
て
倭
国
軍
を
統
一
し
た
。 

・
出
産
間
際
の
大
田
皇
女
は
大
海
人
皇
子
の
子
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
、
天
皇
の
孫
を
先
に
天
皇
に

見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
、
大
海
人
皇
子
の
人
質
と
し
て
帯
同
し
た
。
そ
の
代
り
に

妊
娠
の
兆
候
が
な
か
っ
た
鸕
野
皇
女
は
飛
鳥
に
残
し
た
。 

・
兄
弟
皇
子
に
よ
る
国
の
東
西
の
分
担
統
治
は
、
二
人
が
協
力
関
係
に
あ
っ
た
時
に
は
う
ま
く
機
能
し

た
。
中
大
兄
皇
子
が
飛
鳥
に
一
時
帰
還
後
す
ぐ
に
滞
り
な
く
斉
明
天
皇
の
葬
儀
を
行
え
た
の
は
、
大

海
人
皇
子
が
飛
鳥
と
宮
に
残
さ
れ
た
族
長
ら
か
ら
な
る
老
臣
た
ち
と
兵
を
掌
握
し
て
、
的
確
な
指
示

を
出
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
が
大
海
人
皇
子
が
東
国
に
基
盤
を
築
く
最
大
の
要
因
に
な
り
、
十
年
後
に
、
倭
国
始
ま

っ
て
以
来
最
大
の
争
乱
事
件
の
結
果
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

そ
し
て
、
半
島
へ
の
物
資
・
兵
員
の
輸
送
に
当
っ
て
、
筑
前
か
ら
壱
岐
・
対
馬
を
足
掛
か
り
に
波
が
荒

い
玄
海
灘
を
渡
る
た
め
に
は
、
古
来
そ
の
海
路
を
支
配
し
て
半
島
情
勢
も
熟
知
し
て
い
た
は
ず
の
宗
像
氏

が
用
い
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
実
際
に
将
軍
に
登
用
さ
れ
た
海
人
族
は
、
安
曇

氏
と
阿
倍
引
田
氏
だ
っ
た
。 

大
海
人
皇
子
を
養
育
し
た
と
考
え
ら
れ
る
大
海
氏
が
安
曇
氏
系
の
海
人
族
だ
っ
た
こ
と
に
微
妙
な
配
慮

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
海
人
皇
子
が
征
西
に
同
行
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
大
海
人
皇
子
の
現

地
で
の
意
見
も
、
高
市
皇
子
の
父
方
で
大
海
人
皇
子
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
出
雲
系
の
宗
像
氏
の
軍
で

の
地
位
も
軽
視
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
像
氏
の
人
物
は
将
軍
に
な
っ
て
お
ら
ず
そ
の
兵
た

ち
が
参
戦
し
た
記
録
も
無
い
。 

そ
れ
が
海
戦
で
の
大
敗
北
に
つ
な
が
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
安
曇
氏
と
宗
像
氏
の
祖
に
つ
な
が
る
尾

張
氏
は
、
「
壬
申
の
乱
」
で
大
海
人
軍
に
大
き
な
援
助
を
行
っ
て
い
る
。 

「
壬
申
の
乱
」
が
大
海
人
皇
子
の
東
宮
退
位
以
前
に
計
画
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
に
は
全
く
賛
同
で
き 
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な
い
が
、
『
紀
』
に
記
さ
れ
な
い
そ
の
期
間
中
の
大
海
人
皇
子
の
行
動
が
、
乱
に
お
い
て
多
豪
族
の
味
方 

を
増
や
す
結
果
を
生
み
出
し
た
、
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
追
加
考
証
を
以
下
で
行
う
。 

 
（
４
） 
「
壬
申
の
乱
」
の
功
臣
に
対
す
る
大
紫
の
贈
位 

 

「
壬
申
の
乱
」
は
、
天
智
天
皇
が
六
七
一
年
十
二
月
に
崩
御
し
た
あ
と
、
翌
六
七
二
年
六
月
に
、
天
智

天
皇
の
東
宮
だ
っ
た
が
退
位
し
た
大
海
人
皇
子
が
近
江
朝
廷
に
対
し
て
反
乱
軍
を
起
こ
し
て
、
わ
ず
か
一

カ
月
で
勝
利
し
た
内
乱
で
あ
る
。 

そ
し
て
、『
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
で
は
壬
申
年
之
労
、
壬
申
年
之
役
、
壬
申
年
（
之
）
功
な
ど
の
語
に

よ
っ
て
死
後
に
贈
位
さ
れ
た
功
臣
た
ち
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
末
表
で
あ
る
。 

そ
の
考
察
に
入
る
前
に
、
天
武
元
年
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
︱
︱
そ
れ
は
、
六
七
二
年
に
起

っ
た
「
壬
申
の
乱
」
の
年
を
『
紀
』
は
天
武
元
年
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
紀
』
は
、
天
智
天
皇
か
ら
天
武
天
皇
へ
の
順
当
な
皇
位
継
承
を
付
会
し
た
。
甥
か
ら
伯
父
へ
の
皇
位

の
継
承
で
は
そ
こ
で
直
系
の
皇
統
譜
が
一
回
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
天
智
天
皇
の
後
を
継
い
て
称

制
し
た
と
み
な
さ
れ
る
大
友
皇
子
の
半
年
間
の
治
世
を
無
か
っ
た
こ
と
に
し
て
、
六
七
二
年
冬
に
飛
鳥
浄

見
原
宮
で
政
り
事
を
始
め
た
、
と
記
し
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
明
治
期
に
行
わ
れ
た
歴
史
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
大
友
皇
子
に
対
し
て
弘
文
天
皇
が
追
諡
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
壬
申
年
に
弘
文
天
皇
の
治
世
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
年
は
相
変
わ
ら
ず
天
武
元
年
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。 

