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天

皇

孜

律
令
的
所
有
樺
に
關
す
る
畳
書
（
一
）

叢一

鍋

田

一

論律一法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
氏
族
的
肚
會
お
け
る
ウ
ヂ
の
組
織
が
次
第
に
磯
達
し
、
支
配
從
属
關
係
に
ょ
る
氏
族
の
結
合
が
成
長
す
る
に
件
い
、
支
配
的
な
氏
族
（
以

下
豪
族
と
解
す
る
も
の
は
こ
れ
を
指
す
）
相
互
の
間
に
封
立
や
抗
宇
が
激
し
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
等
は
共
倒
れ
に
な
り
易
く
、
ま
た

そ
の
宇
い
に
乗
じ
て
從
麗
者
は
自
己
の
束
縛
を
絶
た
ん
乏
し
た
の
で
、
豪
族
た
ち
は
横
と
下
か
ら
の
歴
力
を
抑
え
、
自
己
゜
の
支
配
力
を
維

持
す
る
た
め
に
、
彼
等
同
志
σ
共
同
の
艘
制
を
と
る
に
到
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
豪
族
た
ち
の
連
合
は
そ
の
構
成
す
る
豪
族
の
う
ち
か
ら
推

載
さ
れ
た
一
豪
族
を
立
て
て
統
合
者
と
な
し
、
豪
族
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
領
、
王
的
な
性
格
を
保
有
し
な
が
ら
統
合
者
に
ょ
り
統
率
さ
れ
る
形

態
を
と
つ
た
。
×
和
に
か
か
る
豪
族
た
ち
の
連
合
政
模
が
成
立
し
た
の
は
三
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
和
に
成
立
し
た
政
樺

は
共
同
連
合
の
力
を
も
つ
て
急
速
に
登
展
し
て
ゆ
き
、
四
・
五
世
紀
頃
に
は
聖
國
的
な
制
覇
を
確
立
し
、
韓
土
経
螢
に
ま
で
仲
長
し
た
の

で
あ
つ
た
。
皇
室
が
か
か
る
連
合
政
様
の
統
合
者
た
る
優
勢
な
地
位
を
占
め
た
の
は
政
権
の
成
立
と
略
々
同
時
で
め
つ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
か
し
統
合
者
だ
る
こ
と
臨
絶
封
的
な
権
威
を
も
つ
支
配
者
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
蓮
合
政
権
を
維
持
す
る
た
め
の
必
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要
な
長
と
し
て
選
ば
れ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
澤
ぷ
も
の
と
選
ば
れ
た
る
も
の
と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
差
は
な
か

つ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
が
全
國
的
な
支
配
の
搬
大
と
國
外
へ
の
進
出
に
捉
が
さ
れ
て
迎
合
政
擢
の
組
織
の
強
化
が
必
要
に
な
る
に
し
た

が
い
、
蓮
合
政
椎
の
上
に
お
か
れ
た
統
合
者
の
構
威
が
次
第
に
た
か
め
ら
れ
て
い
つ
た
こ
と
は
充
分
に
老
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ

は
い
え
當
初
に
お
い
て
は
皇
室
の
椹
威
は
み
つ
か
ら
の
支
配
す
る
土
地
・
人
民
の
み
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
大
和
政
模
の
長
で

あ
る
こ
と
か
ら
は
さ
し
て
出
て
き
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
大
和
政
権
の
實
質
的
な
主
導
櫨
は
統
合
者
よ
り
は
下
の
．
×
臣
、
大
連
と

し
て
蓮
合
政
櫨
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
有
勢
な
能
力
あ
る
豪
族
た
ち
の
手
に
あ
つ
た
。
大
和
政
穫
が
全
國
的
な
統
合
を
な
し
と
げ
た

時
期
に
■
い
て
も
な
お
、
統
合
者
の
櫻
力
は
微
搦
な
も
の
で
あ
つ
た
。
中
央
に
お
い
て
は
臣
、
連
、
件
造
ら
の
カ
バ
、
不
を
有
す
る
豪
族
は

そ
れ
ぞ
れ
の
私
地
・
私
民
を
領
有
支
配
し
て
お
り
、
地
方
に
お
い
て
も
行
政
に
参
劃
し
た
國
造
、
縣
主
ら
は
同
様
に
私
地
、
私
民
の
支
配

椹
を
保
有
し
て
い
た
。
か
く
の
如
く
統
合
者
の
樒
力
は
い
ま
だ
全
國
の
人
民
を
直
接
統
治
す
る
ま
で
に
は
伸
長
せ
ず
、
統
△
口
者
は
當
然
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

