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難

波

宮

小

史

難
波
は
、
伝
説
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
応
神
・
仁
徳
両
天
皇
の

時
代
は
別
と
し
て
、
大
化
以
後
ほ
ぽ
一
五

0
年
に
わ
た
っ
て
日
本

の
都
で
あ
り
続
け
た
。
も
ち
ろ
ん
本
当
の
意
味
で
の
都
で
あ
っ
た

の
は
、
一

0
年
に
満
た
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
正
都
に
対

す
る
副
都
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
そ
の
難
波
宮
の
造
営
か
ら
停
止
に
い
た
る
歴
史
を
概
観

し
、
合
わ
せ
て
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
日
本
書
紀
』
の
大
化
元
年
（
六
四
五
）
十
二
月
癸
卯
条
に
は

「
天
皇
、
都
を
難
波
長
柄
豊
碕
に
遷
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
飛

鳥
板
蓋
宮
で
蘇
我
氏
打
倒
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
行
わ
れ
て
か
ら
半
年

は

じ

め

に

難

波

官

小

史

後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
の
大

事
業
は
難
波
で
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
書
紀
』
の
い

う
難
波
遷
都
が
、
難
波
宮
す
な
わ
ち
難
波
長
柄
豊
碕
宮
へ
の
遷
都

で
あ
る
と
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
腑
に
落
ち
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
孝
徳
天
皇
が
新
築
の
長
柄
豊
碕
宮
に
正
式
に
遷

る
の
は
、
こ
れ
か
ら
六
年
後
の
白
雉
二
年
（
六
五
一
）
十
二
月
の

こ
と
で
あ
り
、
『
書
紀
』
に
こ
の
宮
の
造
営
の
完
成
が
記
さ
れ
る

の
は
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
白
雉
一
―
一
年
九
月
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ

か
時
間
が
あ
き
す
ぎ
て
い
る
。
ま
た
豊
碕
宮
が
完
成
す
る
ま
で

に
、
天
皇
は
い
く
つ
か
の
宮
を
転
々
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
大
化

の
初
年
に
多
少
と
も
恒
久
的
な
宮
殿
と
し
て
の
豊
碕
宮
が
存
在
し

た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
『
書
紀
』
に
み
え
る
関
係
史

料
を
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

①
大
化
二
年
正
月
是
月
條

長

天
皇
、
子
代
離
宮
に
御
す
。
（
中
略
）

山

泰
九

孝



さ

や

ぺ

0
む
ら

或
本
に
云
は
く
、
難
波
狭
屋
部
邑
の
子
代
屯
倉
を
壊
ち
て
、
行
宮
を
起
つ
と

いふ。

③
大
化
二
年
二
月
乙
卯
條
天
皇
、
子
代
離
宮
よ
り
還
り
た
ま

ふ。

を

に
ひ

⑱
大
化
二
年
三
月
辛
巳
條
（
前
略
）
始
め
て
新
し
き
宮
に
虞
り

て
、
ま
さ
に
諸
の
紳
に
幣
た
て
ま
つ
ら
む
と
お
も
ふ
こ
と
、

今
歳
に
あ
た
れ
り
。
又
農
の
月
に
し
て
、
民
を
使
ふ
ぺ
か
ら

ざ
れ
ど
も
、
新
し
ぎ
宮
を
造
る
に
縁
り
て
、
ま
こ
と
に
已
む

こ
と
え
ず
。
（
後
略
）

④
大
化
二
年
九
月
是
月
條
天
皇
、
蝦
築
行
宮
或
本
に
云
は
く
、

離
宮
と
い
ふ
。
に
御
す
。

⑮
大
化
三
年
是
歳
條
小
郡
を
壊
ち
て
宮
つ
く
る
。
天
皇
、
小

郡
宮
に
お
は
し
て
、
朧
法
を
定
め
た
ま
ふ
。

⑱
大
化
四
年
正
月
壬
午
朔
條
賀
正
す
。
是
の
夕
に
、
天
皇
、

難
波
碕
宮
に
幸
す
。

ぁ
ぢ
ふ
の

り
白
雉
元
年
正
月
辛
丑
朔
條
車
駕
、
味
鰹
宮
に
幸
し
て
、
賀

正
證
み
そ
な
は
す
。

⑱
白
雉
元
年
十
月
條
宮
の
地
に
入
れ
む
が
為
に
、
丘
墓
を
や

ぶ
ら
れ
た
る
ひ
と
及
び
、
遷
さ
れ
た
る
人
に
は
、
物
賜
ふ
こ

と
、
各
差
有
り
。
郎
ち
賂
作
大
匠
荒
田
井
直
比
羅
夫
を
遣
し

て
、
宮
の
堺
標
を
立
つ
。

難

波

宮

小

史

⑲
白
雉
二
年
十
二
月
晦
條
（
前
略
）
天
皇
、
大
郡
よ
り
、
遷
り

て
新
宮
に
居
す
。
な
づ
け
て
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
曰
ふ
。

⑩
白
雉
一
ー
一
年
正
月
己
未
朔
條
元
日
朧
記
り
て
、
車
駕
、
大
郡

宮
に
幸
す
。

⑬
白
雉
三
年
三
月
丙
寅
條
車
駕
宮
に
還
り
た
ま
ふ
。

⑫
白
雉
三
年
九
月
條
宮
造
る
こ
と
已
に
記
り
ぬ
。
其
の
宮
殿

の
朕
、
こ
と
ご
と
く
に
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

以
上
の
記
事
に
よ
っ
て
、
長
柄
豊
碕
宮
へ
の
遷
都
に
は
曲
折
が

あ
り
、
正
式
遷
都
ま
で
に
天
皇
が
子
代
離
宮
・
蝦
蓋
行
宮
・
小
郡

宮
・
味
経
宮
・
大
郡
宮
な
ど
に
行
幸
し
、
あ
る
い
は
か
な
り
長
期

に
わ
た
っ
て
滞
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
、
孝
徳
天
皇
が
最
初
に
遷
っ
た
の
は
ど
の
宮
で
あ
っ
た