天
武
天
皇
の
即
位
は
「
天
武
紀
」
二
年
正
月
条
に
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
末
文
に
、
校
正
時
に
見
落
と
さ

れ
た
と
み
な
さ
れ
る
「
是
年
也
太
歳

癸
み
ず
の
と

酉と
り

」
の
文
字
が
あ
る
。
ま
た
「
薬
師
寺
東
塔
檫
銘

さ
つ
め
い

」（
東
塔
の
法

輪
支
柱
の
下
部
に
残
る
銘
文
）
の
最
初
に
刻
ま
れ
た
「
（
天
武
）
天
皇
即
位
八
年
庚
辰
之
歳
」
か
ら
逆
算 

さ
れ
る
即
位
年
も
癸
酉
に
な
る
。
従
っ
て
、
天
武
朝
は
六
七
三
年
に
始
め
ら
れ
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
敢
え
て
、
従
来
の
貴
重
な
学
説
や
多
く
の
識
者
の
論
文
に
従
っ
て
、
六
七

二
年
を
天
武
元
年
と
し
て
説
明
ま
た
作
表
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。 

ま
た
、
冠
位
・
位
階
制
度
は
孝
徳
期
の
「
冠
十
三
階
」
か
ら
元
明
期
の
「
大
宝
令
」
ま
で
大
別
す
れ
ば

三
回
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
功
臣
に
対
す
る
贈
位
・
贈
冠
の
名
称
も
時
代
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
。
そ

の
対
比
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
く
。 

更
に
付
け
加
え
さ
れ
て
戴
け
れ
ば
、
天
武
天
皇
も
娘
婿
の
大
友
皇
子
（
弘
文
天
皇
）
治
世
の
年
を
残
し 
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た
こ
と
か
ら
、
そ
の
皇
位
を
簒
奪
す
る
た
め
に
「
壬
申
の
乱
」
を
始
め
た
と
す
る
見
方
に
は
全
く
同
意
で

き
な
い
。
『
紀
』
が
天
智
天
皇
か
ら
天
武
天
皇
に
皇
統
を
穏
当
に
繋
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
重
大 

な
改
竄
を
行
っ
た
こ
と
も
ほ
ぼ
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。 

 

天
武
天
皇
即
位
後
、
乱
の
功
臣
で
最
初
に
薨
じ
た
の
は
坂
本
財

た
か
ら

で
、
小
紫
を
贈
ら
れ
た
。
大
織
か
ら
始 

ま
る
階
位
の
六
番
目
で
あ
る
。
小
紫
の
上
が
大
紫
で
、
天
武
期
（
「
冠
位
四
十
八
階
」
以
前
）
に
六
名
が 

贈
位
さ
れ
て
い
る
。 

坂
本
財
の
前
、
『
紀
』
天
武
元
年
十
二
月
条
の
最
後
、
つ
ま
り
「
壬
申
の
乱
」
を
記
し
た
「
天
武
紀
」 

（
上
）
の
末
文
に
「
是
月
、
大
紫
韋
那
公
高
見
薨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

威
奈
氏
は
猪
名
、
韋
那
、
為
奈
、
偉
那
な
ど
と
も
書
か
れ
る
が
、
高
見
は
第
二
十
八
代
宣
化
天
皇
の
皇

子
で
韋
那
姓
の
祖
に
な
っ
た
火
焔

ほ
の
お
の

皇
子

み

こ

の
後
裔
で
、
摂
津
国
猪
名
部
（
尼
崎
市
の
北
東
部
）
を
本
拠
地
に 

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

大
紫
に
つ
い
て
は
、
孝
徳
朝
で
生
存
中
に
大
紫
を
贈
ら
れ
た
の
は
左
大
臣
に
な
っ
た
巨
勢
徳
太

と

こ

た

と
右
大

臣
に
な
っ
た
大
伴
長
徳

な
が
と
こ

（
馬
飼
）
だ
け
で
、
天
智
朝
で
は
大
伴
長
徳
の
あ
と
を
継
い
だ
右
大
臣
蘇
我
連
子

む
ら
じ
こ 

（
蘇
我
赤
兄
等
の
異
母
兄
）
が
い
る
が
、
こ
れ
は
死
後
の
贈
位
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
韋
那
公
高
見
は
「
孝
徳
紀
」（
六
五
〇
年
）
で
穴
戸
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
雉
を
乗
せ
た
輿
を
持
っ

て
天
皇
の
宮
殿
ま
で
進
ん
だ
猪
名
公
高
見
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
は
大
友
皇
子
（
弘
文
天
皇
）
の
時
代
ま

で
大
紫
に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
な
冠
位
も
事
績
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
壬
申
の
乱
」
で
は
弟
の
磐
鍬

い
わ
す
き

（
石い

わ 

次つ
ぎ

）
が
朝
廷
側
の
興
兵
使
（
兵
の
徴
収
役
）
に
さ
れ
て
い
る
。 

磐
鍬
は
宣
化
天
皇
五
世
の
王
だ
っ
た
が
、
山
部
王
や
石
川
王
な
ど
、
他
の
王
が
王
の
称
号
を
付
け
て
記

さ
れ
て
い
る
の
に
磐
鍬
は
王
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
共
に
使
者
に
な
っ
た
書
薬
も
忍
坂
大
摩
侶
も

