
天
武
、
持
続
両
朝
か
ら
大
宝
年
代
の
政
治
過
程
ま

で
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
北
山
氏
は
そ
れ
を

六
年
前
の
「
万
葉
の
時
代
」
に
ゆ
ず
っ
て
い
る
。

成
書
と
し
て
の
「
大
化
改
新
」
は
こ
の
両
書
を
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
北
山
氏
の
古
代
人

民
へ
の
愛
情
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

書
紀
や
万
葉
集
の
な
か
に
で
て
く
る
歌
に
ひ
か
え

目
に
う
た
わ
れ
で
い
る
天
下
の
公
民
の
嘆
き
は
、

本
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
歴

史
的
事
実
と
し
て
再
現
さ
れ
、
「
民
衆
の
た
め
の

歴
史
学
」
を
主
張
す
る
北
山
氏
の
学
問
的
立
場
を

見
事
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
本
書
の
ね
ら
い
は
、

記
紀
・
一
万
葉
の
創
造
的
精
神
の
解
明
と
い
う
問
題

に
あ
る
。
戦
後
、
歴
史
学
と
文
学
が
協
調
し
、
提

携
し
て
、
い
わ
ば
共
同
研
究
と
い
う
形
で
、
こ
れ

ま
で
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
学
問
上
の
成
果
を
あ
げ

て
き
た
が
、
万
葉
の
歌
が
生
み
だ
さ
れ
た
時
代
と

人
間
の
史
学
的
分
析
と
い
う
点
に
お
い
て
、
北
山

氏
は
す
ぐ
れ
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
万
葉
学

が
、
書
誌
学
や
解
釈
学
の
領
域
で
、
一
〇
〇
〇
年

の
研
究
歴
を
誇
る
と
し
て
も
、
文
学
と
し
て
の
万

葉
研
究
と
い
う
批
判
的
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば

、
そ
れ
は
ま
だ
本
格
的
な
文
学
研
究
に
な
り
え
な

い
と
も
い
え
よ
う
。
万
葉
の
歌
を
訓
み
解
く
こ
と

は
、
必
ず
し
も
万
葉
の
歌
を
文
学
と
し
て
把
握
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
万
葉
読
み
の
万
葉
知
ら

ず
と
い
う
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。
今
日
の
万

葉
学
は
、
古
事
記
学
も
そ
う
で
あ
る
が
、
解
釈
学

的
研
究
生
態
か
ら
批
判
的
研
究
態
勢
へ
と
止
揚
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
は
て
し
な
い
訓
話
註
釈
や
煩

頂
極
ま
る
考
証
学
か
ら
あ
る
程
度
解
放
し
て
真
に

文
学
と
し
て
の
古
事
記
や
万
葉
集
の
研
究
体
制
を

批
判
的
研
究
と
し
て
確
立
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古

代
文
学
ほ
ど
時
代
と
人
間
に
規
制
さ
れ
る
も
の
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
北
山

氏
の
よ
う
な
歴
史
学
者
が
、
古
代
文
学
の
領
域
に

は
い
っ
て
き
て
盛
ん
に
発
言
す
る
こ
と
は
、
よ
る

こ
ば
し
い
現
象
な
の
で
あ
る
。
書
誌
学
や
解
釈
学

の
領
域
外
に
お
け
る
国
文
学
者
の
時
代
と
人
間
把

握
の
甘
さ
や
見
当
は
ず
れ
は
、
】
般
に
免
れ
な
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
書
は
、
い
わ
ゆ
る
国
文

学
的
万
葉
研
究
、
記
紀
研
究
に
か
け
て
い
る
栄
養

を
補
う
上
に
、
大
き
な
役
割
を
は
た
す
で
あ
ろ
う

　
　
（
二
三
八
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
店
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
部
講
師

西
郷
信
編
著

　
詩
の
発
生

　
　
　
古
庄
ゆ
き
子

　
著
者
は
、
戦
後
い
ち
早
く
「
古
事
記
」
「
日
本

古
代
文
学
」
「
貴
族
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
」
等

の
名
著
を
世
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
文
学
を

歴
史
と
し
て
で
な
く
、
又
文
献
と
し
て
で
も
な
く

ま
さ
し
く
文
学
と
し
て
把
え
る
方
法
を
、
又
、
国

文
学
者
の
主
体
改
造
を
国
文
学
者
に
迫
っ
た
人
で

あ
る
。
こ
の
著
者
が
そ
の
時
期
か
ら
一
貫
し
て
追

求
し
て
止
ま
な
い
の
は
古
代
王
権
の
問
題
で
あ
る

　
「
詩
の
発
生
」
も
こ
の
問
題
を
中
心
と
し
た
近
年

の
論
文
ハ
篇
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
。

　
古
代
王
権
Ｉ
「
そ
れ
が
日
本
の
詩
的
精
力
の
Ａ

盗
人
Ｖ
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
著
者
は
、
も
っ
と

も
激
し
く
日
本
と
い
う
国
の
土
壌
の
暗
さ
を
知
っ

て
い
る
人
で
あ
る
。
一
部
の
近
代
主
義
者
の
よ
う

に
過
去
が
簡
単
に
ほ
う
む
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り

捨
て
た
り
出
来
な
い
も
の
Ｉ
今
少
し
怖
し
い
も
の

Ｉ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
’

