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六
枇
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
、
日
本
古
代
の
国
家
形
成
期
に
人
き
な

存
在
感
を
ホ
し
た
蘇
我
氏
一
族
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
研
究
論
文
だ
け
で
な
く
、
占
代
史
に
関
心
を

寄
せ
る
一
般
読
者
を
対
象
に
し
た
単
行
本
も
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い

る
。
近
年
で
は
、
乙
巳
の
変
（
「
大
化
改
新
」
）
を
、
犬
皇
家
を
な
い
が

し
ろ
に
す
る
言
動
、
行
為
を
重
ね
た
が
故
、
蘇
我
蝦
夷
・
人
廂
父

f
が

誅
殺
さ
れ
た
事
件
と
す
る
、
戦
前
の
白
土
同
史
観
か
ら
の
勧
善
懲
悪
的
単

純
化
を
批
判
し
、
乙
巳
の
変
の
政
治
史
的
意
義
を
国
家
形
成
史
上
に
位

置
つ
け
る
こ
と
を
試
み
る
研
究
が
主
流
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
皇

国
史
観
に
基
づ
く
反
逆
者
像
か
ら
の
脱
却
を
、
t
張
し
な
が
ら
な
お
、
古

代
史
上
、
他
氏
族
か
ら
抜
き
ん
で
た
政
治
権
力
を
掌
握
し
た
蘇
我
氏
の

呪
縛
か
ら
逃
れ
ぎ
れ
て
い
な
い
研
究
も
依
然
と
し
て
多
い
よ
う
に
思
わ

佐
藤
長
門
著

『
蘇
我
大
臣
家
』

書
評
と
紹
介

大

平

を
読
む

聡

れ
る
c

蘇
我
氏
の
出
自
論
中
、
朝
鮮
半
島
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
よ
う

と
す
る
説
に
、
傑
出
し
た
氏
族
と
し
て
の
蘇
我
氏
と
い
う
観
念
の
呪
縛

の
強
さ
を
感
じ
る
の
は
、
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
を
一
読
し
、
強
く
印
象
に
残
り
、
大
き
く
共
感
で
き
た
の
は
著

者
の
二
寺
身
大
」
の
蘇
我
氏
を
描
合
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
「
喝
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
時
代
の
諸
条
件
に
規
制
さ
れ
た

存
在
」

(

'

1

o・.1貞
）
と
し
て
、
麻
我
氏
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
を
生
き
た
人
々
を
見
つ
め
て
い
こ
う
と
す
る
研
究
態
度
で
あ
っ
た
。

本
LLJ
の
牡
色
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
り
、
そ
こ
に
着
目
し
て
本
書
を
味

説
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
こ
れ
で
本
書
の
紹
介
の
結
び
と
し
た
い
と

こ
ろ
で
は
あ
る
か
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
素
っ
気
な
い
。
贅
言
と
な
る

こ
と
を
承
知
の
上
で
、
評
者
が
理
解
し
た
本
書
の
重
要
な
指
摘
、
そ
し

て
捻
い
た
若
丁
の
疑
間
を
、
以
下
、
記
す
こ
と
と
す
る
。

本
書
の
冒
頭
に
は
六
頁
か
ら
成
る
「
大
臣
と
合
議
制
」
が
置
か
れ
、

以
ド
、
丁
蒻
蘇
我
稲
目
、

g
蘇
我
馬
子
、

(3立
蘇
我
蝦
夷
・
人
鹿
と
続
き
、

最
後
に
や
は
り
六
頁
か
ら
成
る
「
そ
の
後
の
蘇
我
氏
」
が
配
さ
れ
て
い

る
。
一
般
的
に
は
、
「
大
臣
と
合
議
訓
」
は
口
忙
し
め
に
」
、
「
そ
の
後
の

蘇
我
氏
」
は
「
お
わ
り
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
敢
え
て
こ

の
一
般
的
亨
だ
て
名
を
と
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
評
者
は
著
者
の
意

図
を
感
じ
る
（
）
特
に
、
冒
頭
を
「
大
臣
と
合
議
制
」
の
タ
イ
ト
ル
で
始

め
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
＂
鮮
我
氏
拍
頭
の
原
点
が
あ
る

と
い
う
著
者
の
考
え
が
端
的
に
ポ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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著
者
は
一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
、
古
代
日
家
の
形
成
過
程
を
マ
へ

