
癸
未
年
八
月
日
十
大
王
年
男
弟
王
在
意
柴
沙
加
宮
時
斯
麻
念
長
奉

遣
開
中
費
直
穢
人
今
州
利
二
人
等
所
白
上
同
二
百
旱
所
此
竟

隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
の
銘
文
に
は
、
日
本
語
の
地
名
や
人
名
を
表
記

し
た
と
さ
れ
る
箇
所
が
数
カ
所
あ
る
。「
日
十
大
王
」「
男
弟
王
」「
意
柴
沙
加

宮
」「
斯
麻
」「
開
中
費
直
」
な
ど
で
あ
る
。「
斯
麻
」
を
「
し
ま
」
と
読
む
以

外
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
用
字
法
に
難
し
い
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
確
定
し
た

読
み
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
す
で
に
私
は
旧
稿
に
お
い
て
、「
開
中
費
直
」

の
読
み
に
つ
い
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
今
ま
で

「
開
」
と
読
ま
れ
て
き
た
字
は
「
歸
」
の
減
画
略
字
「

」
で
あ
り
、「
中
」
は

一
音
節
地
名
を
二
字
化
す
る
た
め
の
添
詞
の
用
法
で
不
読
と
な
り
、
上
字
の

「
歸
」
の
音
だ
け
「
き
（
乙
類
）」
で
読
み
、「
歸
中
費
直
」（
き
の
あ
た
ひ
）
と

す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
比
較
的
異
説
の
少
な
い
「
開
中
」

で
さ
え
、「
河
内
（
か
ふ
ち
）」
と
読
む
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
。

「

」

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

一

小
論
に
対
し
て
は
国
語
学
・
史
学
の
両
分
野
か
ら
賛
否
の
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
が
、「
カ
イ
又
は
カ
フ
（
開
の
字
音
）」
＋
「
う
ち
（
中
の
字
訓
）」

「
か
ふ
ち
」
の
よ
う
な
音
訓
交
用
表
記
は
時
代
的
に
は
も
っ
と
遅
れ
て
、
六
世

紀
中
期
以
降
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
開
中
」
を
「
か
ふ
ち
」
と
読
む
に

は
無
理
が
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
大
方
の
賛
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
実

際
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
作
っ
た
の
は
、
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
で
あ
る
。

こ
の
鉄
剣
銘
に
は
作
製
者
と
思
わ
れ
る
「
乎
獲
居
」
を
は
じ
め
、「
獲
加
多
支

鹵
」「
斯
鬼
」
な
ど
多
く
の
人
名
地
名
が
見
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
字
音
仮
名
を

使
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
五
世
紀
の
日
本
で
は
ま
だ
訓
が
未
成
立
の
段
階
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
史
学
に
お
い
て
も
、
国
語
学
に
お
い
て
も
今
や
一
般
的
な
常

識
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
地
名
・
人
名
な
ど
の
固
有
名
を
字
音
仮
名
で
読
む
原

則
を
認
め
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
（
以
下
隅
田
鏡
と
呼
称
）
の
場
合

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

｜
｜
「
男
弟
王
」
と
「
斯
麻
」
は
誰
か
｜
｜

石
和
田

秀

幸



は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
多
く
の
読
み
が
、
字
訓
仮
名
を

採
用
し
、
音
訓
交
用
表
記
で
説
明
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿

で
は
、
異
体
字
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
ど
の
字
を
字
音
で
読
む
べ
き
か
、

ど
の
字
を
正
訓
字
で
読
む
べ
き
か
を
検
討
し
、
上
代
表
記
史
の
中
に
隅
田
鏡
銘

文
を
正
し
く
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
国
語
学
の
枠
を

越
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
鏡
銘
中
の
「
男
弟
王
」
や
「
斯
麻
」
が
誰
で
あ
っ

た
か
と
い
う
謎
も
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。

一
「
日
十
大
王
年
」

ま
ず
、
十
の
直
前
の
字
が
い
っ
た
い
「
日
（
ひ
）」
な
の
か
、
ひ
ら
び
の

「
曰
」
な
の
か
で
論
が
分
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
景
行
天
皇
の
説
話
中
に