の
か
、
長
柄
畿
碕
宮
の
造
営
が
開
始
さ
れ
た
の
は
い
つ
だ
っ
た

か
、
ま
た
正
式
遷
都
ま
で
天
皇
が
主
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
の
は

ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
お
も
な
も
の
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
ご

と
く
で
あ
る
。

り
『
書
紀
』
の
記
事
を
ご
く
常
識
的
に
理
解
し
、
天
皇
は
お
そ

ら
く
仮
り
の
宮
殿
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
長
柄
豊
碕
宮
に
、
大

化
元
年
十
二
月
に
遷
居
し
、
そ
の
後
数
年
を
費
し
て
本
格
的

な
宮
殿
を
完
成
し
た
と
み
る
旧
説
。

1
0
 



難

波

宮

小

史

回
天
皇
が
ま
ず
遷
居
し
た
の
は
子
代
離
宮
で
あ
っ
た
と
ず
る

説。

り
長
柄
豊
碕
宮
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
難
波
の
な
か
の
諸
宮
を

転
々
と
し
て
い
た
と
み
る
説
。

⇔
長
柄
盟
碕
宮
の
造
営
が
開
始
さ
れ
る
の
は
白
雉
元
年
の
秋
か

ら
で
、
大
化
元
年
以
来
、
豊
碕
宮
の
完
成
に
い
た
る
ま
で
の

宮
室
は
、
一
貫
し
て
大
郡
で
あ
っ
た
と
考
え
る
説
。

固
豊
碕
宮
完
成
ま
で
の
正
式
の
宮
殿
は
小
郡
宮
で
あ
っ
た
と
す

る
説
。
こ
の
説
に
は
、
小
郡
宮
と
子
代
離
宮
と
は
名
称
は
違

う
が
実
体
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
み
る
説
や
、
小
郡
宮
は
皇
太

子
で
あ
る
中
大
兄
皇
子
の
主
端
に
よ
り
造
営
さ
れ
、
そ
の
後

も
永
く
維
持
さ
れ
る
が
、
白
雉
に
入
っ
て
孝
徳
天
皇
の
主
禅

に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
豊
碕
宮
は
、
天
皇
の
死
と
と
も
に
廃

絶
す
る
と
考
え
る
説
な
ど
を
ふ
く
む
。

こ
れ
ら
の
説
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
難
点
が
あ
り
、
必
ず
し
も
定
説

が
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
り
に
つ
い
て
腑
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に

述
べ
た
。
り
は
岸
俊
男
氏
ら
の
説
で
あ
る
が
、
子
代
離
宮
・
蝦
諮

行
宮
・
味
経
宮
な
ど
は
一
時
的
な
行
幸
先
き
で
あ
っ
て
、
多
少
と

も
恒
久
的
な
居
所
と
考
え
ら
れ
る
の
は
小
郡
宮
と
大
郡
宮
だ
け
で

あ
る
か
ら
、
転
々
と
い
う
の
は
や
や
事
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
感
が
あ

る
。
回
も
、
子
代
離
宮
に
滞
在
し
て
い
た
の
は
大
化
二
年
正
月
か

ら
一
月
ほ
ど
の
間
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
い
ず
れ
か
の
宮
に
還
御
し

て
い
る
か
ら
、
採
用
し
が
た
い
。

け
は
門
脇
禎
二
氏
や
八
木
充
氏
ら
の
説
で
あ
る
が
、
長
柄
豊
碕

宮
の
本
格
的
な
造
営
開
始
が
白
雉
元
年
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
し

い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
さ
き
に
あ
げ
た
『
書
紀
』
の
記
事
の

う
ち
の
⑱
に
、
新
し
く
造
営
さ
れ
る
宮
の
地
に
入
っ
た
た
め
墓
を

破
壊
さ
れ
た
人
や
、
移
住
さ
せ
ら
れ
た
人
に
、
補
償
の
意
味
で
物

を
賜
わ
る
こ
と
、
ま
た
宮
の
堺
を
示
す
標
（
し
め
）
を
立
て
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
都
宮
の
造
営
開
始

後
間
も
な
い
時
期
に
行
わ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
大
化
元
年
以
来
、
正
式
に
盟
碕
宮
に
遷
居
す
る
ま
で
の
宮
室

が
大
郡
で
あ
っ
た
と
い
う
の
ほ
疑
問
で
あ
る
。

大
郡
・
小
郡
は
、
六
世
紀
ご
ろ
か
ら
上
町
台
地
の
東
側
と
西
側

に
設
置
さ
れ
て
い
た
外
交
用
の
館
舎
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
郡

宮
・
小
郡
宮
は
そ
の
館
舎
を
宮
殿
に
造
替
あ
る
い
は
転
用
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
天
皇
が
大
郡
に
住
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
、

さ
き
に
あ
げ
た
史
料
の
⑲
、
す
な
わ
ち
白
雉
二
年
十
二
月
紀
に
よ

っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
大
化
三
年
に
小
郡
を
壊
し
て
宮
を
つ

く
り
、
そ
こ
で
礼
法
を
定
め
る
な
ど
、
大
化
の
後
半
は
小
郡
宮
で

政
治
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
大
化
元
年
十
二
月
以
降
一
貫
し



て
大
郡
が
正
式
の
居
所
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
大
郡
宮

は
、
一
時
的
な
行
幸
の
行
わ
れ
た
他
の
離
宮
や
行
宮
と
は
異
な
る

に
せ
よ
、
そ
れ
ほ
ど
長
期
に
わ
た
る
居
所
で
あ
っ
た
と
も
思
え
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
紺
の
小
郡
宮
説
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
郡
宮
の
建