ツ
キ
ミ
層
の
結
集
・
構
造
化
と
い
う
視
点
か
ら
名
察
し
、
そ
の
研
究
成

果
は
二

0
0
九
年
、
吉
川
弘
文
館
よ
り
『

H
本
古
代
E
権
の
構
造
と
展

間
』
と
し
て
仇
成
さ
れ
て
い
る
。
著
者
よ
り
や
や
旱
く
、
権
力
集
中
と

そ
の
構
造
化
と
い
う
視
点
か
ら
王
権
論
に
取
り
組
ん
て
い
た
評
者
は
、

王
権
継
承
論
を
提
示
し
た
も
の
の
、
権
力
構
造
の
具
体
的
内
容
と
な
る

群
臣
（
マ
ヘ
ッ
キ
ミ
）
層
の
結
集
形
態
に
立
ち
入
れ
ず
に
い
だ
。
そ
う

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
時
、
歴
史
学
研
究
会
日
本
古
代
史
部
会
で
知
り

合
っ
た
著
者
が
、
ま
さ
に
そ
の
間
題
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
著
者
の
研
究
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
自
分
は
王
権
継
承
論
か

ら
占
代
国
家
の
形
成
、
展
開
段
階
論
を
進
め
よ
う
と
考
え
た
こ
と
を
こ

こ
に
告
白
し
て
お
き
た
い

C

さ
て
、
「
大
臣
と
合
議
制
」
は
六
頁
に
過
ぎ
な
い
分
鼠
で
は
あ
る
が
、

こ
の
六
頁
を
精
読
す
る
だ
け
で
も
、
古
代
国
家
形
成
過
程
を
考
え
る
上

に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
六
貞
さ
え

l
分
に
理
解

し
て
お
け
ば
、
①
か
ら
③
の
本
論
を
よ
り
深
く
理
鮒
す
る
こ
と
か
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

評
者
が
こ
こ
で
最
も
重
要
と
衿
え
る
の
は
、
打
力
階
層
を
糾
合
す
る

合
議
機
構
が
六
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
て
あ
る
。
そ
し
て
も

う
一
っ
、
こ
の
合
議
機
構
は
、
王
権
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
点
で
あ
る
。
王
権
論
を
前
提
に
据
え
て
の
合
議
体
制
論
、
こ
れ
こ

そ
が
著
者
の
合
議
制
研
究
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
こ
に
著
者
の
研
究
の
特

色
が
あ
る
。
合
議
制
を
氏
族
勢
力
の
王
権
に
対
す
る
牙
城
と
見
る
「
貴

族
共
和
制
」
と
い
う
考
え
は
と
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
麻
我
氏
の
政
治
権

力
を
、
大
王
権
力
と
同
等
か
、
も
し
く
は
凌
駕
す
る
と
い
う
見
方
は
、

胄
闊
の
王
権
構
造
、
権
力
構
造
を
理
解
し
て
い
な
い
俗
説
と
し
て
切
り

捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
e

あ
く
ま
で
も
目
指
さ
れ
た
の
は
大
玉
に
よ
る

内
制
休
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
蘇
我
氏
も
こ
の
枠
組
み
の
中

で
「
努
力
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
読
者
は
そ
う
し
た
、
今

ま
で
息
い
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
蘇
我
氏
の
「
群
臣
の
支
持
獲
得
に

腐
心
」
す
る
姿
を
確
認
す
る
だ
ろ
う
了
ハ
頁
）
と
、
「
大
臣
と
合
議
制
」

は
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

六
枇
紀
、
欽
明
期
に
恨
襲
王
権
制
の
確
立
を
見
る
評
者
は
、
著
者
の

右
の
古
代
日
家
形
成
過
和
に
関
す
る
大
前
提
と
も
言
う
べ
き
認
識
を
正

当
な
考
え
と
し
て
支
持
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
工
八

王
に
よ
る
専
制
体
制
確
立
」
と
い
う
一
旬
（
五
頁
）
で
あ
る
。
冨
寸
制
体

制
」
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
専
制
」
を
、
大
上
の
恣

意
に
よ
る
政
治
体
制
、
「
独
裁
」
と
す
る
理
解
を
導
き
は
し
な
い
か
、
い

さ
さ
か
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
な
ぜ
六
枇
紀
か
。
こ
こ
で
著
者
は
そ
の
根
幹
と
な
る
要