れ
ら
臣
・
連
・
件
造
、
國
造
の
よ
う
な
支
配
的
身
分
暦
の
豪
族
を
通
し
て
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
極
め
て
多
く
の
豪
族
が

官
人
ど
し
て
公
の
政
治
に
携
」
わ
る
と
と
も
に
、
支
配
者
と
し
て
私
の
政
治
を
行
い
、
統
治
の
組
織
は
殆
ん
ど
慣
行
的
な
冠
會
秩
序
に
よ
つ

た
が
、
し
か
し
そ
の
ま
ま
に
お
い
て
は
國
家
の
秩
序
は
保
た
れ
す
、
蓮
合
政
樺
の
支
配
も
ま
た
動
揺
す
る
。
し
た
が
つ
て
國
家
は
そ
れ
ら

の
蓉
的
秩
序
を
固
定
し
、
國
讐
よ
つ
て
そ
れ
義
持
せ
ん
と
し
た
。
お
そ
ら
ぐ
國
奮
簾
る
統
治
の
原
則
は
・
の
響
あ
つ
た
の

で
あ
り
、
・
定
姓
（
カ
バ
ネ
を
定
め
る
）
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
統
合
者
の
統
治
の
封
象
は
連
合
政
纏
の
臣
、
漣
、
俘
造
、
國
造

ら
の
カ
バ
ネ
を
も
つ
官
人
‖
支
配
的
身
分
暦
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
身
分
職
掌
の
序
列
を
正
す
こ
と
に
主
た
る
任
務
が
め
つ
た
す
な

わ
ち
現
在
の
秩
序
に
從
つ
て
そ
の
身
分
職
掌
に
態
ず
、
る
カ
バ
ネ
を
與
え
、
ま
た
ヵ
バ
ネ
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
調
停
す
る
‘
と
と
に
ょ
り
、
そ
の

關
係
が
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
統
合
者
は
自
己
の
椎
威
を
も
同
時
に
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
，
ガ
バ
ネ
の
制
は
統
ム
ロ
者
の

穫
力
の
微
弱
と
身
分
職
掌
の
世
襲
制
を
特
徴
と
す
る
當
時
の
冠
會
に
必
然
的
な
制
度
で
あ
り
、
大
和
政
椹
の
椴
力
的
基
礎
が
い
ま
だ
充
分



　
　
で
は
な
く
、
ま
た
統
合
者
の
臣
、
蓮
ら
に
封
す
る
同
様
の
基
礎
が
微
弱
で
あ
つ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

88　
　
　
し
か
る
に
屯
倉
、
田
荘
の
設
置
が
廣
汎
と
な
り
、
効
果
的
な
國
外
進
出
が
行
わ
れ
る
と
、
大
和
政
極
の
構
力
は
飛
躍
的
に
増
、
×
す
る
に

　
　
到
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
政
椹
内
部
に
主
導
椹
を
め
ぐ
つ
て
の
豪
族
た
ち
の
抗
争
を
劇
化
せ
し
め
る
結
果
と
な
つ
た
。
記
紀
に
現
わ
れ
る

　
　
干
群
・
大
件
．
物
部
・
蘇
我
氏
ら
の
遷
り
憂
り
は
、
有
勢
な
豪
族
た
ち
の
か
か
る
抗
宇
を
反
映
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
彼
ら
の
、

　
　
抗
争
が
一
に
主
導
者
の
位
置
の
争
奪
に
止
ま
つ
た
の
は
、
組
織
維
持
の
た
め
に
の
み
必
要
で
あ
る
に
過
ぎ
す
、
ま
た
そ
の
位
置
の
争
奪
を

　
　
行
え
ば
組
織
自
膿
の
崩
壊
を
招
く
よ
う
な
統
合
者
の
地
位
に
封
し
て
切
實
な
意
欲
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
連
合
政
樵
の
強
固

「
　
　
さ
が
要
求
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
は
、
統
合
者
と
な
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
必
す
し
も
主
導
者
た
る
機
能
と
櫨
威
と
を
も
ち
う
る
も
の
で
は

　
　
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
連
合
政
櫨
が
國
内
の
廣
汎
な
支
配
と
効
果
的
な
國
外
…
進
出
を
な
し
と
げ
る
ま
で
に
到
る
と
、
連
合
政
樵
は

諭　
　
そ
の
限
界
に
達
し
て
、
逆
に
み
す
か
ら
の
衰
退
の
道
を
開
く
に
到
つ
た
。
す
な
わ
ち
國
外
に
ま
で
鑛
大
し
た
支
配
を
行
う
た
め
に
は
連
合

鶴　
’
政
穗
の
組
織
は
あ
ま
り
に
脆
弱
す
ぎ
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
う
る
牧
奪
物
は
國
家
の
共
有
と
な
る
と
と
な
く
、
政
椹
上
暦
部
の
豪
族
た