東
漢
氏
の
武
将
で
姓
は
直

あ
た
い

だ
っ
た
。
従
っ
て
磐
鍬
は
三
名
の
中
で
は
長
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
宮
で
さ
ほ
ど

重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。 

 

従
っ
て
、
天
智
・
大
友
朝
で
高
見
が
大
紫
に
昇
進
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
薄
い
、
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
高
見
の
死
亡
記
事
が
「
壬
申
の
乱
」
の
締
め
く
く
り
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
看
過
で
き
な
い
示
唆
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
海
人
皇
子
か
ら
乱
に
極
め
て
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
て
、
天
武
朝

が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
、
天
皇
に
よ
っ
て
最
初
に
大
紫
を
贈
位
さ
れ
た
の
が
高
見
だ
っ
た
、
と
み
な
す
べ
き

だ
ろ
う
。 

高
見
は
恐
ら
く
朝
廷
に
あ
っ
て
は
顕
著
な
大
海
人
皇
子
派
で
あ
り
、
大
海
人
皇
子
派
の
宮
人
た
ち
を
ま 
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と
め
る
重
鎮
に
な
り
、
大
海
人
皇
子
討
伐
軍
に
反
対
し
た
り
乱
の
早
期
収
拾
を
目
指
し
て
働
い
て
い
て
、

大
海
人
皇
子
が
勝
利
し
た
の
を
見
届
け
て
か
ら
安
心
し
て
他
界
し
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
、
乱
に
お
い
て
薬
も
大
摩
侶
も
大
海
人
軍
に
捕
ら
え
な
が
ら
磐
鍬
だ
け
が
宮
に
逃
げ
戻
れ
た
の

は
、
磐
鍬
が
高
見
の
弟
だ
っ
た
た
め
に
逃
が
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

韋
那
（
威
奈
）
公
に
つ
い
て
は
別
の
史
料
が
あ
る
︱
︱
。 

江
戸
期
の
こ
と
に
な
る
が
、
摂
津
に
隣
接
す
る
香
芝
（
奈
良
県
）
で
発
見
さ
れ
た
威
奈
真
人
大
村

い
な

の
ま

ひ
と

の
お

お

む

ら

の
「
骨

蔵
器
」
（
国
宝
）
の
墓
誌
に
、
「
檜
前
五
百
野
宮
御
宇
天
皇
（
第
二
十
八
代
宣
化
天
皇
）
之
四
世
で
後
岡
本

聖
朝
で
紫
冠
を
賜
っ
た
鏡
公
之
第
三
子
也
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
に
、
国
文
学
者
で
歌
人
だ
っ
た
尾
山
篤
二
郎
氏
は
鏡
公
を
韋
那
公
高
見
と
同
一
人
物
と
み
な

し
た
。
（
『
額
田
ノ

姫
王
攷
』
）
。
つ
ま
り
高
見
を
宣
化
天
皇
四
世
と
見
て
、
そ
の
長
女
を
鏡
王
女
、
額 

田
姫
王
を
第
二
、
大
村
を
第
三
子
と
解
釈
し
た
。 

し
か
し
、
鎌
足
公
と
淡
海
公
（
不
比
等
）
が
鎌
足
王
や
淡
海
王
と
さ
れ
た
こ
と
が
無
く
、
大
友
王
（
大

友
皇
子
）
や
葛
野
王
が
大
友
公
や
葛
野
公
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
よ
う
に
、「
皇
族
や
豪
族
の
首
長
に
用

い
ら
れ
て
諱
（
名
前
）
に
付
け
ら
れ
た
王
」
が
、「
地
域
名
を
主
に
高
位
の
官
職
者
に
対
す
る
尊
称
や
諡
号

に
さ
れ
た
公
（
君
）
」
と
同
時
表
記
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
従
っ
て
、
鏡
公
と
高
見
は
別
人
だ
っ
た
可

能
性
を
考
慮
す
べ
き
余
地
が
あ
っ
た
。 

し
か
も
、
銘
文
に
鏡
公
は
紫
冠
を
賜
っ
た
と
あ
る
の
で
大
紫
か
小
紫
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

稀
な
大
紫
だ
っ
た
な
ら
恐
ら
く
そ
う
記
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
鏡
姫
王
・
額
田
姫
王
・
大
村
の
父
だ
っ
た

鏡
公
は
小
紫
だ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
銘
文
の
「
子
」
は
や
は
り
男
子
と
解
す
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら 

鏡
公
（
額
田
鏡
王
）
と
高
見
（
王
）
を
別
人
と
し
て
高
見
が
鏡
公
の
長
子
だ
っ
た
と
み
な
せ
ば
、
磐
鍬
が

第
二
子
、
大
村
が
第
三
子
に
な
っ
て
系
譜
が
成
り
立
ち
、
銘
文
と
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
鏡
姫

王
・
額
田
姫
王
も
、
母
は
不
明
だ
が
、
鏡
公
の
女

む
す
め

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

更
に
問
題
な
の
は
、
尾
山
氏
及
び
殆
ど
の
研
究
者
は
、
銘
文
中
の
「
後
岡
本
聖
朝
」
を
単
純
に
、
一
般

的
に
後
岡
本
朝
が
指
す
斉
明
天
皇
時
代
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
は
異
論
を
唱
え
て
お
き
た

い
。 

 

既
に
推
理
し
た
よ
う
に
、
高
見
及
び
猪
名
氏
一
族
は
斉
明
・
天
智
・
大
友
朝
の
時
代
に
は
朝
廷
の
片
隅

に
追
い
や
ら
れ
て
お
り
、
高
見
に
紫
冠
を
授
け
た
の
は
天
武
天
皇
で
あ
る
。 

 