因
と
し
て
、
百
済
・
新
羅
に
よ
る
加
耶
地
域
の
併
合
を
あ
げ
る
。
そ
れ

が
日
本
列
島
、
倭
国
に
ど
の
よ
う
な
影
曹
を
及
ぼ
す
か
。
列
島
内
に
お

け
る
製
鉄
を
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
倭
国
は
、
加
耶
地
域
を
鉄
の
供
給

源
と
し
て
い
た
。
加
耶
地
域
が
百
済
・
新
羅
に
併
合
さ
れ
た
影
卿
は
、
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鉄
の
安
定
供
給
の
途
絶
を
意
味
し
、
そ
れ
は
鉄
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
地
域
首
長
と
し
て
の
地
位
を
確
立
さ
せ
て
い
た
首
長
柑
の
政
治
的

権
威
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
い
そ
の
結
果
、
地
域
首
長
は
地
域
に
お

け
る
政
治
的
主
導
権
の
維
持
の
た
め
、
大
玉
へ
の
従
属
度
を
翡
め
て
再

結
集
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
白
立
的
な
地
域
首
長
か
ら
地
方
官

化
（
国
造
）
す
る
と
い
う
変
化
が
生
じ
、
逆
に
求
心
力
を
百
向
め
た
王
権

の
側
で
は
、
地
方
行
化
す
る
地
域
首
長
層
の
統
轄
と
い
う
行
政
事
務
が

量
的
に
増
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
管
轄
権
が
一
部
有
力

階
層
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
、
王
権
全
体
と
し
て
の
統
一
性
を

保
っ
た
め
に
合
議
機
関
が
必
要
と
な
り
、
こ
こ
に
合
議
制
が
成
立
す

る
。
著
者
は
、
六
世
紀
に
合
議
制
が
形
成
各
れ
た
こ
と
を
以
卜
の
よ
う

に
況
明
す
る
。

こ
の
合
議
休
の
な
か
に
一
角
を
占
め
、
次
弟
に
頭
角
を
現
し
、
人
臣

と
し
て
群
比
層
に
対
す
る
統
率
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
が
蘇
我
氏
て

あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
初
代
と
し
て
確
詔
さ
れ
る
の
が
蘇
我
稲
日
で
あ

っ
た
と
し
て
、
本
論
が
こ
の
稲
目
か
ら
始
め
ら
れ
る

C

朝
鮮

t
島
出
目

説
を
含
め
、
蘇
我
氏
に
お
け
る
神
話
時
代
が
識
別
さ
れ
た
と
誅
者
は
感

じ
た
。で

は
、
稲
目
の
時
代
は
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

ヵ
ま
ず
、
蘇
我
氏
と
い
う
名
が
出
身
地
域
を
負
う
一
般
的
命
名
法
に
よ

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
根
拠
地
が
大
和
国
高
市
郡
曽
我
に
求
め
ら
れ

る
。
も
う
―
つ
の
根
拠
地
説
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
約
城
地
域
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
馬
了
の
月
が
岱
城
氏
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
因
と

し
て
あ
げ
る
。
従
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
葛
城
氏
を
四
軋
紀
末

か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
大
和
の
在
地
七
豪
と
す
る
考
え
に

は
、
に
わ
か
に
は
従
い
が
た
い
。
雁
か
に
＂
易
城
地
域
に
そ
の
時
期
、
有

力
な
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
発
掘
調
在
の
成
果
が
示
す
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
記
氏
」
と
い
う
名
称
を
与
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
、
や
は
り
「
氏
」
と
は
何
か
、
「
氏
」
の
歴
史
的
生
成
過
程
が
示
さ

れ
な
い
限
り
、
『
日
本
内
紀
』
に
薯
城
姓
を
負
う
人
名
が
記
載
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
四

lit紀
末
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
葛
城
氏
」
の
存
在

を．．
．．
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っ
て
よ
い
か
、
評
者
は
強
い
疑
間
を
抱
い
て
い
る
。

稲
目
が
大
臣
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
理
由
と
し
て
、
本
拠
地
近
辺
に

い
仕
し
て
い
た
渡
来
系
氏
放
の
統
轄
が
委
ね
ら
れ
た
こ
と
か
あ
げ
ら
れ

る
の
は
、
従
来
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
）
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
た
先
進
性
こ
そ
、
蘇
我
氏
の
地
位
を
押
し
上
げ
る
と
詞
時
に
、
他
の

氏
族
か
ら
突
出
し
、
乖
離
し
て
い
く
原
因
に
も
な
る
の
て
あ
る
か
、
こ

こ
で
一
っ
、
納
得
し
が
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
し
そ
れ
は
仏
教
受
容
を
め