　
　
ち
の
私
有
と
な
る
の
で
、
蓮
合
政
穫
の
構
成
は
必
要
な
範
園
に
お
い
て
の
み
残
す
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
著
し
く
そ
の
機
能
を
失
つ
て
き

浩　
　
た
。
こ
の
た
め
軍
一
政
櫻
の
確
立
が
支
配
的
な
上
暦
部
に
も
群
小
豪
族
に
も
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
前
者
に
お
い
て
は
軍
一
政
権
を
猫
占
的

一
　
　
に
．
利
用
す
る
た
め
に
パ
後
者
に
お
い
て
は
機
能
を
失
い
不
安
定
と
な
つ
た
賠
制
に
著
し
く
自
己
保
存
の
脅
威
を
感
じ
た
が
た
め
に
、
そ
れ

　
　
を
阻
止
す
る
手
段
と
し
て
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
す
政
権
内
に
は
依
然
と
し
て
有
勢
な
豪
族
が
い
く
つ
か
存
在
し
て

　
　
お
り
軍
一
政
櫨
を
志
向
し
て
の
抗
争
は
激
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
し
か
る
に
一
方
か
か
る
大
和
政
穫
内
の
不
統
一
は
お
の
す
か
ら
封

　
　
外
關
係
の
悪
化
を
招
き
、
朝
鮮
内
部
に
，
お
け
る
反
抗
は
著
し
く
な
り
、
就
中
新
羅
は
六
世
紀
の
牛
ば
大
和
政
穫
の
朝
鮮
進
出
の
最
後
の
握

　
　
黙
で
あ
る
任
那
を
奪
う
に
到
つ
た
。
以
後
天
智
朝
に
至
る
ま
で
の
　
世
紀
に
わ
た
つ
て
朝
鮮
へ
の
再
…
進
出
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
そ
の
爲
に
は
大
和
政
樺
の
組
織
が
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
シ
ナ
忙
お
い
て
は
六
世
紀
の
末
強
、
力
な
随
が
立
ち
、
つ
い
で
更
忙
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強
大
な
唐
が
立
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
か
大
和
政
槙
は
自
己
保
存
の
た
め
に
自
己
の
盟
制
の
強
化
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
か
ク
た
。
連
合
政
槽

を
形
成
す
る
豪
族
た
ち
は
幾
度
か
の
淘
汰
に
よ
つ
て
有
勢
者
は
極
め
て
僅
か
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
有
力
者
は
極
め
て
大
き
な
も
の
と
な

り
、
他
の
も
の
は
群
小
豪
族
に
な
㌔
り
さ
が
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
連
合
政
椹
が
そ
の
意
義
を
失
う
時
、
統
合
者
た
る
こ
と
は
樵
威
と
實
力
と

を
現
わ
す
も
の
と
な
づ
て
く
る
。
そ
し
で
政
櫻
上
暦
部
は
極
め
て
蓼
々
克
る
人
物
に
ょ
つ
て
占
め
ら
れ
て
ゆ
き
。
皇
室
も
も
は
や
從
來
の

如
ぎ
推
載
さ
れ
る
よ
う
な
安
隠
さ
に
止
ま
つ
て
い
る
こ
と
は
で
き
す
、
み
す
か
ら
身
を
守
り
、
賠
制
の
愛
化
に
よ
つ
て
新
た
な
意
義
を
も

つ
に
至
つ
た
統
合
者
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
き
た
。
争
い
の
當
事
者
ぱ
次
第
に
軍
純
化
さ
れ
、

皇
室
、
蘇
我
氏
の
蓮
合
軍
は
物
部
，
中
臣
の
連
合
軍
を
破
つ
て
、
つ
い
に
大
和
政
構
内
に
残
る
も
の
は
皇
室
と
蘇
我
氏
の
爾
氏
の
み
と
な

り
、
最
後
の
争
い
は
こ
の
爾
氏
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
崇
峻
五
年
蘇
我
馬
子
は
大
和
政
櫨
の
統
合
者
で
あ
る
崇
峻
天
皇
を
試
し
た
。
同
年
即
位
せ
る
推
古
天
皇
は
蘇
我
氏
の
横
勢
を
抑
え
る
べ

く
厩
戸
皇
子
を
皇
太
子
と
な
し
、
’
馬
子
と
拉
ん
で
國
政
を
執
ら
し
め
る
策
を
と
つ
た
。
有
能
に
し
て
聲
望
あ
る
太
子
は
在
世
中
は
よ
く
馬

子
を
抑
え
え
た
が
、
そ
れ
は
憲
法
十
七
條
の
制
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
抗
争
の
治
極
的
な
緩
和
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
さ
れ
ば
推
古
廿
九
年
太