　
こ
う
し
た
著
者
は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
豊
か
な
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ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
生
み
得
な
か
っ
た
秘
密
を
、
古

代
に
劇
を
生
み
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
の
政
治
的

な
又
人
間
的
な
意
味
を
古
代
王
権
を
軸
に
し
て
把

え
て
い
く
。

　
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
（
わ
た
し
を
含
め
て
）
に
は

古
事
記
を
歴
史
書
と
し
て
、
又
は
そ
れ
に
近
い
も

の
と
し
て
拝
き
す
る
と
い
っ
た
、
又
そ
れ
ゆ
え
逆

に
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
、
柿
本
人
麿
を

宮
廷
詩
人
で
あ
る
た
め
に
拝
き
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

否
定
し
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
俗
論
が
満
ち
満
ち

て
い
る
。
そ
う
し
た
い
ず
れ
に
も
対
象
を
文
学
の

問
題
と
し
て
把
え
る
学
問
的
力
が
欠
け
て
い
る
と

思
う
。
私
な
ど
が
か
さ
に
か
か
っ
て
い
え
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
を
よ
ん
で
み

る
と
全
く
そ
の
感
を
深
く
す
る
。

　
著
者
が
古
代
に
お
け
る
詩
と
散
文
の
問
題
、
神

話
の
問
題
、
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
等
々
、
そ
の
豊
富

な
文
学
の
武
器
で
古
代
王
権
の
問
題
、
古
代
に
お

け
る
人
間
の
問
題
を
あ
ば
き
出
し
て
い
く
時
、
読

者
で
あ
る
私
は
一
種
高
い
緊
張
関
係
を
そ
の
著
者

と
結
ん
で
い
る
の
に
気
付
く
。
そ
れ
は
読
者
で
あ

る
私
の
変
革
ぞ
も
要
求
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
で

あ
る
。
少
く
と
も
自
分
の
貧
弱
な
手
持
ち
の
知
識

に
居
す
わ
っ
た
ま
ま
読
む
こ
と
の
出
来
な
い
本
で

あ
る
。

　
　
（
未
来
社
刊
Ａ
五
判
三
二
五
頁
四
八
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
部
講
師
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ご
あ
ん
な
い
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皆
さ
ん
、
そ
こ
こ
こ
を
む
や
み
や
た
ら
に
で
も

い
い
か
ら
歩
き
ま
わ
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
春
に
は
春
、
夏
に
は
夏
、
秋
に
は
秋
の
、
数
か

ぎ
り
な
い
花
々
が
咲
い
て
は
散
り
、
散
っ
て
は
咲

い
て
い
る
の
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
あ

の
花
は
、
こ
０
草
は
何
と
い
う
名
前
だ
ろ
う
？
。

そ
の
時
、
一
瞬
間
だ
け
は
そ
ん
な
興
味
を
持
っ
て

み
ま
す
が
、
い
つ
も
そ
れ
を
正
し
く
知
り
得
な
い

ま
ま
に
終
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
。
で
す
。
私
達
の
生
活
が
あ
ま
り

に
も
近
代
化
（
？
）
さ
れ
て
い
く
中
で
は
、
名
も

な
い
も
の
は
美
し
い
も
の
と
し
て
０
生
命
を
う
ば

わ
れ
て
行
く
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
に

も
美
し
い
も
の
は
美
し
い
も
０
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
す
し
、
い
つ
の
時
に
も
私
達
は
美
し

い
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
す
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
試
み
た
Ｏ

で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
身
近
に
あ
る
有
名
無
名
の
植
物
の
中
で
、

古
く
か
ら
歌
や
詩
や
俳
句
に
詠
ま
れ
た
も
の
を
、

そ
れ
ら
の
作
品
と
同
時
に
ま
と
め
て
見
直
し
て
み

る
。
そ
う
し
て
さ
さ
や
か
な
も
の
に
も
生
命
が
あ

る
。
美
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
も
う
一
度
確
か
め
合

う
と
い
う
よ
う
な
サ
ー
ク
ル
を
作
っ
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
草
花
や
自
然
物

に
き
わ
め
て
造
詣
の
深
い
川
島
教
授
の
御
指
導
を

い
た
だ
ヽ
い
て
、
単
に
興
味
本
位
で
な
く
体
系
的
に

そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
行
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
が
：
ヽ
…
・
。

　
具
体
的
な
プ
ラ
ン
は
目
下
研
究
室
で
考
慮
中
で

す
か
ら
、
お
問
合
せ
は
椎
葉
に
し
て
下
さ
い
。
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