「
夜
に
は
九
夜
、
日
は
十
日
を
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
例
よ
り
日
付

の
部
分
「
日
十
」
を
日
本
語
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
で
表
記
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

し
か
し
な
ぜ
、
銘
文
中
こ
こ
だ
け
が
そ
の
よ
う
な
語
順
の
入
れ
替
え
を
し
た
の

か
不
思
議
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
こ
だ
け
転
倒
し
て
書
き
誤
っ
た
と
見
た
方
が
私

に
は
納
得
が
行
く
。
だ
が
こ
の
「
大
王
」
の
語
の
直
後
に
「
年
」
字
が
来
る
こ

と
は
等
閑
視
で
き
な
い
。「
年
」
を
「
ね
」
と
字
訓
で
読
ん
だ
り
、「
与
」
の
異

体
字
と
見
た
り
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
が
曖
昧
で
認
め
ら
れ
な
い
。
私

は
こ
こ
は
「
大
王
の
年
（
御
代
）」
と
続
く
文
脈
で
良
い
と
思
う
。「
癸
未
年
」

と
「
大
王
年
」
と
「
年
」
が
二
つ
重
な
る
が
、
年
号
が
二
つ
併
記
さ
れ
る
例
が

中
国
漢
代
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
も
お
り
、「
大
王
年
」
で
問
題
は
な
い
。「
日

十
」
は
大
王
名
で
あ
り
、
し
か
も
字
音
で
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

際
「
日
」
を
「
ひ
」
や
「
か
」
の
よ
う
な
字
訓
表
記
と
す
る
説
は
排
除
さ
れ
る
。

更
に
「
歸
中
費
直
（
き
の
あ
た
ひ
）」
の
「
中
」
字
に
は
っ
き
り
と
百
済
の

地
名
表
記
（「
面
中
」「
八
中
」「
辟
中
」「
弗
中
」）
の
影
響
が
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
百
済
三
書
」
や
「
推
古
遺
文
」
な
ど
に
見
ら

れ
る
用
字
法
で
書
か
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
ひ
ら
び

の
「
曰
」
は
次
の
よ
う
な
百
済
官
人
の
名
に
例
を
見
る
。

百
済
遣

中
部
木

施
徳
文
次
・
前
部
施
徳
曰
佐
分
屋
等
於
筑
紫

（
欽
明
紀
十
五
年
正
月
）

こ
の
記
事
は
「
百
済
三
書
」
の
引
用
で
は
な
い
が
、
直
前
に
百
済
独
特
の
姓

「
木

」
や
百
済
の
五
部
制
・
官
位
な
ど
の
表
現
が
あ
り
、
百
済
の
用
字
法
で

書
か
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
か
ま
わ
な
い
。「
曰
」
字
は
喉
音
喩
母
月
韻
で
あ

る
。
八
世
紀
の
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
は
「
曰
理
（
わ
た
り
）
郷
」
の
「
曰
」

の
よ
う
な
二
合
仮
名
も
見
え
る
が
、
同
声
同
韻
の
「
越
」
が
『
万
葉
集
』
で

「
を
」
の
字
音
を
持
っ
て
読
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
『
釈
日
本
紀
』
の
秘
訓
で

「
曰
佐
」
を
「
ヲ
サ
」
と
読
む
な
ど
、「
わ
た
」
よ
り
更
に
古
い
字
音
の
「
を
」

で
読
む
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
一
番
の
難
点
は
「
曰
」
が
六
世
紀
以
降
の
用
例
と
し
て
、「
曰
佐

（
を
さ
）」
以
外
の
用
例
を
見
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。「
曰
佐
」
氏
は
通
訳
を

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

二



職
掌
と
す
る
氏
族
と
さ
れ
「
曰
（
い
）
ふ
を
佐
（
た
す
）
く
」
の
よ
う
な
戯
書

的
要
素
を
持
っ
た
特
別
な
用
法
で
命
名
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
言
わ

れ
て
い
る
。
字
音
で
「
を
」
を
表
す
字
と
し
て
は
、
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄

剣
銘
の
「
乎
獲
居
」
の
「
乎
」
字
が
後
の
時
代
に
も
使
用
さ
れ
続
け
、
他
に
も

「
袁
」「
烏
」「
遠
」
な
ど
の
用
字
が
一
般
的
で
あ
る
。「
曰
」
は
特
殊
な
用
字
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
こ
の
字
は
既
述
の
よ
う
に
「
日
（
ひ
）」
と
紛
ら

わ
し
く
、
混
乱
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
字
を
な
ぜ
字
音
仮
名

で
使
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
ひ
ら
び
の
「
曰
」
と

判
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

な
ぜ
「
曰
」
字
な
の
か

私
は
結
論
と
し
て
、
こ
の
字
が
や
は
り
ひ
ら
び
の
「
曰
」
字
だ
と
考
え
る
も

の
だ
が
、
以
下
に
そ
う
思
う
理
由
を
二
点
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

『
新
撰
姓
氏
録
』
山
城
国
皇
別
の
曰
佐
氏
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。

紀
朝
臣
同
祖
、
武
内
宿
禰
之
後
也
。
欽
明
天
皇
御
世
、
率

同
族
四
人

国
民
卅
五
人

帰
化
。
天
皇
矜

其
遠
来

、
勅

珍
勳
臣

為

卅
九
人
之

訳

。
時
人
号
曰

訳
氏

。
男
諸
石
臣
。
次
麻
奈
臣
。
是
近
江
国
野
洲
郡

曰
佐
。
山
代
国
相
楽
郡
山
村
曰
佐
。
大
和
国
添
上
郡
曰
佐
等
祖
。

曰
佐
氏
は
紀
朝
臣
の
同
祖
で
は
な
く
、
事
実
は
渡
来
氏
族
で
あ
ろ
う
と
言
わ

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

三

れ
る
が
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
曰
佐
氏
が
紀
氏
の
同
祖
で
あ
る
と
主
張
す

る
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
延
暦
二
十
四

年
（
八
〇
五
）
に
は
大
和
国
添
上
郡
の
曰
佐
氏
が
紀
野
朝
臣
の
氏
姓
を
賜
っ
て

い
る
（『
日
本
後
紀
』）。

隅
田
八
幡
神
社
鏡
銘
文
中
で
派
遣
さ
れ
た
の
は
「
開
中
費
直
」
で
は
な
く
、

「
歸
中
費
直
（
き
の
あ
た
ひ
）」
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
、
鏡
を
大
王
に
献
上
す

る
使
者
に
任
命
さ
れ
た
こ
の
紀
直
が
、
鏡
の
銘
文
作
成
に
も
参
画
し
て
い
た
と

考
え
た
い
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
最
近
出
土
の
木
簡
で
「
紀
部
」
を
朝

鮮
語
の
訓
を
使
っ
て
「
耳
中
部
」
で
表
記
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
き
た
。

朝
鮮
半
島
と
の
結
び
つ
き
の
強
い
紀
氏
は
、
そ
の
一
族
内
部
で
奈
良
時
代
に
な

っ
て
も
独
自
の
用
字
法
を
堅
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
曰
佐
」
と
い

う
同
族
を
持
つ
紀
氏
に
と
っ
て
こ
そ
、「
を
」
の
表
記
は
「
乎
」
で
は
な
く
、

「
曰
」
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
つ
目
に
指
摘
し
た
い
の
は
そ
の
字
体
で
あ
る
。
こ
の
字
は
よ
く
見
る
と
右

上
が
切
れ
た
「

」
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
「
日
（
ひ
）」
と
区
別
す
る

た
め
の
「
曰
」
の
異
体
字
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
資
料

）

中
国
語
学
の
太
田
辰
夫
氏
は
異
体
字
の
資
料
と
し
て
「
唐
宋
俗
字
譜
｜
祖
堂

集
之
部
」
と
い
う
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
中
の
「
曰
」
の
異
体
字
が
隅

田
八
幡
神
社
鏡
の
「

」
と
類
似
す
る
。（
資
料

）『
祖
堂
集
』
は
一
二
四
五

年
刊
行
の
初
期
禅
宗
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
、
唐
五
代
の
中
国
俗
語
も
見