子
が
亮
ず
る
や
、
馬
子
は
再
び
穫
を
檀
に
し
、
舟
三
年
皇
室
直
轄
領
．
で
あ
る
葛
城
縣
の
略
取
を
企
て
た
。
當
時
す
で
に
皇
室
領
の
慧
食
が

頻
に
行
わ
れ
怪
ま
れ
ざ
る
ほ
ど
に
至
つ
た
情
勢
が
馬
子
の
ご
の
態
度
と
な
つ
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
子
の
あ
と
を
纏
ぎ
大
臣
と

な
つ
た
蝦
幌
も
、
推
古
天
皇
が
崩
ず
る
や
、
そ
の
意
津
よ
つ
て
翫
明
天
皇
を
立
て
、
つ
い
で
皇
極
朝
に
は
蝦
随
は
も
と
の
ご
と
く
大
臣
と

な
り
、
そ
の
子
入
鹿
は
國
政
を
執
つ
た
。
大
件
、
物
部
ら
が
政
治
の
中
枢
よ
り
斥
け
ら
れ
て
の
ち
は
、
政
治
の
衝
に
當
る
も
の
は
ひ
と
り

蘇
我
氏
の
み
と
な
り
、
°
そ
の
模
勢
は
比
類
な
き
竜
の
と
な
つ
た
。
書
紀
皇
極
紀
元
年
の
條
に
　
　
　
　
　
’

　
　
、
七
月
甲
寅
朔
戊
寅
、
群
臣
相
謂
り
て
曰
く
、
村
．
々
の
覗
部
の
所
敦
の
随
に
、
或
は
牛
馬
を
殺
し
て
、
諸
肚
の
耐
を
祭
う
、
或
は
頻
ウ
に

　
市
を
移
し
、
或
は
河
泊
に
禧
る
。
既
に
所
効
無
し
。
蘇
我
大
臣
報
え
て
曰
く
、
寺
々
に
於
て
、
大
乗
経
典
を
韓
讃
み
ま
つ
る
べ
し
、
過
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を
悔
ゆ
る
こ
と
・
佛
の
所
説
た
ま
え
る
が
如
く
し
て
、
警
て
璽
繁
む
。
震
、
大
寺
の
南
庭
に
於
て
、
璽
口
薩
の
像
と
、
四
天

．
王
の
讐
農
い
て
・
衆
借
を
屈
請
せ
て
、
大
雲
経
等
を
讃
芒
む
。
辛
巳
、
微
雨
ふ
る
、
壬
午
、
雨
を
所
う
・
と
覧
ず
、
故
纂

　
を
讃
む
こ
と
を
停
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
’
、

　
　
八
月
甲
申
塑
天
皇
、
南
淵
の
河
吉
幸
し
て
、
聾
て
四
方
を
蒙
、
天
を
仰
ぎ
て
誓
。
望
竃
り
、
大
雨
意
。
馨
雨
．

る
こ
と
吾
・
天
下
を
藩
し
つ
、
－
是
に
於
美
汗
の
百
姓
、
倶
に
警
歳
、
覆
天
・
王
畠
す
。

と
あ
り
・
こ
の
記
載
に
佛
教
的
色
彩
と
天
皇
の
模
威
を
た
か
ゆ
る
た
め
の
意
圃
が
露
わ
で
あ
る
に
せ
よ
、
蝦
幌
の
行
爲
は
政
治
の
長
が
祭

祀
の
長
を
兼
ね
ん
ど
す
る
動
き
を
現
わ
す
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
蘇
我
氏
が
祭
祀
の
長
と
し
て
の
傳
統
が
淺
く
、
皇
室
の
場
合
よ
り
も
若

干
の
日
時
を
要
す
る
と
し
て
も
、
嚢
氏
が
大
誕
穫
の
薯
と
な
れ
ば
、
天
白
玉
は
嚢
氏
の
う
ち
ょ
り
も
生
れ
う
る
の
で
あ
る
。
元
來

，
蘇
我
氏
が
有
勢
と
な
つ
た
一
つ
の
因
ど
し
て
優
秀
な
蹄
化
人
を
そ
の
配
下
に
集
め
え
た
こ
と
が
老
え
ら
れ
る
が
、
，
佛
教
の
傅
來
に
際
し
て

も
は
や
ぐ
よ
り
そ
の
信
奉
者
ど
な
つ
て
を
り
、
新
し
き
曇
に
ょ
つ
て
皇
室
、
中
臣
氏
の
維
持
す
る
濃
道
に
封
抗
せ
ん
と
す
る
意
間
が