「
後
岡
本
聖
朝
紫
冠
威
奈
鏡
公
、（
大
村
は
）
後
清
原
聖
朝
初
授
務
広
廣
肆
、
藤
原
聖
朝
少
納
言
、
勤
廣 

肆
、
正
五
位
云
々
」
は
、
没
落
し
か
か
っ
て
い
た
韋
那
氏
を
登
用
し
て
く
れ
た
朝
廷
を
「
聖
朝

●

●

」
と
し
て 
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い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
後
岡
本
聖
朝
は
「
天
武
聖
朝
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ち
な
み
に
、
大
村
が
務
廣
肆

む

こ

う

し

（
天
武
天
皇
が
定
め
た
「
冠
位
四
十
八
階
」
の
諸
臣
の
第
三
十
二
位
）
に

取
り
立
て
ら
れ
た
の
は
後
清
原
聖
朝
（
持
統
朝
）
、
少
納
言
に
昇
進
し
た
の
は
藤
原
聖
朝
（
文
武
朝
）
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
余
計
な
説
明
だ
が
、
藤
原
聖
朝
の
藤
原
は
藤
原
氏
で
は
な
く
藤
原
京
の
こ
と
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
後
岡
本
宮
に
つ
い
て
『
紀
』
は
記
し
て
い
る
。
︱
︱
「
乱
」
が
終
っ
て
天
武
天
皇
は
不
破
か

ら
馬
子
が
造
っ
た
「
嶋
宮
か
ら
岡
本
宮
に
移
り
、
そ
の
年
の
終
り
に
岡
本
宮
の
南
に
新
し
く
造
っ
た
飛
鳥

浄
御
原
宮
で
政
務
を
始
め
ら
れ
た
」
と
。 

こ
の
岡
本
宮
が
後
岡
本
宮
で
、
「
骨
蔵
器
」
の
後
岡
本
聖
朝
で
あ
る
。 

岡
本
宮
の
始
ま
り
は
舒
明
天
皇
の
宮
だ
っ
た
が
焼
け
て
、
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
の
が
斉
明
天
皇
の
後
岡

本
宮
だ
が
そ
こ
も
焼
け
て
、
そ
の
跡
地
に
板
蓋
宮
が
造
ら
れ
て
焼
け
た
。
天
武
天
皇
は
そ
こ
に
残
っ
た
建

物
を
仮
宮
と
し
て
三
カ
月
間
政
務
を
執
っ
て
か
ら
、
そ
の
間
に
拡
張
整
地
、
造
営
さ
れ
た
飛
鳥
宮
に
移
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
天
武
聖
朝
は
後
岡
本
宮
が
起
点
だ
っ
た
。 

こ
の
点
か
ら
も
「
骨
蔵
器
」
の
後
岡
本
聖
朝
は
斉
明
朝
で
は
な
く
、
こ
の
岡
本
宮
、
つ
ま
り
後
岡
本
宮

に
始
ま
っ
た
天
武
聖
朝
だ
っ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

大
村
が
彫
ら
せ
た
後
岡
本
聖
朝
は
そ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
と
推
断
で
き
る
だ
ろ
う
。 

本
論
で
は
紙
幅
と
内
容
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
作
成
し
た
推
定
系
図
の
み
を
示
し
て
お
く
。
こ

の
内
容
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
説
明
し
て
ご
批
判
を
仰
ぐ
つ
も
り
で
あ
る
。 

         

（
５
） 

「
八
色
の
姓
」
か
ら
見
る
「
壬
申
の
乱
」
の
功
臣 

 

猪
名
公
の
他
、
『
紀
』
が
主
張
す
る
天
武
十
三
年
（
六
八
四
年
）
に
定
め
ら
れ
た
「
八
色
の
姓
」
で
真 

人
を
授
か
っ
た
皇
族
の
末
裔
た
ち
の
多
く
は
、
乱
で
大
海
人
皇
子
派
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
り
、
朝
臣
を
授
け
ら
れ
た
高
位
の
豪
族
た
ち
の
中
に
も
、
従
軍
す
る
こ
と
な
く
大
海
人
皇
子
を
支
え
て 
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い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
が
見
ら
れ
る
。 

 
そ
の
内
の
一
人
が
、
の
ち
に
阿
倍
氏
の
宗
家
に
な
る
阿
倍
普
勢
（
臣
↓
朝
臣
）
御
主
人

み

う

し

で
あ
る
。 

 

阿
倍
氏
は
孝
元
天
皇
の
皇
子
（
大
彦
命
）
か
ら
出
た
大
族
で
、
古
く
か
ら
蘇
我
氏
の
側
近
と
し
て
各
地 

に
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
。
孝
徳
朝
の
左
大
臣
安
倍
倉
梯
麻
呂
が
御
主
人
の
父
で
、
妹
の
小
足
媛

お
た
ら
し
ひ
め

は
孝
徳

天
皇
の
妃
に
な
っ
て
、
有
間
皇
子
を
も
う
け
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
「
乙
巳
の
変
」
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
孝
徳
天
皇
は
鎌
足
か
わ
い
さ
の
余
り
小
足
媛
を
鎌 

足
に
仕
え
さ
せ
た
。
そ
れ
は
御
主
人
に
二
人
に
対
す
る
反
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。 

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
孝
徳
天
皇
崩
御
の
四
年
後
、
鎌
足
が
企
て
た
こ
と
が
明
白
な
陰
謀
に
従
っ