設
は
大
化
一
―
一
年
（
六
四
七
）
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

も
大
化
初
年
か
ら
の
居
所
と
す
る
の
は
無
理
な
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
小
郡
宮
と
子
代
離
宮
と
は

同
一
の
宮
殿
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
史
料
①
の
「
難
波
狭
屋
部
邑

の
子
代
屯
倉
を
壊
ち
て
、
行
宮
を
起
つ
と
い
ふ
」
と
あ
る
記
事
か

ら
、
小
郡
宮
の
建
設
は
大
化
二
年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
と
考
え

た
。
し
か
し
『
書
紀
』
に
よ
る
限
り
、
子
代
離
宮
と
小
郡
宮
の
造

営
の
時
期
に
は
二
年
も
の
開
き
が
あ
る
し
、
同
一
の
宮
殿
で
あ
り

な
が
ら
名
称
を
異
に
す
る
と
い
う
の
も
納
得
し
が
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。従

来
の
説
の
い
ず
れ
に
も
難
点
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
い
っ
た
い
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

『
書
紀
』
の
記
事
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
解
釈
を
加
え
る
よ
り
な

い
と
思
う
。
『
書
紀
』
の
改
新
関
係
の
記
事
に
は
修
飾
や
造
作
が

多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
う
え
に
掲
げ
た
遷
都
関
係

の
史
料
は
か
な
り
信
用
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
後
世
長

難

波

宮

小

史

く
、
孝
徳
天
皇
の
時
代
は
難
波
長
柄
豊
碕
宮
で
政
治
が
行
わ
れ
た

時
代
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
遷
都
関
係

の
記
事
を
造
作
す
る
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
豊
碕
宮
に
遷
都
し
、
そ

こ
で
改
新
の
大
事
業
を
推
し
進
め
た
よ
う
に
記
す
方
が
自
然
な
の

に
、
実
際
は
混
乱
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
曲
折
を
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
そ
れ
ぞ
れ
拠
る
べ
き

史
料
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
『
書
紀
』
の
記
事
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
た
ど
り
な
が

ら
、
私
な
り
に
遷
都
の
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
大

化
元
年
十
二
月
に
天
皇
が
飛
鳥
か
ら
遷
居
し
た
の
は
、
の
ち
に
長

柄
豊
碕
宮
の
中
心
と
な
っ
た
地
、
す
な
わ
ち
現
在
の
東
区
法
円
坂

町
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
こ
は
上
町
台
地
上
の
絶
好
点

を
占
め
、
大
郡
・
小
郡
の
外
交
館
舎
を
東
西
に
配
し
て
、
な
ん
ら

か
の
政
府
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
天
皇
は
こ
の
施

設
を
宮
殿
に
つ
く
り
替
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
居
所
と
し

た
。
そ
こ
で
『
書
紀
』
も
豊
碕
宮
と
は
せ
ず
、
た
だ
「
都
を
難
波

長
柄
豊
碕
に
遷
す
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
っ
た
ん
天

皇
が
入
れ
ば
、
そ
こ
は
ど
ん
な
建
物
で
も
「
宮
」
と
な
る
か
ら
、

史
料
③
の
よ
う
に
「
新
し
き
宮
」
と
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
史
料
⑱

の
よ
う
に
「
難
波
碕
宮
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
政
府
は
こ
の
地
に
本
格
的
な
宮
殿
を
建
設
す
べ
く
、
造



難

波

宮

小

史

営
に
着
手
し
た
。
そ
の
こ
と
は
史
料
⑱
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
本
来
農
月
に
民
を
使
役
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
新
宮
を

つ
く
る
た
め
や
む
を
え
ず
民
を
使
役
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
新
宮
の
造
営
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
化
三
年
に
な
る
と
、
突
如
と
し
て
「
小
郡
を

壊
ち
て
宮
つ
く
る
」
の
記
事
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二

つ
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
―
つ
は
豊
碕
宮
の
造
営
が
い
よ

い
よ
宮
の
中
心
部
分
に
及
ん
で
き
た
た
め
、
天
皇
が
一
時
他
に
移

幸
し
た
と
み
る
考
え
方
で
あ
り
、
他
の
―
つ
は
な
ん
ら
か
の
理
由

で
豊
碕
宮
の
造
営
が
停
滞
あ
る
い
は
中
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ま

で
の
仮
住
い
か
ら
、
も
う
少
し
ま
し
な
宮
殿
に
移
っ
た
と
す
る
考

え
方
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
は
後
者
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。
な
ぜ
な
ら
史
料
⑱
に
よ
っ
て
、
豊
碕
宮
の
本
格
的
な
造
営
開

始
が
白
雉
元
年
（
六
五

0
)
で
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
新
た
に
造
営
さ
れ
た
小
郡
宮
も
、
決
し

て
最
近
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
壮
大
な
規
模
を
も
つ
も
の
で
は

な
く
、
や
は
り
一
時
的
な
仮
住
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
は
史
料
⑦
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
日
の
賀
正
の

礼
と
い
う
重
要
行
事
が
他
の
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
豊

碕
宮
へ
の
正
式
遷
宮
の
前
後
に
大
郡
宮
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
住
い
的
性
格

は
、
大
郡
宮
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
柄
豊

碕
宮
の
造
営
が
、
暫
時
の
中
断
の
の
ち
に
再
開
さ
れ
る
の
は
白
雉

元
年
で
あ
り
、
一
年
あ
ま
り
の
ち
の
白
雉
二
年
十
二
月
に
正
式
の

遷
居
が
行
わ
れ
（
⑨
)
、
さ
ら
に
一
年
近
く
経
た
白
雉
―
―
一
年
九
月

に
い
た
っ
て
壮
麗
な
宮
殿
が
完
成
し
た
（
⑬
）
。

私
は
遷
都
の
経
過
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
最
近

有
力
化
し
て
き
て
い
る
諸
説
を
否
定
し
て
、
旧
説
に
近
い
説
を
と

る
結
果
と
な
っ
た
。
た
だ
長
柄
豊
碕
宮
造
営
の
中
断
を
考
え
た
点

は
、
改
新
の
経
過
と
も
か
ら
ん
で
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
問
題