ぐ
る
解
釈
で
、
著
者
は
『
陪
書
』
倭
国
伝
に
「
r11
済
に
求
め
て
仏
教
を

得
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
容
当
初
か
ら
倭

E
権
は
仏
教
を
自
発
的
、

意
図
的
に
導
人
し
た
の
だ
と
い
う
い
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
(
)
『
隋

書
』
倭
国
伝
は
、
佐
国
が
，
紐
図
的
に
仏
教
を
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
る

現
状
を
叙
述
し
て
い
る
。
陪
に
仏
教
を
求
め
る
以
前
、
倭
国
は
百
済
か
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ら
仏
教
を
得
た
（
）
今
、
隋
に
仏
教
を
求
め
る
立
場
と
し
て
、

r
l
済
か
ら

得
た
こ
と
を
「
求
め
て
得
た
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
評
者
は
、
百
済
王
が
最
高
の
賜
と
し
て
仏
教
を
倭
川
に

伝
え
た
段
階
に
お
い
て
、
倭
国
は
そ
の
具
価
を
罪
解
す
る
こ
と
は
で
合

な
か
っ
た
と
い
う
通
説
を
支
持
す
る
次
の
馬
子
の
代
に
広
興
寺
が
建

立
さ
れ
た
時
、
そ
の
力
を
知
り
、
か
つ
、
隋
と
の
交
通
を
附
こ
う
と
し

て
初
め
て
、
仏
教
理
鮒
が
君
主
の
統
治
力
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ

と
を
埋
解
し
、
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
る
に
ぷ
土
っ
た
と
名
え
る
な
お
、

法
興
年
を
見
て
知
っ
た
仏
教
の
力
と
は
、
仏
教
の
息
想
的
内
容
で
は
な

く
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
列
島
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
寺
院
建
築
の
威
容

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

3

視
立
に
訴
え
る

L
権
の
実
力
誇
示
に
有
益

な
装
附
と
い
う
認
識
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
百
済

王
が
倭
王
に
仏
教
を
伝
え
た
時
、
倭
下
は
そ
の
紅
味
を
卜
分
雌
鮒
し
な

い
ま
ま
受
容
し
た
、
評
者
は
そ
う
考
え
て
い
る
。

も
う
一
っ
、
稲
目
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
外
成
化

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
蘇
我
氏
だ
け
が
突

出
し
て
大
じ
一
族
に
キ
サ
キ
を
い
れ
た
の
か
、
他
の
氏
族
は
積
栢
的
で

は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
間
か
わ
く
。
但
襲

E
権
が
確
立
し
た
段
階

で
、
政
治
的
位
置
を
確
保
．

t
昇
さ
せ
る
た
め
に
、
大
上
一
族
と
姻
戚

関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
有
効
な
現
実
的
手
段
と
し
て
浮
か
ん
で
き
た
は
ず

で
あ
る
。
な
ぜ
、
蘇
我
氏
以
外
の
氏
族
は
栢
極
的
に
こ
の
策
を
と
ら
な

か
っ
た
の
か
(
著
者
は
よ

vゎ
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
ヽ
稀
代
の
政
沿

家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
説
明

に
な
ら
な
い
こ
と
は
汀
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
、
他
の
氏
族
は
姻
戚
関

係
構
築
策
に
積
極
的
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
答
え
を
知
り

た
い

Q

次
の
馬
子
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
崇
峻
殺
害
と
推
古
の
即
位
、
冠
位

ト
ニ
階
の
制
定
、
そ
し
て
先
に
述
べ
た
法
興
寺
の
建
設
が
取
り

L
げ
ら

れる（しま
ず
崇
峻
殺
害
に
つ
い
て
は
、
事
件
発
牛
後
の
混
乱
が
ほ
と
ん
ど
見

え
な
い
こ
と
か
ら
、
群
臣
の
一
致
し
た
了
解
の
も
と
に
実
行
さ
れ
た

「
~
し
殺
し
」
で
あ
り
、
佃
人
的
対
立
や
怨
恨
に
矮
小
化
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

C

そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
陪
統
一
前
後

の
半
島
伯
勢
に
対
応
で
き
な
い
大
工
を
い
た
だ
き
続
け
る
こ
と
の
危
陰

性
が
述
べ
ら
れ
る
。
王
権
世
襲
制
の
も
つ
清
在
的
危
陰
性
が
顕
在
化
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
わ
っ
て
女
性
で
あ
る
推
古
が
「
私
宮
」
の