「

」「

」



ら
れ
る
と
言
う
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
こ
の
本
が
中
国
で
は
な
く
朝
鮮
高
麗

王
朝
の
麗
版
大
蔵
経
の
蔵
外
補
版
と
し
て
開
版
さ
れ
、
今
世
紀
の
は
じ
め
に
そ

の
版
木
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「

」
は
古
く

朝
鮮
半
島
内
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
異
体
字
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
。
隅
田
鏡
と

は
五
百
年
の
隔
た
り
を
持
つ
も
の
の
、
偶
然
の
一
致
と
い
う
に
は
見
過
ご
せ
な

い
字
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
異
体
字
は
わ
ず
か
な
が
ら
七
世
紀
初
頭
の
中
国
の

石
碑
に
そ
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
資
料

）

「

」

以
上
の
例
よ
り
、
右
上
に
切
れ
目
の
あ
る
筆
画
の
「

」
字
は
、
「
日

（
ひ
）」
と
区
別
す
る
た
め
に
意
図
的
に
使
わ
れ
た
異
体
字
で
あ
っ
て
、「
曰
十

大
王
」
の
「
曰
」
は
古
韓
音
と
も
言
う
べ
き
字
音
仮
名
に
よ
っ
て
「
を
」
と
読

ま
れ
た
も
の
と
判
断
す
る
。
お
そ
ら
く
「
十
」
も
字
音
で
読
ま
れ
た
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
考
察
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
次
の
「
男
弟
王
」
の
解
釈

へ
進
む
。

三
「
男
弟
王
」
の
読
み

「
男
弟
王
」
の
「
男
」
字
が
異
体
字
で
あ
り
、「
男
」
以
外
に
「
乎
」「
孚
」

な
ど
の
異
説
を
持
ち
、
そ
の
解
釈
は
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、「
男
」「
乎
」「
孚
」
の
ど
れ
を
取
っ
て
も
、「
弟
」
の
字
訓
「
お
と
」

と
結
び
つ
け
て
、
継
体
天
皇
を
指
す
と
す
る
読
み
方
に
は
、
国
語
学
的
に
少
な

か
ら
ず
問
題
が
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。

継
体
の
諱
は
「
男
大
迹
」（『
日
本
書
紀
』）「
乎
富
杼
」（『
古
事
記
』）「
乎
富

等
」（『
釈
紀
』
所
引
『
上
宮
記
』）
な
ど
す
べ
て
共
通
し
て
「
を
ほ
ど
」
を
表

記
し
た
も
の
で
あ
り
、「
男
弟
」
や
「
乎
弟
」
は
「
を
お
と
」
と
し
か
読
め
な

い
以
上
、
違
う
名
前
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
大
野
晋
氏

が
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
の
注
で
詳
し
く
音
韻
考
証
を
し

て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
国
語
学
的
に
例
証
を
挙
げ
て
反
駁
し
た
説
を
見
な
い
。

ま
た
「
男
弟
」
は
字
訓
に
よ
る
表
記
、「
乎
弟
」
は
音
訓
交
用
表
記
で
あ
り
、

「

」

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

四

資
料

隅
田
鏡
「
曰
十
」
字
写
真

資
料

『
祖
堂
集
』「
曰
」
字

資
料

□
袿
墓
誌
（
六
三
一
年
）

慧
静
塔
銘
（
六
四
一
年
）



前
項
の
「
曰
十
大
王
」
の
考
証
で
示
し
た
よ
う
に
字
訓
を
使
っ
て
い
る
点
に
も

無
理
が
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
表
記
と
し
て
相
容
れ
な
い
。

「
孚
弟
」
も
ま
た
音
訓
交
用
表
記
で
あ
る
。「
弟
」
は
略
訓
仮
名
と
い
う
よ
り
、

二
重
母
音
に
よ
り
「
ふ
お
と
」
の
「
お
」
音
が
脱
落
し
た
訓
仮
名
と
見
る
べ
き

だ
が
、「
弟
」
字
を
「
王
」
の
前
に
置
け
ば
「
弟
王
」
と
い
う
正
訓
字
で
読
ま

れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
生
じ
る
。
継
体
天
皇
の
更
名
「
彦
太
尊
」
の
一
部
分
の

