
ト
キ

要
旨
「
や
ま
と
も
ろ
こ
し
、
儒
仏
の
も
ろ
Ｊ
１
の
書
ど
も
を
、
ひ
ろ
く
考
へ
い
だ
し
て
、
何
事
も
を
さ
ノ
ー
の
こ
れ
る
く
ま
な
く
、
解

あ
き
ら
め
ら
れ
た
り
」
（
本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
）
と
ま
で
評
さ
れ
た
「
河
海
抄
」
（
囚
辻
善
成
・
撰
）
は
、
そ
の
博
引
傍
証
的
性

格
か
ら
、
中
世
以
前
の
学
問
体
系
を
う
か
が
う
資
料
と
し
て
も
貴
重
だ
が
、
そ
こ
に
遍
在
す
る
「
職
原
抄
」
引
用
部
の
分
析
・
調
査
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
「
職
原
抄
」
の
一
部
分
が
ほ
ぼ
重
複
も
な
く
再
構
成
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
得
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
河
海
抄
」
の
編
纂
者
が
、
「
職

原
抄
」
を
熟
知
し
た
上
で
、
『
河
海
抄
」
編
集
に
そ
の
知
識
を
反
映
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
そ
の
引
用
箇
所
が
「
職
原
抄
」
の

一
部
分
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
河
海
抄
』
に
取
込
ん
だ
記
事
の
選
別
・
非
選
別
の
基
準
や
意
図
を
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
も
可

能
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
同
様
の
分
析
手
法
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
『
河
海
抄
」
の
知
識
源
泉
の
解
明
に
道
を
開
く
の
み
な
ら
ず
、
他
の
注
釈

書
や
類
聚
編
募
物
に
つ
い
て
も
、
そ
の
応
用
が
可
能
で
あ
る
と
予
想
す
る
。

『
河
海
抄
』
の
作
ら
れ
方

Ｉ
『
職
原
抄
」
引
用
か
ら
見
え
る
問
題
を
中
心
に
Ｉ

相
田
満
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（
１
）

混
在
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
中
書
」
「
覆
勘
」
と
い
う
呼

と
は
、
た
と
え
ば
島
崎
健
氏
に
、

『
源
氏
物
語
」
の
初
期
の
研
究
を
批
判
的
に
総
合
し
た
『
河
海
抄
」
は
、
注
釈
史
上
画
期
的
な
大
著
と
の
評
価
を
受
け
、
「
ち
う
さ
く

は
河
海
抄
ぞ
第
一
の
も
の
な
る
」
（
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
）
と
い
う
言
の
ご
と
く
、
後
世
の
注
釈
に
規
範
的
影
響
力
を
与
え

た
。
ま
た
、
『
万
葉
集
仙
覚
抄
』
・
『
釈
日
本
紀
」
と
と
も
に
、
い
つ
し
か
中
世
三
大
注
釈
と
の
呼
称
も
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

本
書
の
利
用
価
値
の
一
つ
に
、
注
釈
書
と
し
て
の
ほ
か
、
そ
の
豊
富
な
引
用
害
・
引
用
文
が
あ
る
こ
と
も
、
多
く
論
じ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

た
だ
し
、
供
書
も
多
く
、
現
存
本
と
あ
わ
な
い
異
文
も
見
ら
れ
、
本
書
の
引
用
の
こ
と
ご
と
く
を
信
ず
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
が

当
時
通
行
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
は
著
者
の
引
き
間
違
い
、
あ
る
い
は
窓
意
的
な
改
変
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
慎
重
な
検
討

を
要
す
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

ぜ
ん
た
い
「
河
海
抄
」
の
現
存
伝
本
に
は
、
善
本
は
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
成
立
事
情
に
も
由
来
す
る
。

四
辻
善
成
が
、
貞
治
（
一
三
六
二
～
六
八
）
の
初
め
頃
、
将
軍
義
詮
よ
り
命
じ
ら
れ
て
「
河
海
抄
」
を
撰
上
し
た
の
は
、
著
者
三
十
歳