あ
つ
熔
で
は
あ
る
ま
W
彗
禦
淳
訴
㌧
9
道
鏡
の
皇
位
警
の
例
・
は
意
味
は
萎
ぷ
、
鍵
の
か
か
・
利
用
法
は
菖

さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ち
れ
る
。
さ
て
、
蝦
嬢
の
専
樺
は
租
廟
を
立
て
て
耐
宮
に
封
し
、
ま
た
天
下
の
人
民
を
使
役
し
て

墳
墓
を
作
リ
ミ
サ
サ
ギ
と
呼
ば
し
め
、
家
に
お
い
て
國
政
を
行
・
い
、
紫
冠
を
入
鹿
に
授
け
、
大
、
臣
の
位
に
擬
し
、
ま
た
そ
の
弟
を
物
部
大

臣
と
い
わ
し
め
た
。
そ
し
て
聖
徳
太
子
の
子
孫
た
ち
の
勢
あ
る
を
忌
み
、
そ
れ
を
廃
し
て
古
人
大
兄
皇
子
を
立
て
て
天
皇
と
な
さ
ん
て
と

を
計
り
・
皇
極
二
年
＋
㌃
つ
い
呈
豪
義
す
に
到
つ
た
。
す
で
に
轟
は
推
莫
皇
璽
る
や
衆
望
に
背
い
て
山
莫
兄
白
手
を

斥
け
田
村
皇
子
義
立
し
て
篇
天
皇
と
な
し
、
聖
徳
奈
の
遺
聾
挫
折
芒
め
ん
・
と
を
計
つ
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
意
を
浮
た
の

で
あ
つ
た
・
か
く
て
嚢
氏
は
み
す
奮
の
奮
・
・
男
・
を
呼
ば
せ
、
ま
た
そ
の
男
†
を
・
・
と
い
わ
し
め
、
・
ら
集
の
外
・
§
柵

を
設
け
・
ま
た
兵
庫
を
立
て
兵
士
を
置
き
家
を
守
ら
し
め
た
。
と
こ
に
諸
氏
の
統
合
者
と
さ
れ
る
皇
室
の
天
皇
の
ほ
か
忙
、
あ
る
M
は
そ
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．
の
天
皇
に
代
え
て
、
別
の
統
合
者
ー
天
皇
の
出
現
が
可
能
な
事
態
に
た
ち
到
つ
た
の
で
あ
る
。
一
，
鞍
作
り
9
入
鹿
）
轟
く
．
天
宗
を
滅
ぼ

し
、
將
に
日
位
を
傾
け
ん
と
す
。
登
天
孫
を
以
て
鞍
作
り
に
代
え
ん
や
」
と
い
い
、
「
當
に
嗣
位
に
居
る
べ
琶
天
の
子
な
り
，
臣
罪
を
知
ら

．
す
」
と
い
う
（
皇
極
紀
四
年
六
月
條
）
、
中
大
兄
皇
子
ビ
入
鹿
の
言
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
推
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
皇
極
四
年
（
六
四
五

’
月
）
×
月
中
大
兄
皇
子
、
中
臣
鎌
足
ら
は
蝦
號
・
入
鹿
を
討
ち
、
大
和
政
椹
内
の
最
後
σ
箏
い
は
先
ん
じ
て
中
心
人
物
を
倒
し
た
皇
室
の

勝
利
に
蹄
し
た
。
新
興
の
蘇
我
氏
は
縛
統
の
皇
室
の
謀
り
〉
と
の
巧
さ
の
前
に
敗
れ
去
つ
た
。
か
く
て
蓮
合
政
横
は
そ
の
幕
を
閉
じ
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；

　
蘇
我
氏
を
倒
し
て
比
類
な
き
勢
力
と
な
つ
た
皇
室
は
、
い
ま
や
樺
威
の
確
立
と
時
局
の
牧
拾
の
た
め
に
軍
一
膿
制
の
整
備
を
急
が
ね
ば

な
ら
な
い
。
皇
極
四
年
即
位
せ
る
孝
徳
天
皇
は
豪
族
た
ち
を
集
め
て
、
　
「
帝
道
唯
一
」
な
る
が
ゆ
え
に
「
君
に
二
つ
の
政
無
く
、
臣
は
朝

　
　
／

に
式
く
こ
と
無
ぎ
」
を
盟
わ
し
め
た
σ
す
な
わ
ち
天
皇
唯
一
の
政
治
的
支
配
椹
の
み
を
認
め
、
豪
族
た
ち
の
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
所
謂
大
化
改
新
と
稻
せ
ら
れ
る
も
の
の
政
治
的
改
革
の
意
味
は
、
さ
き
に
燭
れ
た
よ
う
に
大
和
政
櫨
内
に
お
け
る
軍
一
政
模
確
立