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
小
郡
宮
あ
る
い
は
大
郡
宮
が
か
な
り

本
格
的
な
宮
殿
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
最
近
の
風
潮
に
疑

問
を
呈
し
た
点
も
、
考
慮
に
値
す
る
と
思
う
が
い
か
が
で
あ
ろ
う

、。カ
難
波
長
柄
豊
碕
宮
が
完
成
し
た
の
は
白
雉
三
年
（
六
五
二
）
九

月
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
こ
と
ご
と
く
に
い
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ

れ
る
壮
麗
な
宮
殿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
豊
碕
宮
は
、
い
わ
ば
不
運

な
宮
殿
で
あ
っ
た
。
完
成
の
翌
年
の
白
雉
四
年
に
、
皇
太
子
の
中

大
兄
皇
子
は
倭
京
に
遷
る
こ
と
を
奏
請
し
、
天
皇
が
こ
れ
を
拒
む



と
皇
極
上
皇
・
問
人
皇
后
ら
を
率
い
て
飛
鳥
河
辺
行
宮
に
移
り
、

公
卿
大
夫
・
百
官
人
ら
も
皆
こ
れ
に
従
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め

翌
白
雉
五
年
十
月
に
天
皇
が
崩
ず
る
ま
で
、
完
成
間
も
な
い
豊
碕

宮
は
形
ば
か
り
の
首
都
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
孝

徳
天
皇
の
死
後
、
皇
極
上
皇
が
飛
鳥
板
蓋
宮
で
重
詐
し
、
都
は
完

全
に
飛
鳥
に
遷
さ
れ
た
。

し
か
し
豊
碕
宮
は
、
飛
鳥
遷
都
の
の
ち
も
放
棄
さ
れ
る
こ
と
な

く
維
持
さ
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
皇
極
が
重
詐
し
て
斉
明
天
皇

と
な
っ
た
、
斉
明
天
皇
元
年
（
六
五
五
）
七
月
己
卯
に
、
北
の
蝦

み
か
ど

夷
九
九
人
と
東
の
蝦
夷
九
五
人
を
難
波
の
朝
で
興
し
た
こ
と
が

『
書
紀
』
に
み
え
る
。
「
朝
」
と
あ
る
か
ら
、
正
都
で
は
な
い
ま

で
も
副
都
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
斉
明
天
皇
六
年
十
二
月
庚
寅
に
、
唐
・
新
羅
の
攻
撃
に
よ
っ

て
減
亡
し
た
百
済
を
救
う
た
め
、
天
皇
自
ら
筑
紫
に
遠
征
す
る
途

次
難
波
宮
に
立
寄
り
、
こ
こ
で
軍
器
を
備
え
て
い
る
。

豊
碕
宮
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
考
古
学

の
面
か
ら
も
裏
‘
つ
け
ら
れ
る
。
現
在
発
掘
さ
れ
て
い
る
難
波
宮

は
、
天
武
朝
の
前
期
難
波
宮
と
聖
武
朝
の
後
期
難
波
宮
と
に
分
け

ら
れ
る
が
、
前
期
の
建
物
に
は
、
軒
支
柱
と
考
え
ら
れ
る
小
柱
穴

を
め
ぐ
ら
せ
た
建
物
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
豊
碕
宮
が
完
成

し
た
の
ち
、
掘
立
柱
の
建
物
の
耐
用
年
数
で
あ
る
二

0
年
を
経
た

難
波
宮
い
小
史

の
ち
も
建
て
替
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
軒
支
柱
を
付
加
し
て
存
続
さ

せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
天
武
朝
の
難
波
宮
が
豊
碕
宮
に
ま
で
遡

る
有
力
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、

豊
碕
宮
が
飛
鳥
還
都
後
も
良
好
な
状
態
で
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
豊
碕
宮
は
、
正
都
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
の
ち

も
荒
廃
に
帰
す
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
古
代
の
都
と
し
て
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
、
珍
ら
し
い
現
象

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
日
本
の
古
代
の
都
は
、
専
制
的
な
権
力
に

よ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
な
に
も
な
い
と
こ
ろ
に
建
設
さ
れ
た
人
為
的

な
政
治
都
市
で
あ
っ
た
た
め
、
い
っ
た
ん
都
と
し
て
の
地
位
を
失

う
と
、
急
速
に
荒
廃
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
豊
碕
宮
は
な
ぜ
放
棄
↓
荒
廃
の
道
を
た
ど
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
難
波
が
大
和
国
家
の
も
と
で

早
く
か
ら
重
要
な
役
割
を
は
た
し
、
そ
の
た
め
日
本
の
古
代
に
は

珍
ら
し
く
都
市
的
景
観
を
備
え
つ
つ
あ
っ
た
地
で
あ
り
、
飛
鳥
還

都
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
難
波
の
役
割
、
性
格
は
変
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
つ
ぎ

に
、
大
化
前
代
に
お
い
て
難
波
に
都
市
的
性
格
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
諸
要
因
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

ま
ず
難
波
は
瀬
戸
内
航
路
の
発
着
点
で
あ
り
、
大
和
国
家
の
西

一
四



難

波

宮

小

史

国
支
配
の
要
を
な
し
て
い
た
。
船
で
運
ば
れ
た
西
国
か
ら
の
貢
納

品
は
こ
こ
に
揚
陸
さ
れ
、
こ
れ
を
収
納
す
る
た
め
の
倉
庫
群
か
ら

な
る
屯
倉
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
難
波
は
中

む
ろ
つ
み

国
や
朝
鮮
三
国
の
使
節
の
受
入
れ
港
で
あ
り
、
三
韓
の
館
な
ど

の
接
待
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
外
交
事
務
を
掌
る
た
め

の
館
舎
と
し
て
大
郡
・
小
郡
が
設
け
ら
れ
、
使
節
の
接
待
や
貢
献

物
の
検
校
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
要
す
る
に
難
波
は
飛
鳥
京
の
外
港