代
の
終
わ
り
近
く
の
こ
と
。
そ
の
成
立
後
四
十
年
の
生
存
期
間
中
、
儀
同
三
司
（
准
大
臣
）
で
あ
っ
た
著
者
六
十
歳
代
の
時
期
に
も
「
覆

勘
」
を
加
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
も
、
著
者
に
よ
る
増
補
や
再
考
三
考
の
加
え
ら
れ
た
、
「
覆
勘
本
」
に
対
す

る
中
途
の
本
と
い
う
呼
称
に
由
来
す
る
「
中
書
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
諸
本
の
奥
書
な
ど
か
ら
知
ら
れ
、
現
存
の
伝
写
本
は
こ
れ
ら
が

第
一
章
前
言
ｌ
「
河
海
抄
」
の
編
纂
手
法
の
分
析
の
た
め
に
Ｉ

と
い
う
呼
称
の
別
は
、
初
撰
・
再
撰
と
対
応
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ

函
健
氏
に
、
供
書
「
李
部
王
記
」
を
引
く
注
文
が
、
「
中
書
」
「
覆
勘
」
あ
る
い
は
取
り
合
せ
本
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
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現
状
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
河
海
抄
」
を
汎
「
河
海
抄
」
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
視
点
が
、
つ
ま
り
、
古
典
注
釈
学
全

体
を
視
野
に
入
れ
た
「
河
海
抄
」
そ
の
も
の
の
注
釈
論
理
を
導
き
出
す
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
初
期
形
態

の
復
元
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
「
李
部
王
記
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
後
人
の
増
補
が
入
ろ
う
と
も
、
全
体
的
に
は
齪
齢
を

来
す
こ
と
の
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
後
代
に
は
そ
れ
が
「
河
海
抄
」
の
姿
と
し
て
享
受
さ
れ
続
け
た
、
『
河
海
抄
」
的
注
釈
論
理
や
手

法
は
、
何
を
目
指
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
。

近
年
、
「
知
的
総
体
（
あ
る
い
は
大
系
）
の
解
明
」
と
い
う
、
よ
り
巨
視
的
な
視
点
で
、
注
釈
世
界
・
学
問
世
界
を
横
断
的
に
分
析
す

る
こ
と
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
稿
者
は
、
そ
の
観
点
の
基
に
「
河
海
抄
」
と
い
う
、
中
世
的
学
問
世
界
の
一
時
期
に
お
い
て
、

て
、
奥
書
・
識
語
な
ど
か
ら
類
推
さ
れ
る
成
立
過
程
に
は
合
わ
な
い
不
規
則
な
出
現
状
況
を
呈
し
て
お
り
、
「
い
わ
ゆ
る
准
拠
の
注
の
端

的
な
一
例
に
も
数
え
得
る
ｌ
従
っ
て
或
る
意
味
で
は
河
海
抄
を
代
表
し
得
る
で
あ
ろ
う
ｌ
李
記
の
注
は
、
実
は
後
人
の
書
き
入
れ
で
あ
つ

（
２
）

た
」
と
い
う
報
告
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。

「
李
部
王
記
」
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
注
釈
書
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
注
釈
書
に
対
応
す
る
別
の
本
文
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い

は
別
種
の
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
な
ど
と
複
数
種
組
合
さ
っ
て
の
利
用
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
注
釈
書
自
体
が
独
立
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
り
と
、
多
様
な
読
み
方
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
記
述
さ
れ
る
手
法
も
、
断
片
的
事
項
の
集
合
体
、
言
換
え
れ
ば
、
非
線
形

的
で
、
全
体
を
統
御
す
る
論
理
は
、
多
く
は
そ
の
対
象
と
す
る
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
と
す
る
学
問
体
系
に
依
っ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
辞
書
的
に
も
百
科
辞
典
的
に
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
比
較
的
容
易
に
批
正
・
増
補
を
加
え
ら
れ
得
る
素
地
を
宿
命
的
に