の
た
め
の
二
元
的
な
要
求
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
中
央
集
槙
的
な
軍
一
鵠
制
を
成
立
せ
し
め
た
と
ζ
う
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
畢
一

政
穫
へ
の
整
備
ぼ
ま
す
天
皇
の
地
位
を
強
化
す
る
こ
と
に
現
わ
れ
た
。
天
皇
を
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
占
め
せ
し
め

る
た
」
め
に
、
こ
れ
に
な
ん
ら
か
の
威
嚴
あ
る
形
式
を
附
與
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
パ
そ
こ
に
案
出
さ
れ
た
も
の
が
天
皇
を
絶
封
化
し

　
　
　
　
　
　
ア
ラ
ミ
カ
ミ

祠
格
化
す
る
「
現
祠
」
で
あ
つ
た
。
天
皇
を
も
つ
て
現
祠
と
な
す
思
想
は
、
大
化
以
前
に
お
い
て
は
た
し
て
、
い
か
な
る
程
度
に
行
わ
れ

た
か
知
る
由
も
な
い
が
、
書
紀
に
は
大
化
改
新
以
前
と
以
後
と
は
裁
然
と
匝
別
さ
れ
て
を
り
、
改
新
以
後
に
お
い
て
の
み
屡
々
使
用
さ
れ

る
事
實
は
、
天
皇
肺
格
化
に
つ
い
て
の
大
き
な
示
唆
を
與
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
孝
徳
二
年
正
月
に
酷
せ
ら
れ
た
詔
に
は
、
か
か
る
天
皇
の
模
威
の
下
に
中
央
集
構
的
機
構
．
の
整
備
が
企
て
ら
れ
て
を
り
、
ま
た
そ
の
機



助
　
構
の
上
に
の
み
天
皇
の
強
大
な
極
力
を
振
う
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
た
な
騰
制
が
皇
室
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と

　
　
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
脆
弱
に
な
つ
た
連
合
政
椹
に
自
己
の
支
配
力
の
．
不
安
を
感
じ
て
い
た
群
少
豪
族
た
ち
は
、
皇
室
に
臣
從
す
る
こ
と

　
　
を
通
し
て
、
こ
の
あ
ら
た
な
膣
制
の
う
ち
に
支
配
の
効
果
的
な
保
存
を
計
つ
た
の
で
あ
る
。
同
年
三
月
詔
に
群
小
豪
族
た
ち
の
≧
W
を
マ
須

　
　
つ
L
と
あ
る
の
は
か
か
る
意
味
の
協
翼
で
あ
つ
た
。
　
」
．
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
・

　
　
　
し
か
し
中
央
集
檀
的
統
一
國
家
の
支
配
者
と
な
つ
た
天
皇
は
必
ず
し
も
執
政
の
任
に
當
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
大
化
前
代
に
お
い
て

一
莫
舜
大
蓑
護
の
賃
當
り
殆
ん
芝
の
決
定
蟹
で
碧
し
た
の
で
あ
つ
た
だ
改
噺
以
後
は
皇
族
の
う
ち
の
有
薯
（
き

叢
・
し
て
皇
太
子
）
を
執
政
の
任
に
當
ら
し
め
、
豪
族
た
ち
を
し
て
そ
れ
を
補
佐
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
皇
極
四
年
蘇
我
父
子
滅
さ
れ
る
や
、

論
f
同
年
郎
位
せ
る
孝
徳
天
皇
は
大
臣
、
大
連
の
制
を
廃
し
、
中
大
兄
子
を
立
て
て
皇
太
子
と
な
し
、
左
右
大
臣
な
ら
び
に
内
大
臣
の
制
を
設

　
　
げ
て
（
こ
の
制
の
設
け
ら
れ
た
時
日
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
）
皇
太
子
を
輔
佐
せ
し
め
た
。
中
大
兄
皇
子
の
立
太
子
ぱ
聖
徳
太
子
の
．

律
，法

一
例
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
の
理
由
と
し
て
は
、
皇
室
内
の
複
雑
な
闘
係
l
l
考
徳
天
皇
は
皇
太
子
の
勇
，
古
人
大
兄
皇
子
は
皇

子
の
兄
ー
に
よ
り
、
　
あ
る
い
ぱ
改
新
に
際
し
て
一
畢
に
天
皇
親
政
と
な
す
ご
占
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
測
つ
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
孝
葉
白
扇
ず
る
江
遍
天
皇
叢
詐
し
て
齊
明
天
．
呈
旨
、
兵
兄
白
玉
子
は
引
整
白
里
李
の
地
位
に
止
ま
つ
た
。
そ
の