経
背
能
力
を
認
め
ら
れ
、
欽
明
の
孫
の
枇
代
の

t
族
に
、
年
齢
的
に
適

材
が
い
な
か
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
大

E
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
況
明
さ
れ
る
。

「
私
宮
」
の
経
営
能
力
が
大
王
の
就
任
の
適
否
甚
準
と
な
る
の
か
と

い
う
疑
間
が
呈
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
推

占
だ
け
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
説
明
で
は
な
い
。
男
性

t
族
に
対
し
て

も
、
何
を
も
っ
て
人

r
の
適
否
の
判
断
が
下
さ
れ
、
顧
位
づ
け
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

D

穴
穂
部
皇
了
の
よ
う
に
日
頃
の
言
肋
・
索
行
と
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い
う
こ
と
も
、
大

E
と
し
て
の
資
質
の
判
定
材
料
に
な
っ
た
で
あ
ろ

ぅ
c

そ
の
穴
穂
部
が
、
敏
達
殖
宮
に
所
在
し
た
額
田
部
皇
女
（
推
古
）

を
犯
そ
う
と
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
評
者
は
穴
穂
部
が
強
引
に
婚
姻
関

係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
玉
の
選
定
順
位
を
額
田
部
の
上
に
置
こ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
（
「
女
帝
・
皇
応
・
近

親
婚
」
鈴
木
靖
民
編
『

H
木
占
代
の
王
権
と
東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、

二
0
-
＝
一
年
）
、
穴
穂
部
が
額
田
部
を
大
王
就
任
の
ラ
イ
ハ
ル
視
し
た

理
由
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
e

「
私
宮
」
の
経
営
能
力
以
外
の
要
索
か
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
評

者
に
は
で
き
な
い
。
著
者
は
ど
う
お
考
え
で
あ
ろ
う
か
く

次
に
冠
位
十
二
階
の
制
定
に
つ
い
て
、
著
者
は
執
政
の
王
族
と
大
臣

馬
子
が
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
馬
子
の
地
位
の
卜
昇
と
見
て
、
柑

対
的
に
群
臣
層
が
政
治
的
・
社
会
的
地
位
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
妥
↓
ー
と
考
え
る
が
、
こ
の
地
位
の
上
昇

を
首
席
群
臣
か
ら
王
権
代
行
者
へ
の
転
身
と
す
る
認
識
に
は
に
わ
か
に

同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
評
者
は
、
推
占
の
も
と
に
大
臣
馬
子
と

既
い
を
据
え
た
権
力
核
が
形
成
さ
れ
、
対
陪
外
交
を
通
し
た
倭
日
の
糾

た
な
政
治
体
制
造
り
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
し
そ
の
背
景

に
は
、
ミ
ヤ
ケ
・
部
民
の
量
的
増
大
が
あ
り
、
そ
の
集
中
管
坪
体
制
の

構
造
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

C

そ
し
て
一
方
で
、
巾

国
全
土
を
統
一
し
た
附
の
出
現
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島
の
政
治
情
勢
も
大

き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
難
局
を
乗
り
切
る
た
め
、
「
L
殺

し
」
さ
え
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
権
力
核
を
創
出
し
て
強
力
な
指
導
体

制
構
築
を
推
古
が
目
指
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
評
者
は
著
者
と
全
く

詞
じ
認
識
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
権
力
核
の
活
動
を
「
玉
権

代
行
」
と
意
味
づ
け
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
評
者
は
、
権
力
核

は
あ
く
ま
で
も
大

t
の
、
上
導
の
も
と
に
機
能
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
、
rし

要
構
成
員
と
し
て
廿
浮
~
が
大
き
な
発
言
力
を
有
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
馬

f
が
£
権
代
行
者
に
な

っ
た
と
は
『
パ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
法
興
寺
の
造
営
に
つ
い
て
は
、
苫
者
は
こ
れ
を
氏
か
の
造
営

と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
倭
王
権
を
構
成
す
る
一
貝
と
し
て
仏
教
の
行

掌
を
委
北
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
だ
と
、
［
調
す
る
。
し
か
し
、
後
の
舒
明