て
、
斉
明
天
皇
が
留
ま
る
牟
婁
温
泉
の
手
前
の
山
中
で
中
大
兄
皇
子
が
十
九
歳
の
有
間
皇
子
を
絞
首
刑
に

処
し
た
の
で
あ
る
。
有
間
皇
子
の
側
近
で
鎌
足
に
姻
戚
関
係
を
解
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
塩
屋
連
鯯
魚

こ
の
し
ろ 

も
斬
ら
れ
た
が
、
中
大
兄
皇
子
派
の
者
た
ち
は
出
世
し
て
征
西
や
乱
で
将
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。 

有
間
皇
子
は
御
主
人
に
と
っ
て
甥
で
あ
り
、
将
来
御
主
人
の
有
力
な
味
方
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
御
主

人
の
心
が
更
に
中
大
兄
皇
子
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

従
っ
て
、
中
大
兄
皇
子
が
自
分
に
反
感
を
抱
い
て
い
る
御
主
人
を
征
西
に
同
行
す
る
は
ず
が
な
く
、
そ

の
代
り
に
阿
倍
の
支
族
で
御
主
人
の
盟
友
で
あ
り
、
越
の
国
司
で
毛
人

え

み

し

の
討
伐
で
名
を
は
せ
た
阿
倍
引
田

比
羅
夫
を
船
団
の
将
軍
と
し
て
引
き
連
れ
て
行
っ
て
い
る
。 

だ
か
ら
、
比
羅
夫
は
天
智
朝
に
お
い
て
大
錦
上
に
な
り
大
宰
帥そ

つ

（
長
官
）
に
任
じ
ら
れ
た
。 

一
方
、
御
主
人
の
行
動
は
乱
の
あ
と
ま
で
不
明
だ
が
、
天
武
朝
で
は
中
枢
に
登
り
直
大
参
に
任
じ
ら
れ

て
、
天
皇
崩
御
の
際
に
は
最
高
機
関
の
太
政
官
の
誄
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
御
主
人
に
対
し
て
天
武
天
皇

が
置
か
な
か
っ
た
大
臣
相
当
の
役
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
持
統
期
に
な

る
と
乱
の
功
臣
と
し
て
百
戸
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
持
統
期
中
に
五
百
戸
ま
で
増
え
て
お
り
、
大
宝
三
年

（
七
〇
三
年
）
に
薨
じ
る
前
に
は
右
大
臣
従
二
位
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。 

御
主
人
の
乱
に
対
す
る
功
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
大
伴
御
行
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
昇
進
を
重
ね

た
、
抜
き
ん
出
た
功
臣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
、
征
西
の
時
に
飛
鳥
に
残
さ
れ
た
御
主
人
が
頼
り
に
で
き
た
の
は
大
海
人
皇
子
と
讃
良
皇
女

で
あ
り
、
中
大
兄
皇
子
と
鎌
足
が
留
守
に
な
っ
た
期
間
が
二
人
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
出
陣
し
た
形
跡
が
見
え
な
い
乱
の
時
に
は
、
韋
那
高
見
や
旧
皇
族
ま
た
老
臣
た
ち
と
連
携
を

取
り
な
が
ら
、
宮
を
退
い
た
大
伴
氏
や
留
守
司
（
高
坂
王
と
坂
上
老
と
熊
毛
）
な
ど
と
の
連
絡
に
も
一
役

買
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
は
、
大
海
人
皇
子
が
吉
野
か
ら
美
濃
に
逃
げ
る
街
道 
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道
の
安
全
確
保
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

大
海
人
皇
子
一
行
が
最
初
に
一
息
つ
い
た
の
は
宇
陀
（
奈
良
県
宇
陀
市
）
山
中
の
吾
城

あ

き

で
、
そ
こ
に
は 

大
海
人
皇
子
の
嬪
に
な
っ
て
い
た
か
じ
（
木
へ
ん
に
殻
）
媛

娘

ひ
め
の
い
ら
つ
め

の
父
、
穴
人

し
し
ひ
と

大
麻
呂
の
居
所
が
あ
っ
た
。 

穴
人
（
完
人
）
氏
は
朝
廷
で
猪し

し

や
鹿
な
ど
、
鳥
獣
の
肉
を
調
理
す
る
穴
人
部
の
長
で
、
穴
人
部
の
上
部

組
織
で
朝
廷
の
食
膳
を
司
っ
た
膳
部

か
し
わ
で
べ

を
束
ね
た
膳
氏
と
共
に
、
阿
倍
氏
と
同
祖
だ
っ
た
。
か
じ
媛
娘
は
天

皇
と
の
間
に
第
二
皇
子
に
な
る
忍
壁

お
さ
か
べ

皇
子
を
も
う
け
て
お
り
、
子
と
共
に
吉
野
か
ら
実
家
に
立
ち
寄
っ
た

と
思
わ
れ
る
。 

忍
壁
皇
子
は
第
一
皇
子
の
高
市
皇
子
の
異
母
弟
で
、
第
三
皇
子
の
草
壁
皇
子
の
異
母
兄
に
な
る
。
か
じ

媛
娘
ま
た
、
乱
後
に
第
五
皇
子
の
磯
城

し

き

皇
子
、
さ
ら
に
二
人
の
皇
女
を
も
う
け
て
、
天
武
天
皇
に
最
も
愛

さ
れ
た
妻
と
も
さ
れ
る
。 

こ
の
点
か
ら
、
穴
人
大
麻
呂
は
大
海
人
皇
子
が
東
宮
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
味
方
だ
っ
た
だ