み
を
表
し
た
と
す
る
の
も
納
得
で
き
な
い
。「
弟
」
は
字
音
で
読
む
な
ら
『
日

本
書
紀
』
に
「
で
」
の
例
が
あ
る
。

伊
弟

由
介
那
（
出
で
て
行
か
な
）

崇
神
紀
八
年
条

「
孚
弟
」
は
字
音
で
「
ふ
で
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
「
彦
太

尊
」
の
「
太
」
と
は
結
び
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、「
男
弟
王
」
は

大
王
名
を
表
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
定
説
の
よ
う
に
普
通
名
詞
と
見
て
解
釈

す
る
の
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
私
は
「
男
」
字
に
は
大
き
な
疑
問
を

持
っ
て
お
り
、
他
の
字
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
「
弟
王
」
の
上
接
字
の
再
検
討

次
の
写
真
（
資
料

）
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
は
「
男
」
と
見
ら
れ
て

来
た
字
で
あ
る
が
、
本
来
下
半
分
は
「
力
」
で
あ
る
は
ず
が
「

」
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、「
田
」
の
第
一
画
の
左
縦
画
は
決
し
て
つ
な
が
っ
て
い
な
い
か

ら
、「
田
」
の
形
を
成
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
「
男
」
字
を
白
紙
に
も
ど
し

「

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

五

「
□
弟
王
」
と
し
て
検
討
を
加
え
た
い
。

ま
ず
「
□
弟
王
」
が
「
在

意
柴
沙
加
宮

時
」
と
い
う
表
現
と
共
に
現
れ

る
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
王
が
○
○
宮
に
在
ま
す
」
で
は
な
く
、

「
王
が
○
○
宮
に
在
ま
す
時
」
と
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

稲
荷
山
鉄
剣
銘
の
「
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
」
か
ら
『
古
事
記
』
の

「
坐
○
○
宮
治
天
下
」
ま
で
連
綿
と
使
わ
れ
続
け
て
き
た
で
あ
ろ
う
特
異
な
表

現
と
同
列
の
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
、「
意
柴
沙
加
宮
」
は
大
王
の
住
む

宮
で
あ
り
、
そ
の
宮
に
い
た
そ
の
「
時
」
こ
そ
が
大
王
の
治
世
の
時
代
で
あ
る

と
言
挙
げ
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
大
王
」「
□
弟
王
」
を
二
人
の
王
と
分
け
て
考
え
る
必
要

は
な
く
、「
曰
十
大
王
」
と
「
□
弟
王
」
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
王
統
に
連
な

資
料

隅
田
鏡
「
男
弟
」
字
写
真



る
弟
王
が
「
曰
十
」
と
い
う
名
の
大
王
と
な
っ
て
「
意
柴
沙
加
宮
」
で
政
治
を

執
っ
た
も
の
と
見
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
私
見
が
最
初
と
は
言
え
な
い
が
、
今
ま

で
「
男
弟
王
」
を
継
体
天
皇
と
見
て
「
癸
未
年
」
を
五
〇
三
年
と
す
る
説
や

「
意
柴
沙
加
宮
」
を
「
忍
坂
大
中
姫
」
と
関
連
付
け
て
四
四
三
年
と
す
る
論
に

阻
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
再
検
討
し
た
い
の
は
、「
□
弟
王
」
の
「
□
」
字
に
隠
さ
れ
て
い
る

真
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
字
は
春
日
政
治
・
山
尾
幸
久
氏
等
に
よ
っ
て
「
孚
」

と
も
判
読
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
前
項
で
す
で
に
「
孚
」
の
妥
当
で
な
い
こ

と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
字
の
下
半
分
を
「
子
」
と
見
る
点
は
間
違

っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。「

」
の
よ
う
な
横
の
一
字
が
突
き
抜
け
な
い
例

は
、
隅
田
鏡
の
「
等
（
尊
？
）」
の
「
寸
」
に
見
ら
れ
る
。
今
、
こ
の
字
を
ト

レ
ー
ス
し
た
字
姿
を
資
料

と
し
て
示
す
。「
子
」
の
字
の
上
に
「
口
」
が
載

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
見
で
は
こ
の
字
に
、
も
っ
と
も
よ
く
似
た
字
は

空
海
撰
と
さ
れ
る
『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
見
出
せ
る
。「
子
」
の
上
に
「
タ
」

「

」

を
載
せ
た
字
で
あ
る
。（
資
料

）

こ
の
字
は
反
切
か
ら
見
て
も
、「
予
、
我
」
と
い
う
義
注
か
ら
見
て
も

「
予
」
の
異
体
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
篆
隷
万
象
名
義
』
の
細
か

い
調
査
を
行
っ
た
白
藤
禮
幸
氏
も
「
予
」
と
見
て
い
る
。
私
は
今
ま
で
「
男
」

と
思
わ
れ
て
来
た
字
に
つ
い
て
、「
予
」
字
説
を
提
案
す
る
。
現
在
の
研
究
で

『
篆
隷
万
象
名
義
』
は
原
本
系
『
玉
篇
』
の
原
文
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
こ
と

が
立
証
さ
れ
、
そ
の
『
玉
篇
』
は
梁
の
顧
野
王
が
大
同
九
年
（
五
四
三
）
に
述

作
し
た
古
字
書
で
あ
り
、
六
世
紀
以
前
の
中
国
南
朝
の
漢
字
を
知
る
に
は
も
っ

と
も
重
要
な
書
と
言
え
る
。
そ
し
て
『
玉
篇
』
の
中
の
字
が
隅
田
鏡
に
使
わ
れ

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

た
だ
、
こ
の
字
の
下
半
分
が
「
子
」
に
似
て
い
て
も
、
隅
田
鏡
の
字
は

「
タ
」
と
い
う
よ
り
も
「
口
」
に
近
い
。「
予
」
の
異
体
字
が
「

」
だ
っ
た
の

か
「

」
だ
っ
た
の
か
後
世
の
資
料
か
ら
の
判
断
は
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
原

字
を
探
る
た
め
に
も
う
一
つ
の
資
料
を
紹
介
し
た
い
。（
資
料

）

こ
れ
は
英
国
図
書
館
が
所
蔵
す
る
ス
タ
イ
ン
将
来
の
敦
煌

文
献
中
の

３
８
８
と
い
う
整
理
番
号
を
持
つ
い
わ
ゆ
る

「
字
様
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
字
書
の
一
部
抜
粋
で
あ

る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
西
原
一
幸
氏
の
詳
し
い
考
証
が
あ

る
。
お
よ
そ
唐
代
貞
観
以
降
の
書
写
と
さ
れ
る
が
、
他
に
見

な
い
異
体
字
も
多
く
含
ま
れ
、
唐
以
前
の
六
朝
の
漢
字
研
究

「

」

「

」

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

六

資
料

『
篆
隷
万
象
名
義
』「
予
」
異
体
字

資
料

弟
の
上
字
ト
レ
ー
ス



に
貴
重
な
資
料
と
な
る
。
こ
の
中
の
「
豫
」
が
「
予
」
の
同
字
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
下
に
は
「
預
」
や
「

」
が
続
き
、
す
べ
て

「
豫
」
音
を
持
つ
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
豫
」
の
上
の
字
「
阜
」
に

は
「
豫
」
の
音
は
な
い
。
こ
れ
は
こ
の
本
に
数
多
く
見
ら
れ
る
誤
写
の
一
つ
で

あ
り
、
こ
の
字
は
「
子
」
の
上
に
「
口
」
が
付
い
た
異
体
の
「
予
」
字
を
書
き

誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
新
撰
字
鏡
』
巻

に
は
「
多
」
を
「

」
と

し
た
異
字
体
が
あ
り
「
タ
」
と
「
口
」
の
通
用
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
資