理
由
は
さ
き
に
古
人
大
兄
皇
子
の
反
あ
り
（
大
化
元
年
）
　
同
じ
立
場
に
有
馬
皇
子
が
あ
り
し
が
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
ま
た
皇
太

子
◎
地
位
が
改
新
の
事
業
逐
行
の
た
め
に
便
宜
的
で
あ
つ
た
か
ら
と
も
、
考
え
ら
れ
る
。
新
羅
征
討
・
任
那
復
興
は
改
新
の
一
つ
の
目
標
で

あ
つ
た
が
、
齊
明
六
年
、
唐
、
・
新
羅
の
連
合
軍
が
百
潜
を
撃
ち
、
百
濟
は
ま
ざ
に
滅
び
ん
と
し
て
救
い
を
わ
れ
に
求
め
て
き
た
。
改
新
に

ょ
っ
て
蓄
え
ら
れ
た
實
力
を
現
わ
す
秋
が
き
た
。
翠
七
年
、
天
皇
は
筑
紫
に
ゆ
い
て
征
軍
の
こ
と
を
督
し
た
が
ま
も
な
く
崩
じ
、
つ
い
で

天
智
構
制
ご
年
わ
が
國
の
水
軍
ぱ
唐
の
水
軍
と
白
村
江
に
戦
つ
て
敗
れ
、
兵
を
牧
め
て
蹄
っ
た
。
齊
明
天
皇
崩
す
る
や
中
大
兄
皇
子
は
皇

汰
子
の
ま
ま
に
稻
制
し
た
が
、
萬
機
の
聞
知
と
執
行
と
を
彙
ね
る
皇
太
子
稻
制
は
、
天
皇
親
政
へ
の
過
渡
的
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
（
し



　
　
も
か
時
は
百
濟
救
援
の
さ
中
で
あ
り
、
皇
太
子
の
自
－
田
な
立
場
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
）
し
か
る
に
百
濟
救
’
援
　
は
失
敗
に
麟
し
、

　
　
朝
鮮
進
出
の
意
圖
は
挫
折
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
の
責
は
皇
太
子
の
負
う
と
こ
ろ
と
な
り
、
服
麗
日
淺
き
豪
族
た
ち
の
う
ち
に
、
’
改
新
の
主

　
　
導
者
で
あ
る
皇
太
子
に
封
し
反
感
を
惹
起
し
た
で
あ
ろ
う
ζ
と
は
疑
い
な
い
。
稻
制
三
年
以
後
の
封
氏
政
策
は
内
政
の
危
機
を
物
語
る
も

　
　
の
で
あ
る
。
・
屡
々
鰯
れ
た
よ
う
に
大
化
改
新
は
皇
室
の
側
に
お
い
て
は
政
治
的
意
味
に
治
け
る
氏
族
制
の
廃
止
で
あ
り
、
他
方
豪
族
た
ち

　
・
の
側
に
苦
い
て
は
支
配
力
の
効
果
的
な
保
存
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
定
姓
の
よ
う
な
前
代
の
重
要
な
統
治
原
理
は
捨
て
て
顧
み
ら
れ
ぬ

　
　
二
回
、
統
治
組
織
は
依
然
世
襲
的
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
事
實
上
氏
族
制
の
慣
行
が
績
け
ら
れ
不
問
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
豪

二
族
た
ち
の
・
墨
に
塑
9
る
反
褒
竃
さ
れ
嘉
果
．
封
氏
纂
に
ょ
つ
て
そ
れ
を
緩
和
元
と
す
る
竃
が
あ
つ
た
。
天
智
朝
鱈
け

致
　
る
封
氏
政
策
は
部
民
、
の
復
活
と
廣
汎
な
定
姓
の
施
行
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
當
面
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
大
化
前
の
氏

　
　
族
制
を
襲
つ
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
化
前
代
の
そ
れ
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
乙
に
は
國
家
椹
力
の
滲
透
が
あ
り
・
、
畠
箪
一
政

皇
　
椹
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
所
詮
そ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
・
む
し
ろ
律
令
的
官
人
機
椿
の
否
定
が
改
新

　
　
の
皇
室
の
意
圃
に
背
く
も
の
で
あ
つ
た
。
中
大
兄
皇
子
は
稽
制
七
年
に
凱
位
し
て
天
智
天
皇
と
な
り
、
皇
弟
大
海
人
皇
子
を
立
て
て
皇
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

・
天
子
と
な
し
た
。
大
海
人
皇
子
が
執
政
の
任
に
當
つ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
天
皇
の
寵
見
大
友
皇
子
も
太
政
大
臣
（
そ
の
職