ろ
う
。 

し
か
し
、
当
時
伊
賀
は
ま
だ
国
に
な
っ
て
お
ら
ず
伊
勢
国
の
伊
賀
評
（
郡
）
だ
っ
た
が
、
大
海
人
皇
子

一
行
が
少
人
数
で
足
を
踏
み
入
れ
る
宇
陀
郡
の
先
の
そ
こ
は
、
道
中
最
大
の
危
険
地
域
だ
っ
た
。 

伊
賀
は
時
の
大
友
天
皇
の
母
（
伊
賀
采
女
宅
子

や

か

こ

）
の
出
身
地
で
あ
り
、
畿
内
国
と
伊
勢
国
の
境
に
な
る

街
道
最
大
の
集
落
、
名
張
は
朝
廷
派
の
名
張
氏
が
抑
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
は
名
張
氏
が
既
に

排
除
さ
れ
て
い
て
、
大
海
人
皇
子
一
行
の
通
過
に
朝
廷
側
の
妨
害
も
抵
抗
も
な
く
、
伊
賀
郡
で
は
郡
司
た

ち
が
大
海
人
皇
子
の
一
行
に
加
わ
っ
た
。 

翌
朝
一
行
が
達
し
た
の
は
阿
閇
氏
の
本
拠
地
、
美
濃
を
目
前
に
し
た
阿
拝

あ

へ

郡
で
、
そ
こ
を
過
ぎ
た
あ
と

に
朝
廷
か
ら
抜
け
出
し
た
高
市
皇
子
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
阿
拝
郡
は
草
壁
皇
子
の

妃
で
文
武
天
皇
の
母
に
な
っ
た
元
明
天
皇
（
阿
閉

あ

へ
の

皇
女

ひ
め
み
こ

）
の
乳
母
の
里
で
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
、
持
統
天
皇
と
の
縁
も
深
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

伊
賀
市
一
之
宮
に
残
る
敢
國

あ
え
く
に

神
社
の
祭
神
は
大
彦
命
で
、
社
伝
に
よ
れ
ば
創
建
は
六
五
八
年
（
斉
明
四

年
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
穴
人
氏
・
膳
氏
だ
け
で
な
く
、
阿
拝
氏
・
敢
氏
も
更
に
伊
賀
臣
も
、
阿
倍
氏
と
同

族
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

大
海
人
皇
子
一
行
の
吉
野
宮
か
ら
の
逃
避
は
、
本
来
な
ら
紀
か
ら
三
宅
石
床
が
守
（
国
司
。
死
後
大
錦

下
）
で
田
中
足
麻
呂
（
死
後
直
広
壱
）
が
湯
朴
令
を
し
て
い
た
伊
勢
、
尾
張
、
信
濃
を
回
っ
て
美
濃
に
行

く
の
が
安
全
な
道
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
誰
し
も
が
危
険
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
最
短
ル

ー
ト
を
最
短
日
程
で
抜
け
た
。 

そ
の
行
動
の
中
で
最
大
の
難
所
だ
っ
た
伊
賀
を
無
事
に
通
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
間
に
猟
師
や
兵
士 
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が
集
ま
っ
て
き
て
、
小
規
模
な
が
ら
軍
の
体
裁
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
裏
に
は
、
畿
内
国
の
東
部
か
ら

伊
勢
国
の
西
北
部
を
拠
点
に
し
て
い
た
阿
倍
枝
族
の
き
め
細
か
な
連
絡
網
と
支
援
が
あ
っ
た
、
そ
の
指
示

の
出
所
が
阿
倍
御
主
人
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

阿
倍
御
主
人
に
よ
る
伊
賀
の
豪
族
た
ち
の
抑
え
込
み
や
協
力
の
命
令
が
無
け
れ
ば
、
大
海
人
皇
子
は
美

濃
に
抜
け
ら
れ
ず
、
天
武
天
皇
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
前
に
、
中
臣
金
な
ど
反
大
海
人

皇
子
派
の
朝
廷
の
重
臣
た
ち
の
圧
迫
が
な
け
れ
ば
、
大
海
人
皇
子
は
吉
野
宮
か
ら
動
か
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
か
ら
、
こ
れ
ら
が
天
武
天
皇
を
生
ん
だ
直
接
的
な
要
因
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。 

 

そ
れ
に
、
乱
に
は
紀
臣
阿
閇
麻
呂
と
い
う
、
美
濃
の
本
陣
か
ら
大
伴
吹
負
に
対
し
て
送
ら
れ
た
援
軍
の

将
軍
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
吉
野
宮
出
立
時
に
は
い
な
か
っ
た
か
ら
、
途
中
か
ら
大
海
人
軍
に
加
わ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
死
後
（
天
武
二
年
）
「
在
伊
賀
國
」
伊
賀
に
い
て
大
紫
を
贈
ら
れ 

て
い
る
。
老
齢
で
退
官
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
公
式
に
は
天
皇
即
位
後
最
初
の
大
紫
で
あ
る
。 

阿
閇
麻
呂
と
い
う
名
が
阿
閇
氏
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
、
最
後
に
伊
賀
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ

こ
が
生
地
で
、
伊
賀
で
大
海
人
軍
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
本
拠
地
と
し
た
倭
の
桜
井
か
ら
陸
奥
あ
た
り
ま
で
強
大
な
武
力
も
要
し
て
い
た
阿
倍
氏
の
本

隊
は
、
乱
に
お
い
て
朝
廷
側
に
も
大
海
人
側
に
も
出
動
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
。
阿
倍
氏
が
朝
廷
軍
に

加
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
で
大
海
人
皇
子
に
は
大
き
な
支
援
に
な
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
勝
者
が