料
に
よ
っ
て
、「
予
」
の
異
体
字
の
一
つ
に
確
か
に
「

」
の
形
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

五
「
斯
麻
」
は
誰
か

以
上
の
異
体
字
の
検
証
に
よ
っ
て
、「
□
弟
王
」
は
「
予
弟
王
」
で
あ
っ
た

「

」

「

」

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘

七

こ
と
が
わ
か
っ
た
と
思
う
が
、
こ
れ
は
字
音
仮
名
で
は
読
め
ず
、
正
字
で
読
む

し
か
な
く
「
吾
が
弟
の
王
」
の
意
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
鏡
の
銘
文
の

前
半
部
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

「
癸
未
年
（
五
〇
三
年
）
八
月
、
曰
十
大
王
の
御
代
、
予
（
私
）
の
弟
王
が

意
柴
沙
加
宮
で
天
下
を
治
め
て
い
ま
す
時
、（
私
）
斯
麻
が
（
王
に
逆
心
な

く
）
長
く
奉
え
ま
つ
る
こ
と
を
約
束
し
、
歸
中
費
直
と
朝
鮮
穢
族
の
人
、
名
は

今
州
利
の
二
人
を
遣
わ
し
（
こ
の
鏡
を
奉
呈
し
ま
す
。）」

こ
れ
で
「
斯
麻
」
が
誰
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
曰
十
大

王
」
の
「
曰
」
は
「
を
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
五

世
紀
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
を
」
を
名
前
の
一
部
に
持
っ
た
天
皇
は

複
数
見
え
る
。
し
か
し
、「
斯
麻
」
と
い
う
兄
が
い
る
天
皇
は
一
人
し
か
い
な

い
。「
島

郎
」「
島
稚
子
」
と
呼
ば
れ
た
兄
を
持
ち
、「
弘
計
」（「
袁
祁
」）

の
王
名
で
呼
ば
れ
た
顕
宗
天
皇
で
あ
る
。「
十
」
は
「
弘
計
」
の
「
計
」
の
省

文
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
り
、
改
め
て
説
明
の
必
要

も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
銅
」
が
「
同
」
へ
「
鏡
」
が
「
竟
」
に
な
っ
た
よ

う
に
「
計
」
も
「
言
」
を
除
い
て
「
十
」
に
省
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
十
」
に
「
け
」
の
字
音
が
な
い
の
が
少
し
不
審
で
は
あ
る
が
、
高
麗
時
代
の

口
訣
に
「
十
」
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
「
け
」
に
近
い
音
で
読
ん
だ
と
い
う
説
も

あ
る
。
こ
れ
は
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
古
代
朝
鮮
に
も
「
十
」
に
「
け
」
の
読

み
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『

３
８
８
字
様
』

の
「
予
」
字
拡
大
ト
レ
ー
ス



さ
て
「
斯
麻
」
と
い
う
人
物
は
顕
宗
天
皇
に
続
い
て
天
皇
と
な
り
、
億
計
王

（
仁
賢
天
皇
）
と
な
る
の
だ
が
、
鏡
銘
の
「
癸
未
」
が
五
〇
三
年
で
あ
れ
ば
、

こ
の
時
ま
で
顕
宗
天
皇
時
代
が
続
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
、『
日
本
書
紀
』
の

歴
代
天
皇
の
紀
年
と
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ず
れ
を
説
明
す
る
成

案
も
あ
る
が
、
す
で
に
紙
数
の
余
裕
は
な
く
、
ま
た
表
題
の
「
上
代
表
記
史
」

の
枠
を
越
え
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
論
を
組
み
立
て
る
の
に
旧
稿
に
よ
っ
て

い
る
所
も
あ
り
、
不
明
な
点
も
多
か
っ
た
こ
と
を
恐
れ
恥
じ
る
。
賢
明
な
る
大

方
の
ご
叱
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

注

小
稿
「
隅
田
八
幡
神
社
鏡
銘
文
「
開
中
」
字
の
再
検
討
｜
「
耳
中
部
」
木
簡
出
土

の
意
義
｜
」（『
千
葉
史
学
』
三
十
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

東
野
治
之
「
日
本
語
論
｜
漢
字
・
漢
文
の
受
容
と
展
開
」（『
長
屋
王
木
簡
の
研

究
』、
一
九
九
六
年
、
初
出
は
『
新
版
古
代
の
日
本
』

一
九
九
三
年
）
・
沖
森
卓

也
『
日
本
古
代
の
表
記
と
文
体
』（
第
一
章
第
一
節
日
本
語
表
記
の
黎
明
、
二
〇
〇

〇
年
）
な
ど
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
「
乎
獲
居
臣
」
の
「
臣
」
字
は
（「
巨
」「
直
」
の
異
説
を
持
つ
が
）、
も
し