天
皇
が
宮
殿
と
大
守
の
迅
営
こ
そ
大
下
の
な
す
べ
き
大
巾
と
官
口
は
す
る

杵
に
、
大
ー
ト
自
ら
が
仏
教
と
の
か
か
わ
り
を
緊
密
化
さ
せ
た
状
況
と
は

異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
飛
島
に
出
現
し
た
が
院
建
築

の
仰
容
に
、
王
権
を
象
徴
す
る
記
念
建
造
物
と
し
て
の
視
立
的
効
呆
か

ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
若
え
る
べ
き
こ
と
は
、
先
に
も
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

馬

f
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
新
た
な
大
臣
の
地
位
を
受
け
継
い
だ
蝦
夷
・

入
鹿
の
時
代
を
、
著
者
は
こ
の
二
人
の
孤
立
化
・
独
善
化
の
時
代
と
と

ら
え
る
こ
間
題
は
、
な
ぜ
孤
立
化
し
た
の
か
、
何
が
独
善
的
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
疑
間
が
わ
く
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問

に
本
書
は
答
え
て
く
れ
な
い
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
欽
明
の
第
：
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批
代
以
降
の
王
権
継
承
争
い
と
蘇
我
氏
内
部
の
族
長
権
争
い
で
あ
る
。

蘇
我
氏
と
の
婚
姻
の
有
無
に
好
対
照
を
見
せ
る
敏
達
系
と
用
明
系
を
、

百
済
宮
家
と
斑
鳩
宮
家
と
呼
ん
で
、
土
権
継
承
争
い
を
説
明
す
る
試
み

は
新
鮮
で
あ
る
が
、
「
上
宮
」
が
斑
鳩
宮
を
指
す
語
で
は
な
い
と
い
う
指

摘
に
は
従
え
な
い
。
著
者
の
挙
例
も
、
む
し
ろ
斑
鳩
宮
が
上
宮
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
を
積
極
的
に
支
持
す
る
根
拠
と
な
る
と
評
者
は
考
え
る
。

さ
て
、
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
の
問
題
に
戻
る
と
、
王
権
継
承
争
い
に

加
わ
る
中
で
、
そ
れ
が
進
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
権
力
闘
争
の
背
後
に
政
策

論
レ
ベ
ル
の
問
題
が
潜
む
可
能
性
を
常
に
疑
っ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
蝦
夷
・
入
鹿
の
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
は
、
単
な

る
権
力
欲
に
よ
っ
て
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
こ
の
問
題

は
七
世
紀
半
ば
と
い
う
政
治
状
況
の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。
一
般
向
け
の
限
ら
れ
た
紙
数
の
な
か
で
、
政
策
論
レ
ベ
ル
の
議
論

を
展
開
さ
せ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

時
代
の
諸
条
件
に
規
制
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
「
等
身
大
」
の
蘇
我
氏
を

描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
形
成
期
を
画
す
時
代
を
牛
き
た
こ
の
一

組
の
父
子
が
、
国
政
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
も
う
と
し
た
か
を
考
え
る

こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
、
著
者
の
考
え
る
蝦
夷
・
入

鹿
父
子
の
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
の
道
程
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要

望
し
、
本
書
紹
介
の
一
文
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
宮
城
学
院
女
子
大
学
学
芸
学
部
教
授

大
平
聡

は
じ
め
に

本
書
は
加
瀬
直
弥
氏
が
、
こ
れ
ま
で
公
表
し
て
き
た
論
文
一

0
編
に

新
稿
五
編
を
加
え
て
編
ん
だ
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
は
、
國
學
院
大
學

大
学
院
在
籍
時
に
古
代
の
神
階
制
度
に
関
す
る
共
同
研
究
に
参
加
し
、

ま
た
同
大
学
の
二
十
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化

の
国
学
的
研
究
発
伯
の
拠
点
形
成
」
に
も
従
事
す
る
な
ど
、
歴
史
学

的
・
実
証
的
な
神
道
史
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
。
本
書
は
こ
れ
ら
調
査

研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
と
い
う
場
の
あ
り

方
や
、
神
社
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
神
職
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し

た
の
か
、
そ
れ
ら
は
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
あ

る
い
は
維
持
さ
れ
た
の
か
と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
史
料
の
丹
念
な
分

析
に
基
づ
く
実
証
的
手
法
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

本
書
評
で
は
、
全
体
の
構
成
と
各
章
の
論
旨
を
概
観
し
た
う
え
で
、

本
書
の
特
長
と
、
そ
れ
に
対
す
る
一
一
、
三
の
疑
間
・
批
判
を
述
べ
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

柳

田

加
瀬
直
弥
著

『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』

甫


