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西
麿
五
八
七
年
に
物
部
守
屋
が
厩
戸
皇
子
ら
の
軍
勢
と
戦
っ
て
敗
滅
し
た
事
件
は
、
古
代
史
家
に
よ
っ
て
「
丁
未

の
変
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
劣
勢
の
厩
戸
皇
子
側
が
、
圧
倒
的
に
優
位
に
立
つ
守
屋
勢
に
対
し
、
四
天
王
の
加
護
を

得
て
勝
利
を
収
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
蘇
我
臣
氏
は
、
六
四
六
年
の
大
化
改
新
に
い
た
る
ま
で
の
六
十
年
間
に
わ
た
っ

て
、
支
配
体
制
を
確
立
し
た
。
当
時
の
主
戦
場
は
現
在
の
八
尾
市
一
帯
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
物
部
守
屋
大
連

墳
・
守
屋
首
洗
池
・
鏑
矢
塚
な
ど
が
あ
り
、
太
子
の
勝
利
を
記
念
す
る
大
聖
勝
軍
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
戦
跡
の
北
西
方
に
は
、
推
古
天
皇
元
年
〈
五
九
三
)
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
四
天
王
寺
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
に

対
し
、
南
東
方
に
は
太
子
が
永
遠
の
眠
り
に
つ
く
上
の
太
子
、
す
な
わ
ち
叡
福
寺
が
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
関
係
の
深

い
所
が
、
な
ぜ
こ
う
い
う
方
向
で
排
列
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
線
と
、
難
波
京
か
ら
南
へ
直
進
す
る
大

道
や
、
そ
れ
と
直
角
に
交
わ
る
大
津
道
・
丹
比
道
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
う
か
。

こ
う
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
正
し
く
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
古
代
人
の
政
治
空
間
に
関
す
る
認
知
の
如
何
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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四
国

S
3
は
、
一
九
八
四
年
八
月
下
旬
に
聞
か
れ
た

I
G
U
第
二
十
五
回
コ
シ
グ
レ
ス
に
お
い

て
、
テ
ー
マ
二
十
六
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
入
閣
の
集
団
が
何
ら
か
の
行
動
を
と
り
、
地
表
空
聞
を
組
織
し
、

そ
れ
を
景
観
と
し
て
グ
ィ
ジ
プ
ル
な
も
の
に
す
る
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
当
該
の
人
間
集
団
が
空
間

を
ど
の
よ
う
に
認
知
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
最
も
基
本
的
な
研
究
課
題
の
一
つ
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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現
在
の
パ

I
セ
プ

ν
z
y
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
地
理
的
事
象
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
分
析
が

当
然
の
こ
と
と
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
の
諸
時
期
に
生
き
た
人
間
集
団
が
、
空
間
を
ど
の
よ
う
に
認
知

し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
組
織
し
た
の
か
。
過
去
の
空
間
認
知
を
復
原
し
て
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
。
こ
れ
は
歴
史
地

理
学
の
研
究
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

E
2
2
-
s
-
m
o
o唱
3
日々
。町田
U
E
E
匂

σHgHUH-oロ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
地
理
学
の
中
で
当
然
に
市
民
権

が
与
え
ら
れ
よ
う
。

。ハ

l
セ
プ

ν
ョ
ン
と
聞
い
て
、
た
だ
ち
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ジ
ヤ
ジ
H

ブ
リ
ュ

1
ヌ
(
一
八
六
九

t
一
九

三
O
)
の
主
著
「
人
文
地
理
学
」
(
一
九
一

O
)
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
あ
ま
り
に
も
パ

I
セ
プ

ν
ョ
シ
を
強
調
し

す
ぎ
て
、
心
理
的
相
対
主
義
者
と
い
う
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
時
は
移
っ
た
。
戦
後
に

な
っ
て
ジ
ヤ
ジ
H

ゴ
ッ
ト
マ
シ
が
「
人
文
地
理
学
に
お
け
る
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
画
期
的
な
論
文

(
ア
ナ
ル
H

ド
日
ジ
ェ
オ
グ
ラ
ブ
ィ
、
三

O
一
号
、
一
九
四
七
)
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
学
派
を
手
き
び
し
く
批
判

す
る
と
と
も
に
、
心
理
的
要
因
を
重
視
す
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
プ
リ
ュ

i
ヌ
的
思
考
様

式
の
部
分
的
復
活
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
今
日
、
国
の
内
外
に
お
い
て
活
発
に
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
空
間
認
知

の
問
題
を
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
研
究
史
上
に
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
う
い
う
世
界
的
な
潮

流
に
乗
る
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
刊
行
に
当
た
り
、
畠
山
文
化
財
団
か
ら
多
額
の
助
成
金
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。

昭
和
六
十
年
一
月
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