一
掌
は
詳
に
し
な
い
が
）
淫
ぜ
ら
れ
三
海
ん
睾
と
拉
ん
で
談
8
に
當
つ
た
の
で
あ
ろ
う
・
白
主
位
禦
法
の
不
備
墨
皇
室
内

　
　
の
内
紛
は
（
そ
れ
の
み
で
は
な
く
政
治
的
な
も
の
も
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
）
つ
い
に
壬
辰
の
齪
と
な
り
、
弘
文
天
皇
を
倒
し
た
大

　
　
海
人
皇
子
は
副
位
じ
て
天
武
天
皇
と
な
つ
た
。
し
か
し
封
氏
政
策
は
天
武
朝
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
天
智
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ

　
　
皇
の
時
復
活
さ
れ
た
部
民
は
四
年
二
月
の
詔
に
よ
つ
て
廃
止
さ
れ
、
ま
た
定
姓
が
天
智
天
皇
の
そ
れ
に
比
し
て
、
．
從
來
の
姓
の
名
を
臣
、

　
－
連
を
除
い
て
全
く
新
た
に
し
、
賜
姓
と
い
う
形
式
に
よ
つ
て
行
つ
た
。
そ
し
で
ま
た
定
姓
は
天
智
沃
皇
の
そ
れ
よ
り
も
著
し
く
選
揮
的
で

93

@
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
化
前
代
の
統
治
原
理
で
あ
る
定
姓
の
問
題
を
、
天
智
天
皇
よ
り
受
縫
ぎ
、
こ
れ
を
整
備
し
た
の
が
天
武
天
皇
で
あ
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’
つ
た
。

　
天
武
朝
に
お
い
て
は
天
皇
執
政
の
機
が
多
く
な
っ
た
。
一
っ
に
は
皇
太
子
に
立
て
て
執
政
を
委
ね
る
べ
き
皇
子
が
な
か
つ
た
こ
と
も
に

ょ
ろ
う
。
一
方
推
古
天
皇
以
來
、
皇
后
馴
位
の
例
が
あ
り
、
皇
位
縫
承
に
闘
し
て
皇
太
子
と
同
格
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
轄

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
皇
太
子
に
代
つ
て
皇
后
の
執
政
参
加
の
形
態
が
生
れ
ガ
天
智
朝
に
■
い
て
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら

に
再
轄
し
て
天
武
朝
に
お
い
て
は
皇
太
子
（
草
壁
皇
子
）
が
執
政
に
参
加
す
る
と
い
う
、
天
皇
の
執
政
に
泣
ん
で
皇
太
子
の
執
政
が
行
わ

れ
る
に
到
っ
た
。
．
つ
い
で
持
統
朝
に
お
い
て
も
天
皇
と
皇
太
子
（
草
壁
皇
子
、
草
壁
皇
子
没
後
は
武
市
皇
子
）
と
の
共
同
的
統
治
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
執
政
は
大
化
改
新
以
後
急
速
に
親
政
の
度
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
改
新
の
結
果
、
支
配
櫨

力
が
皇
室
に
集
中
的
と
な
り
、
そ
の
集
申
化
の
表
現
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
が
機
構
の
整
備
と
と
も
に
い
よ
い
よ
明
示
せ
ら
れ
る
に
到
っ

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
未
完
）

律一法

（
附
　
「
天
皇
」
と
い
う
稿
號
が
用
い
ら
れ
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ
る
か
は
、
そ
の
起
源
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。
推
古
紀
十
六
年
の
條
に

は
「
東
天
皇
敬
み
て
西
皇
帝
に
白
す
…
…
」
の
語
も
み
え
て
い
る
が
、
書
紀
の
一
例
の
み
に
て
は
（
法
隆
寺
金
堂
藥
師
如
來
光
背
の
銘
文

に
は
「
天
皇
」
の
文
字
が
み
え
る
が
、
こ
の
銘
文
が
は
た
し
て
推
古
十
五
年
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
見

解
が
有
力
で
あ
る
。
）
解
し
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
稽
號
は
シ
ナ
文
物
の
．
輸
入
熱
心
で
あ
り
、
ま
た
猫
立
國
と
し
て
階
、
唐
に
封
抗
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
時
代
に
、
も
つ
と
も
適
切
な
稽
號
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
ぴ
ろ
く
行
わ
れ
る
に
到
つ
て
、
公
式
の
構
號
と
し
て
と

り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
皇
」
の
意
義
は
第
一
に
宗
教
的
性
質
を
も
つ
超
越
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
附
随
的
意
味
に
お
い

て
君
子
と
い
う
理
念
が
件
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
現
祠
」
の
観
念
の
成
立
と
併
せ
考
え
る
と
き
、
「
天
皇
」
な
る
晴
を
用
い
始
め
た

時
期
の
大
約
の
想
像
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
O
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