決
ま
る
ま
で
自
分
直
属
の
一
族
の
分
断
を
許
さ
ず
に
動
か
な
か
っ
た
、
御
主
人
の
慎
重
で
冷
徹
、
ま
た
し

た
た
か
な
読
み
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

蘇
我
氏
の
同
族
だ
っ
た
紀
氏
に
関
連
し
て
も
う
一
人
、
天
武
期
に
姓
は
臣
か
ら
朝
臣
に
な
り
、
七
〇
五

年
薨
去
時
に
正
三
位
を
贈
ら
れ
た
紀
大
人

う

し

が
い
る
。 

天
智
・
大
友
朝
で
は
御
史
大
夫

ぎ

ょ

し

た

い

ふ

と
い
う
大
臣
に
次
ぐ
高
官
で
、
天
智
天
皇
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
っ
た
人

物
で
あ
る
。
征
西
の
時
に
は
中
大
兄
皇
子
の
腹
心
と
し
て
、
大
海
人
皇
子
の
見
張
り
役
と
し
て
飛
鳥
に
残

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
乱
の
記
事
に
は
登
場
せ
ず
そ
の
後
登
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
人
が
乱
の
発
生
～
終
結

時
に
は
大
海
人
皇
子
側
に
内
通
し
て
お
り
、
同
族
の
阿
閇
麻
呂
ら
と
密
か
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
朝
廷
内

部
か
ら
朝
廷
軍
の
詳
細
な
情
報
を
流
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。 

 

ち
な
み
に
、
蘇
我
系
三
十
四
氏
の
内
、
朝
臣
姓
を
授
け
ら
れ
た
の
は
紀
氏
等
二
十
氏
だ
か
ら
、
既
に
蘇

我
氏
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
葛
城
氏
を
含
む
他
の
十
四
氏
は
、
大
海
人
皇
子
に
背
い
た
か
乱

に
功
績
が
無
か
っ
た
か
、
或
い
は
「
八
色
の
姓
」
制
定
時
に
天
武
朝
で
役
に
立
ち
そ
う
な
人
物
が
い
な
い

と
判
定
さ
れ
た
、
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。 
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征
西
は
多
く
の
氏
族
を
分
断
し
た
。
そ
し
て
、
同
行
し
た
者
た
ち
の
殆
ど
は
天
智
朝
で
も
乱
で
も
朝
廷 

を
守
る
側
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
乱
で
は
彼
ら
と
袂
を
分
か
っ
た
同
族
・
枝
族
た
ち
、
行
動
・
功
績
不
明

だ
が
「
八
色
の
姓
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
圧
倒
的
多
数
の
氏
族
が
大
海
人
側
に
付
い
た
。
天
智
天
皇
側
か

ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
退
位
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
大
海
人
皇
子
を
東
宮
に
し
た
こ
と
が
大
失

敗
の
元
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

前
項
と
本
項
の
分
析
が
示
す
の
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
征
西
の
間
に
飛
鳥
に
残
さ
れ
た
戦
場

に
向
か
ず
政
権
や
施
政
に
不
満
を
持
つ
旧
皇
族
、
若
年
や
族
長
級
の
臣
た
ち
が
大
海
人
皇
子
に
近
づ
い
て

親
交
を
深
め
る
こ
と
か
ら
大
海
人
皇
子
の
人
柄
や
姿
勢
が
見
直
さ
れ
て
、
乱
で
大
海
人
皇
子
を
擁
立
す
る

下
地
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
背
景
に
は
、
大
海
人
皇
子
の
皇
位
を
嗣
ぐ
に
相
応
し
い
血
統
、
征
西
期
間
中
の
飛
鳥
と
東
国
の
管 

理
と
臣
下
と
の
交
流
、
そ
し
て
征
西
失
敗
後
に
は
唐
と
新
羅
に
対
す
る
対
応
を
含
め
た
東
宮
時
代
の
成
果

が
加
わ
り
、
近
江
遷
都
後
は
遷
都
に
反
対
だ
っ
た
勢
力
も
巻
き
込
ん
だ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 

大
友
天
皇
は
国
を
安
ら
か
に
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
旧
天
智
派
の
重
臣
た
ち
に
操
ら
れ
て

い
た
。 

大
友
皇
子
が
太
政
大
臣
に
な
っ
て
も
思
う
よ
う
に
国
を
動
か
せ
な
か
っ
た
悔
し
さ
は
、
『
懐
風
藻
』
第 

一
番
の
後
半
部
の
「
述
懐
」
に
「
羞
無
藍
撫
術 

安
能
望
四
海
」（
自
分
に
臣
下
を
治
め
る
術
が
無
い
こ
と 

を
羞
じ
る 

ど
う
す
れ
ば
穏
や
か
な
四
海
（
天
下
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
）
に
切
々
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。 

大
海
人
皇
子
は
当
初
、
左
大
臣
蘇
我
赤
兄
、
右
大
臣
中
臣
金
を
筆
頭
と
す
る
強
硬
派
の
悪
害
を
絶
っ
て

大
友
天
皇
を
助
け
る
こ
と
を
当
初
の
目
的
と
し
て
、
つ
ま
り
政
権
転
覆
や
皇
位
簒
奪
の
意
図
は
無
か
っ
た

の
に
、
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
。
僧
と
し
て
で
も
朝
廷
に
戻
れ
れ
ば
、
皇
位
を
大
友
天
皇
か
ら
自
分
と
天
智

天
皇
の
孫
に
な
る
葛
野
王
（
当
時
四
歳
）
に
つ
な
げ
る
と
思
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