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
港
湾
事
務
や
外
交
を
担
当
す

る
、
渡
来
人
系
を
主
体
と
す
る
人
び
と
が
多
数
居
住
し
て
い
た
。

そ
の
代
表
は
難
波
吉
士
氏
で
あ
り
、
律
令
時
代
に
も
、
東
生
・
西

成
両
郡
の
郡
領
は
吉
士
一
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
下
級
の
実
務
担
当
氏
族
だ
け
で
な
く
、
朝
廷
を

構
成
す
る
有
力
氏
族
の
な
か
に
も
、
こ
の
地
に
別
宅
を
も
つ
も
の

が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
有
名
な
の
は
、
崇
峻
天
皇
即

位
前
紀
に
み
え
る
物
部
守
屋
大
連
の
難
波
宅
で
あ
り
、
蘇
我
馬
子

と
と
り
ぺ
の
よ
ろ
ず

と
の
戦
い
の
さ
い
、
守
屋
の
従
者
の
捕
鳥
部
万
が
百
人
を
率
い
て

守
っ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
規
模
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
上
巻
第
五
に
は
、
大
部
屋
栖
野
古
連
が

難
波
に
住
ん
で
卒
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
大
部
は
大
伴
で
あ
り
、

記
事
の
信
憑
性
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
有
力
氏
族
が
こ
の
地
に
居

住
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

一五

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
さ
ほ
ど
広
い
と
は
い
え
ぬ
上
町
台
地
上

に
倉
庫
群
、
外
交
館
舎
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
統
轄
す
る
政
府
の
出

先
機
関
の
官
舎
な
ど
が
立
ち
並
び
、
ま
た
こ
れ
ら
を
包
む
よ
う
に

大
小
の
氏
族
の
住
居
が
存
在
し
て
、
都
市
的
景
観
を
呈
し
て
い
た

累
七
世
紀
前
半
ご
ろ
の
難
波
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
に
さ
ら
に
異
国
情
緒
豊
か
な
寺
院
が
い
ろ
ど
り
を
添
え

た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
書
紀
』
敏
達
天
皇
六
年
（
五
七

七
）
十
一
月
朔
条
に
は
、
百
済
王
が
献
上
し
た
経
論
や
造
寺
工
な

ど
を
、
難
波
の
大
別
王
の
寺
に
安
置
し
た
こ
と
が
み
え
、
ま
た
推

古
天
皇
元
年
（
五
九
一
―
-
）
是
歳
条
に
は
、
四
天
王
寺
を
難
波
の
荒

陵
に
つ
く
る
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
難
波
の
姿
は
飛
鳥
還
都
後
も
変
ら
ず
、
そ
れ
を
背

景
と
し
て
難
波
宮
は
、
天
智
天
皇
が
都
を
近
江
に
遷
し
、
ま
た
壬

申
の
乱
の
の
ち
天
武
天
皇
が
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
都
し
て
の
ち
も
維

持
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
天
武
天
皇
十
二
年
（
六
八
一
―
-
）

に
難
波
を
都
と
す
る
詔
が
発
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
『
書
紀
』
の

同
年
十
二
月
庚
午
条
に
「
凡
そ
都
城
・
宮
室
、
一
処
に
非
ず
、
必

ず
両
参
造
ら
む
。
故
、
先
づ
難
波
に
都
つ
く
ら
む
と
お
も
ふ
。
是

ま
か

を
以
て
、
百
寮
の
者
、
各
往
り
て
家
地
を
た
ま
は
れ
」
と
み
え

る
。
こ
れ
は
離
波
を
正
都
と
す
る
意
味
で
は
な
く
、
唐
の
複
都
制

に
な
ら
っ
て
複
数
の
陪
都
を
置
く
手
は
じ
め
に
、
難
波
を
都
と
し



よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
天
武
に
よ
っ
て
難
波
以
外
に

陪
都
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
難
波
宮

の
副
都
と
し
て
の
地
位
が
確
認
さ
れ
、
官
人
ら
も
居
宅
を
も
つ
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

正
式
に
副
都
と
さ
れ
た
難
波
宮
に
は
、
政
府
が
必
要
と
す
る
諸

官
司
も
設
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
『
書
紀
』
の
朱
鳥
元
年
（
六

八
六
）
正
月
乙
卯
条
に
、
「
酉
の
時
に
、
難
波
の
大
蔵
省
に
失
火

し
て
、
宮
室
悉
に
焚
け
ぬ
、
（
中
略
）
唯
し
兵
庫
職
の
み
は
焚
け

ず
」
と
み
え
、
大
蔵
省
・
兵
庫
職
な
ど
の
官
司
が
存
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
な
お
前
期
難
波
宮
の
遺
構
は
、
全
面
に
火
災
の
痕
跡

を
残
し
て
お
り
、
『
書
紀
』
の
記
事
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
て
い

る
。
朱
鳥
元
年
の
火
災
後
、
難
波
宮
は
た
だ
ち
に
復
興
さ
れ
た
ら

し
く
、
六
年
後
の
持
統
天
皇
六
年
四
月
に
は
、
親
王
以
下
官
人
た

ち
に
難
波
の
大
蔵
の
鍬
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
天
武

天
皇
死
後
も
、
難
波
宮
が
副
都
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
こ

と
を
推
察
せ
し
め
る
。

難
波
宮
の
副
都
と
し
て
の
地
位
は
奈
良
時
代
に
入
っ
て
も
変
ら

ず
、
神
亀
一
―
一
年
（
七
二
六
）
十
月
に
は
式
部
卿
従
三
位
の
藤
原
宇

合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命
さ
れ
、
大
規
模
な
修
営
工
事
が
開
始