「
臣
」
と
見
て
も
、
固
有
名
詞
の
範
疇
に
入
ら
な
い
。「
費
直
」
は
古
代
朝
鮮
で
使
わ

れ
た
も
の
と
見
る
説
が
あ
る
が
、「
臣
」
も
朝
鮮
半
島
経
由
の
も
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
新
羅
「
蔚
州
川
前
里
書
石
」
原
銘
（
五
二
五
）・
追
銘
（
五
三
九
）
の
「
作

功
臣
」「
□
臣
」
の
よ
う
に
職
名
の
一
部
に
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
今
は
未
詳
と

す
る
。

角
林
文
雄
『
日
本
古
代
の
政
治
と
経
済
』
第
一
章
第
四
節
、
一
九
八
九
年
。

注

小
稿
『
南
斉
書
』
四
九
〇
年
・
四
九
五
年
の
百
済
上
表
文
に
は
、「
ー
中
」

型
の
地
名
が
見
ら
れ
、
私
見
で
は
隅
田
鏡
の
「
歸
中
費
直
」
の
「
中
」
は
そ
の
用
字

法
の
影
響
を
直
接
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
鏡
銘
冒
頭
の
「
癸
未

年
」
は
、
百
済
上
表
文
作
成
時
に
近
い
五
〇
三
年
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

注

小
稿

太
田
辰
夫
『
唐
宋
俗
字
譜
祖
堂
集
之
部
』
一
九
八
二
年
。

坂
元
義
種
「
隅
田
八
幡
神
社
の
人
物
画
象
鏡
｜
と
く
に
銘
字
を
中
心
と
し
て
｜
」

（『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
下
』、
一
九
八
〇
年
）
に
詳
述
。

注

沖
森
著
書
８
頁

高
口
啓
三
「
隅
田
八
幡
画
像
鏡
銘
文
の
解
釈
」（『
古
代
学
研
究
』
百
三
十
五
号
、

一
九
九
六
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

白
藤
禮
幸
「
掲
出
字
索
引
」（『
高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一
』、
一
九
七
七
年
）
こ

の
字
の
左
側
に
あ
る
点
は
誤
っ
て
付
け
た
も
の
か
判
断
し
か
ね
る
が
、
白
藤
氏
は
こ

の
点
を
掲
出
字
で
は
除
い
て
表
記
し
て
い
る
。

大
友
信
一
・
西
原
一
幸
『「
唐
代
字
様
」
二
種
の
研
究
と
索
引
』
一
九
八
四
年

注

沖
森
著
書

頁
、
森
幸
一
「
隅
田
八
幡
神
社
蔵
人
物
画
象
鏡
判
読
新
考
」

（『
専
修
史
学
』
十
二
号
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど

韓
国
、
白
斗
鉉
「
高
麗
本
華
厳
経

（
の
）
口
訣
字

十

（
に
関

す
る
考
察
）」（『
国
語
史

（
と
）
借
字
表
記
』、
一
九
九
五
年
）

（
付
記
）
玉
村
先
生
の
高
恩
は
計
り
知
れ
な
い
。
研
究
か
ら
長
く
離
れ
て
い
た
私
に
、

発
表
の
場
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど
、
い
く
ら
感
謝
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と

は
な
い
。
ま
た
、
今
回
も
隅
田
八
幡
神
社
の
宮
司
寺
本
嘉
幸
氏
に
は
人
物
画
象
鏡
の

写
真
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
そ
の
ご
厚
情
に
対
し
て
伏
し
て
深
甚
の
感
謝
を
述

べ
る
。

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘
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