自
分
の
無
力
さ
を
悟
っ
た
大
友
天
皇
が
自
殺
を
し
て
し
ま
っ
た
。 

大
友
天
皇
に
は
、
自
分
が
命
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
乱
を
終
結
し
て
、
悪
臣
を
排
除
し
て
国
を
治
め
ら

れ
る
義
父
に
あ
と
を
任
せ
た
い
と
い
う
、
悲
壮
な
読
み
と
覚
悟
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

結
果
、
大
海
人
皇
子
は
乱
の
功
臣
た
ち
の
強
い
推
挙
と
讃
良
皇
女
の
草
壁
皇
子
を
天
皇
に
し
た
い
と
い

う
強
い
願
い
が
あ
っ
て
、
天
皇
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
た
め
に
、
『
紀
』
は
大
友
天
皇
の
治
世
を
抹
殺
し
て
天
智
天
皇
か
ら
天
武
天
皇
に
皇
統
譜
を
繋
い 

だ
。 
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︱
︱
蛇
足
だ
が
、
こ
れ
が
「
壬
申
の
乱
」
の
発
端
と
終
焉
に
対
す
る
私
見
の
粗
筋
で
あ
る
。 

 
こ
れ
を
逆
に
辿
っ
て
ゆ
け
ば
、
大
海
人
皇
子
が
中
大
兄
皇
子
～
天
智
天
皇
の
側
で
鎌
足
と
共
に
飛
鳥
で

国
政
に
加
わ
っ
て
い
た
間
は
、
多
く
の
有
力
氏
族
を
従
え
る
時
間
的
・
精
神
的
な
余
裕
は
無
か
っ
た
も
の

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

従
っ
て
、
そ
の
期
間
の
大
海
人
皇
子
の
飛
鳥
に
お
け
る
威
信
構
築
が
原
動
力
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
「
壬 

申
の
乱
」
は
成
功
し
な
か
っ
た
し
功
臣
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

大
海
人
皇
子
が
諸
臣
か
ら
な
ぜ
そ
こ
ま
で
の
信
頼
と
期
待
を
寄
せ
ら
れ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
別
の
大
き

な
動
機
と
謎
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
ご
了
承
戴
き
た
い
。 

 

最
後
に
、「
壬
申
の
乱
」
に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
の
行
賞
と
死
後
贈
位
を
本
論
提
出
者
が
ま
と
め

た
表
を
提
示
し
て
お
く
。
前
掲
の
推
定
略
系
図
と
共
に
無
断
転
載
は
お
断
り
し
た
い
。 

 
 



16 

 

                 
 



17 

 

【
参
考
文
献
】
（
順
不
動
・
敬
称
略
） 

『
日
本
書
紀 

下
』
井
上
光
貞
監
訳
（
昭
和
６
３
年 

中
央
公
論
社
） 

『
古
事
記
・
日
本
書
紀
』
福
永
武
彦
訳
（
昭
和
５
２
年 

河
出
書
房
新
社
） 

『
続
日
本
紀
（
上
） 

全
現
代
語
訳
』
宇
治
谷
孟
（
１
９
９
６
年 

講
談
社
） 

『
額
田
ノ

姫
王
攷
』
尾
山
篤
二
郎
（
『
萬
葉
集
大
成
』
９ 

作
家
研
究
篇 

上 

昭
和
２
８
年 

平
凡
社
） 

 

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
】
（
順
不
動
・
敬
称
略
） 

「
大
阪
湾
環
境
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
↓
大
阪
湾
の
歴
史
」
国
土
交
通
省 

「
水
都
大
阪
↓
水
都
大
阪
の
歴
史
↓
古
代
大
阪
の
変
遷
」
水
都
大
阪
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム 

「
堺
か
ら
日
本
へ
！
世
界
へ
！
↓
堺
の
名
前
起
源
」
堺
市
博
物
館 

「
播
磨
風
土
記
」
国
文
学
研
究
資
料
館 

「
神
皇
正
統
記
」
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
国
文
学
研
究
資
料
館 

「
古
典
研
究
サ
イ
ト 

埋
れ
木
」
（
上
代
古
典
集
）
田
中 

孝
顕 

「
古
代
史
獺
祭 

列
島
編
」
（
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
・
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
） 

「
日
本
書
紀
の
漢
字
類
義
語
に
関
す
る
研
究 

︱
尊
称
を
中
心
に
︱
」
朴 

美
賢 

「
研
究 

額
田
王
に
関
す
る
一
考
察
」
有
村 

和
子 

「
額
田
王
覺
書 

︱
歌
人
額
田
王
誕
生
の
基
盤
と
額
田
メ
モ
の
採
録
︱
」
吉
井 

巖
（
萬
葉
学
会
「
萬
葉
」

第
五
十
三
號
昭
和
三
十
九
年 

三
三
～
五
一
頁 

万
葉
學
會
） 

「
社
会
実
情
デ
ー
タ
図
録
↓
日
本
人
の
寿
命
の
変
遷
（
「
寿
命
図
鑑
」2

0
1
6

年
い
ろ
は
出
版
引
用
） 

「
薬
師
寺
縁
起
」
東
京
国
立
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 

「
壬
申
の
「
乱
」
と
万
葉
集
」
金
井
清
一 

「
天
武
天
皇
の
年
齢
研
究
」
神
谷 

政
行 

「
和
暦
（
わ
ご
よ
み
）
と
中
華
歴
（
か
ら
ご
よ
み
）
」 

「W
i
k
i
p
e
d
i
a

」
日
本
語
版 

「G
o
o
g
l
e
M
a
p

」 

「
地
理
院
地
図
（
電
子
国
土W

e
b

）
」
国
土
地
理
院 