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
武
朝
に
焼
失
し
た
の
ち
復
興
が
十
分
で

な
く
、
ま
た
老
朽
化
し
て
き
た
難
波
宮
を
本
格
的
に
修
営
せ
ん
と

難

波

宮

小

史

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
工
事
が
天
平
期
に
入
っ
て
も
続
け
ら
れ
た

こ
と
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
但
馬
国
正
税
帳
に
、
造
難
波

宮
司
に
使
役
さ
れ
て
い
る
雇
民
の
食
料
に
す
る
鮨
の
費
用
と
し

て
、
稲
一
五

0
束
を
用
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
運
搬
す
る
た
め

に
担
夫
二
八
人
を
要
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ

る。
と
こ
ろ
で
副
都
難
波
宮
の
管
理
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
難
波
宮
に
は
現
代
風
に
い
え
ば
令
制
の
諸
官
司
の
分

局
が
置
か
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
厖
大
な
物
資
が
蓄
積
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
。
官
人
ら
に
難
波
の
大
蔵
の
鍬
を
給
し
た
こ
と
は
さ

き
に
み
た
が
、
『
続
日
本
紀
』
の
神
護
景
雲
一
―
一
年
（
七
六
九
）
十

月
乙
卯
条
に
、
称
徳
女
帝
が
難
波
宮
の
綿
二
万
屯
、
塩
三
十
石
を

河
内
の
龍
華
寺
に
施
入
し
た
こ
と
が
み
え
て
お
り
、
奈
良
時
代
の

後
半
に
い
た
っ
て
も
、
副
都
難
波
宮
に
厖
大
な
物
資
が
貯
蓄
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
資
の
保
全
の
た
め

に
も
な
ん
ら
か
の
管
理
組
織
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
に
聖
武
天

皇
が
播
磨
行
幸
の
帰
途
難
波
に
立
寄
っ
た
さ
い
、
陪
従
の
無
位
の

諸
王
ら
と
と
も
に
難
波
宮
の
官
人
が
禄
を
賜
わ
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
令
制
諸
官
司
の
官
人
た
ち
の
一
部
が
、
難
波
宮

づ
め
の
官
人
と
し
て
交
替
で
勤
務
し
、
難
波
宮
の
管
理
に
あ
た
っ

一六



て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

宮
内
の
管
理
が
「
難
波
宮
の
官
人
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
宮
外
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
の
が
摂
津
職
で
あ
っ

た
。
摂
津
国
は
ふ
つ
う
の
国
と
違
っ
て
特
別
に
摂
津
職
と
よ
ば

れ
、
そ
の
官
人
も
一
般
の
国
の
守
・
介
・
橡
・
目
と
違
い
、
大

夫
・
亮
・
進
・
属
と
い
う
、
京
職
と
同
じ
名
称
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
職
掌
に
も
、
国
司
に
な
く
京
職
と
共
通
す
る
市
隔
・
道
橋
の

こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
難
波
京
の
管
理
に
あ
た
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
摂
津
職
は
、
一
般
の
国
司
と
同
じ
く
国
内

の
行
政
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
難
波
京
の
管
理
を
も
行
う
と
い
う

二
重
性
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
官
が
置
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
も
、
難
波
宮
の
副
都
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

孝
徳
天
皇
の
死
後
、
都
が
飛
鳥
に
遷
さ
れ
て
の
ち
も
、
難
波
宮

は
維
持
さ
れ
続
け
、
副
都
的
な
性
格
を
保
ち
続
け
た
の
で
あ
っ
た

が
、
正
史
に
み
る
限
り
、
難
波
宮
へ
の
天
皇
の
行
幸
は
意
外
に
少

な
い
。
斉
明
天
皇
が
筑
紫
遠
征
の
途
次
に
立
寄
っ
た
の
ち
、
天

智
・
天
武
・
持
統
の
三
代
は
ま
っ
た
く
行
幸
の
こ
と
が
み
え
ず
、

文
武
天
皇
の
時
代
に
な
っ
て
や
っ
と
二
度
の
行
幸
が
記
録
さ
れ
る

難

波

宮

小

史

一七

の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
元
明
天
皇
の
時
代
に
ほ
行
幸
が
な

く
、
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
元
正
が
一
度
だ
け
行
幸
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
つ
ぎ
の
聖
武
天
皇
に
な
る
と
、
俄
然
行
幸
が
頻
繁
に

な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
神
亀
二

年
（
七
二
五
）
十
月
、
同
一
＿
一
年
十
月
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
―
―
―

月
、
同
十
二
年
二
月
、
同
十
六
年
閏
正
月
、
同
十
七
年
八
月
と
、

在
位
中
に
六
度
の
行
幸
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
『
万
葉

集
』
に
よ
っ
て
、
神
亀
五
年
に
行
幸
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
ま
た
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
二
月
に
は
上
皇
と
し
て
、

娘
の
孝
謙
天
皇
と
と
も
に
難
波
を
訪
れ
て
い
る
。
簑
老
元
年
（
七

一
七
ご
一
月
に
元
正
女
帝
が
行
幸
し
た
さ
い
、
皇
太
子
と
し
て
こ

れ
に
同
行
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
聖
武
天
皇

は
そ
の
生
涯
に
九
度
も
難
波
を
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
は

身
体
が
弱
く
、
今
日
で
い
う
肺
結
核
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ

れ
て
お
り
、
転
地
療
餐
の
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
聖
武

が
ど
の
天
皇
に
も
ま
し
て
難
波
を
愛
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

難
波
滞
在
中
、
天
皇
は
安
曇
江
に
出
て
松
林
を
遊
覧
し
、
亡
命

王
族
で
あ
る
百
済
王
氏
の
奏
す
る
風
俗
の
楽
を
聴
い
た
り
、
堀
江

に
舟
を
う
か
べ
た
り
し
て
、
の
び
や
か
な
生
活
を
楽
し
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
難
波
行
幸
も
、
や
が
て
し
だ
い
に
険
し
い



政
争
に
い
ろ
ど
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
は

広
嗣
の
乱
で
あ
り
、
政
争
を
激
化
さ
せ
た
の
は
藤
原
仲
麻
呂
の
拍

頭
で
あ
っ
た
。

広
嗣
の
乱
は
、
大
宰
少
弐
で
あ
っ
た
藤
原
広
嗣
が
時
政
を
批
判

し
、
僧
正
玄
防
と
下
道
真
備
（
の
ち
吉
備
真
備
）
を
天
皇
の
側
近

か
ら
除
く
こ
と
を
名
目
に
九
州
で
兵
を
挙
げ
た
事
件
で
あ
る
。
こ

れ
に
驚
い
た
聖
武
は
、
乱
の
起
っ
た
翌
月
の
天
平
十
二
年
（
七
四

0
)
十
月
の
末
に
平
城
京
を
出
て
伊
勢
に
向
っ
た
。
そ
し
て
美

濃
・
近
江
を
回
っ
て
、
十
二
月
十
五
日
に
山
背
国
相
楽
郡
の
恭
仁

宮
に
入
り
、
こ
こ
を
都
と
定
め
た
。
こ
の
東
国
巡
幸
と
恭
仁
遷
都

は
天
皇
の
動
揺
の
大
き
さ
を
物
語
る
が
、
聖
武
は
恭
仁
に
も
落
着

く
こ
と
が
で
き
ず
、
天
平
十
四
年
八
月
に
近
江
の
山
中
の
紫
香
楽

宮
に
第
一
回
の
行
幸
を
行
っ
て
か
ら
、
し
ば
し
ば
こ
こ
に
行
幸
し

て
い
る
。

自
信
を
失
っ
て
い
た
聖
武
が
、
天
平
十
六
年
閏
正
月
に
百
官
を

朝
堂
に
会
し
て
、
恭
仁
と
難
波
と
い
ず
れ
を
都
と
す
べ
き
か
を
問

う
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
恭
仁
が
多
数
を
制
し
た
。
ま
た
市
に
使

を
出
し
て
同
じ
問
を
市
人
に
発
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
が
恭
仁

京
を
支
持
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
聖
武
は
、
人
び
と
の
意
向
を

無
視
し
て
難
波
宮
に
行
幸
し
、
翌
二
月
二
十
日
に
は
玉
座
と
大
楯

を
難
波
に
運
ば
せ
、
遷
都
の
意
向
を
示
し
た
。
そ
し
て
二
十
六
日

難

波

宮

小

史

に
左
大
臣
の
橘
諸
兄
が
勅
を
宣
し
て
、
難
波
宮
を
皇
都
と
す
べ
き

こ
と
を
告
げ
た
。
実
に
九

0
年
ぶ
り
に
難
波
は
正
都
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
奇
怪
な
こ
と
に
、
遷
都
の
宣
言
が
行
わ
れ
る
二
日
前

に
、
聖
武
は
難
波
を
後
に
し
て
紫
香
楽
宮
に
向
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
紫
香
楽
を
都
と
す
べ
く
、
新
京
の
造
営
が
は
じ
め
ら

れ
た
。
だ
が
人
び
と
の
不
満
を
表
現
す
る
よ
う
に
、
宮
の
周
辺
の

山
に
頻
り
に
火
災
が
起
り
、
四
月
に
入
る
と
運
日
火
災
を
み
る
よ

う
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
地
髭
ま
で
頻
発
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
五
月
に
ふ
た

た
び
諸
司
の
官
人
に
、
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
を
も
っ
て
都
と
す
べ
き

か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
み
な
平
城
と
答
え
た
。
ま
た
四
大
寺
の
僧

に
問
う
た
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
聖
武
も
つ
い
に
こ
れ
に
従

い
、
ま
ず
恭
仁
宮
に
移
り
、
つ
い
で
五
月
十
一
日
に
平
城
に
帰
っ

た
。
難
波
が
正
都
で
あ
っ
た
の
は
一
年
三
カ
月
足
ら
ず
、
そ
れ
も

天
皇
不
在
の
都
で
あ
っ
た
。
今
回
も
ま
た
不
運
な
都
で
あ
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

広
嗣
の
乱
の
あ
と
聖
武
の
心
が
定
ま
ら
ず
、
恭
仁
・
難
波
・
紫

香
楽
の
諸
宮
を
転
々
と
し
た
こ
と
は
、
政
治
を
い
ち
じ
る
し
く
不

安
定
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
天
平
十
六
年
閏
正

月
十
一
日
の
難
波
行
幸
の
さ
い
、
一
つ
の
悲
劇
が
演
じ
ら
れ
た
。
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難
波
宮
の
遣
跡
（
「
難
波
宮
址
の
研
究
」
（
昭
和
45
年
）
よ
り
）

行
幸
に
従
っ
て
い
た
聖
武
の
皇
子
の
安
積
親
王
が
、
脚
病
の
た
め

に
中
途
か
ら
引
返
し
た
が
、
翌
々
十
三
日
に
恭
仁
宮
で
亡
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
時
に
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
皇
子
の
死
は
、
恭
仁
京

の
留
守
官
で
あ
っ
た
藤
原
仲
麻
呂
の
暗
殺
に
よ
る
と
す
る
説
が
有

カ
で
あ
る
。
当
時
皇
太
子
に
は
、
聖
武
と
光
明
皇
后
と
の
間
に
生

ま
れ
た
阿
倍
内
親
王
が
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
人
ぴ
と
は
こ
の
女

性
皇
太
子
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
形
跡
が
あ
り
、
県
犬
蓑
広
刀
自

を
母
と
す
る
安
積
親
王
は
、
い
わ
ば
反
藤
原
派
の
貴
族
に
と
っ
て

希
望
の
星
で
あ
っ
た
。
そ
の
親
王
の
急
死

に
よ

っ
て
難
波
宮
は
騒

然
と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
た
が
、
結
局
大
事
に
は
い
た
ら
な
か
っ

な
る
の
で
あ
る
。

一九

翌
天
平
十
七
年
八
月
の
難
波
行
幸
の
さ
い
も
ま
た
事
件
が
起
っ

て
い
る
。
聖
武
が
滞
在
中
に
発
病
し
、
翌
月
の
十
九
日
に
は
孫
王

ら
を
こ
と
ご
と
く
呼
び
集
め
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
聖
武
は
一
週
間
後
に
は
平
城
に
帰
っ
て
い
る
の
で
、
意
外
に

早
く
回
復
し
た
よ
う
だ
が
、
こ

の
聖
武
の
発
病
は
政
治
的
に
大
き

な
波
紋
を
描
く
こ
と

に
な
っ
た
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七

月
に
、
橘
奈
良
麻
呂
に
よ
る
仲
麻
呂
打
倒
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
覚

し
た
と
き
、
陸
奥
守
と
し
て
任
地
に
あ
っ
た
佐
伯
全
成
も
一
味
と

し
て
勘
問
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
供
述
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
天

平
十
七
年
に
聖
武
が
難
波
で
発
病
し
た
と
き
、
奈
良
麻
呂
が
全
成

に
、
天
皇
が
危
篤
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
に
皇
嗣
が
定
ま
っ
て
い

な
い
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
お
そ
ら
く
変
が
起
る
だ
ろ
う
、
我
々

は
結
束
し
て
黄
文
王
を
立
て
よ
う
で
は
な

い
か
と
語
っ
た
と
い

う
。
こ
の
と
き
は
全
成
が
、
自
分
の
先
祖
は
清
朋
に
し
て
君
を
佐

け
仕
え
て
き
た
、
そ
の
先
迩
を
失
い
た
く
な
い
と
参
加
を
拒
ん
だ

た
め
、
事
を
起
す
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
阿
倍
内
親
王
と
い
う

皇
太
子
が
あ
り
な
が
ら
、
奈
良
麻
呂
が
「
皇
嗣
を
立
つ
る
こ
と
な

し
」
と
述
ぺ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
費
族
の
女
性
皇
太
子
に
対
す

る
認
識
を
示
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。

た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
な
か
で
恭
仁
宮
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
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波

宮

小

史

天
平
期
の
政
治
的
混
乱
の
な
か

佐
伯
全
成
の
供
述
に
よ
る
と
、
天
平
勝
宝
八
歳
に
聖
武
太
上
天

皇
が
難
波
で
発
病
し
た
さ
い
に
も
、
奈
良
麻
呂
が
全
成
を
誘
い
、

も
し
他
氏
で
王
を
立
て
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
わ
が
族
は
減
亡
す
る

で
あ
ろ
う
と
語
っ
て
、
ふ
た
た
び
黄
文
王
を
立
て
よ
う
と
述
べ
た

と
い
う
。
天
平
中
期
以
来
の
政
治
的
混
乱
の
な
か
で
、
難
波
が
政

争
の
―
つ
の
目
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

全
成
の
供
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
聖
武
は
天
平
勝
宝
八
歳
四
月
に

難
波
で
発
病
し
、
そ
の
月
の
十
五
日
に
難
波
を
立
っ
て
平
城
に
帰

還
し
た
も
の
の
、
五
月
二
日
に
崩
御
し
た
。

聖
武
の
死
後
、
難
波
宮
へ
の
天
皇
の
行
幸
は
ふ
た
た
び
稀
に
な

る
。
聖
武
の
娘
の
孝
謙
女
帝
（
重
詐
し
て
称
徳
と
な
る
）
は
二
度

と
難
波
に
足
を
入
れ
な
か
っ
た
し
、
天
武
系
に
代
っ
て
即
位
し
た

天
智
系
の
光
仁
・
桓
武
の
両
天
皇
も
難
波
宮
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
類
棗
一
―
一
代
格
』
の
引
く
延
暦
十
二
年
（
七

九
―
―
-
）
-
―
一
月
九
日
の
太
政
官
符
に
は
、
「
難
波
大
宮
す
で
に
停
め

ら
る
。
宜
し
く
職
の
名
を
改
め
て
国
と
な
す
べ
し
」
と
あ
る
。
難

波
宮
を
停
止
し
た
た
め
、
摂
津
職
を
改
め
て
国
と
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
大
化
以
後
、
一
五

0
年
近
く
首
都
あ
る
い
は
副
都
と
し

て
の
地
位
を
保
ち
続
け
た
難
波
宮
も
、
つ
い
に
そ
の
地
位
を
失
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
難
波
宮
の
地
位
は
、

で
、
す
で
に
回
復
し
が
た
い
ほ
ど
に
低
下
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
政
治
的
混
乱
は
、
律
令
支
配
の
動
揺

と
、
そ
れ
を
反
映
し
た
支
配
階
級
内
部
の
対
立
の
激
化
に
よ
っ
て

ひ
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
聖
武
天
皇
自
身
の
優

柔
不
断
な
性
格
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
面
の
あ
る
こ
と
も
否
め
な

い
。
難
波
宮
が
、
こ
の
宮
を
も
っ
と
も
愛
し
た
聖
武
天
皇
に
よ
っ

て
、
事
実
上
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の

は
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。（

昭
和
五
七
年
七
月
稿
）

二
0