（
３
）

抱
え
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
膨
大
な
規
模
を
持
つ
類
聚
編
纂
物
の
形
態
を
持
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
「
河

海
抄
」
に
つ
い
て
も
、
現
在
は
、
改
変
・
増
補
な
ど
の
行
為
が
容
認
さ
れ
得
る
学
識
、
あ
る
い
は
そ
の
階
層
の
享
受
者
の
手
を
経
た
段
階

の
諸
本
が
流
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
５
）

ほ
か
に
も
、
「
河
海
抄
』
の
記
述
を
逐
条
的
に
出
典
レ
ベ
ル
か
ら
詳
細
に
分
析
す
る
研
究
が
、
現
在
、
徳
満
澄
雄
氏
と
析
尾
武
氏
に
よ

り
進
め
ら
れ
て
い
る
。
徳
満
氏
は
、
全
条
の
全
注
釈
を
試
み
、
析
尾
氏
は
漢
籍
引
用
部
を
中
心
と
し
た
出
典
分
析
に
取
組
む
。
底
本
に
は
、

中
書
本
の
典
型
と
し
て
天
理
図
書
館
蔵
本
の
伝
一
条
兼
良
筆
本
を
使
用
す
る
が
、
い
ず
れ
も
現
段
階
で
は
「
桐
壺
」
や
「
箒
木
」
な
ど
の

ま
た
、
「
源
氏
物
語
」
と
い
う
学
芸
の
産
物
に
お
け
る
一
分
野
で
枢
要
な
意
味
を
持
つ
知
的
生
成
物
を
位
置
づ
け
、
意
味
づ
け
る
こ
と
に

努
め
た
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

島
崎
氏
が
「
河
海
抄
』
に
つ
い
て
試
み
た
分
析
方
法
は
、
そ
の
全
編
か
ら
、
特
定
の
引
用
書
に
つ
い
て
の
出
現
箇
所
を
分
析
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
李
部
王
記
」
と
い
う
供
書
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
現
在
の
テ
キ
ス
ト
と
対
照
さ
せ
る
手
段
を
持
た

な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
以
上
は
具
体
的
な
引
用
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
も
惜
し
ま
れ
る
。

同
様
に
、
特
定
の
引
用
書
に
つ
い
て
の
出
現
を
分
析
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
西
宮
一
民
氏
の
『
日
本
書
紀
」
引
用
に
関
す
る
調
査
・
報

（
４
）

告
（
た
だ
し
、
こ
こ
の
場
合
は
「
古
訓
」
で
は
な
く
、
歴
史
的
記
事
に
つ
い
て
の
も
の
）
が
あ
る
。
氏
は
、
「
河
海
抄
所
引
日
本
紀
に
お

い
て
、
「
日
本
紀
云
」
と
明
示
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
日
本
書
紀
に
文
辞
が
存
在
す
る
が
、
な
ほ
異
同
が
大
小
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
そ
れ
ら

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
先
離
注
釈
書
や
他
文
献
引
用
か
ら
の
〈
孫
引
き
〉
で
あ
る
こ
と
が
言
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
胆
に
書
紀
直
接
引
用
と
見

ら
れ
る
の
は
精
々
一
例
に
限
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
自
体
に
な
ほ
問
題
を
残
す
と
す
れ
ば
、
書
記
原
典
を
見
た
と
断
ず
る
に
は
か
な
り
慎
重

な
考
慮
が
必
要
か
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
結
果
的
に
は
日
本
書
紀
の
受
容
と
い
ふ
点
で
は
変
わ
り

な
く
、
そ
の
受
容
の
拡
大
と
い
ふ
点
で
は
大
き
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
く
き
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
間
接

引
用
の
媒
介
と
し
て
確
実
性
の
高
い
も
の
に
、
「
帝
王
編
年
記
」
『
年
中
行
事
秘
抄
」
「
職
原
抄
」
『
政
事
要
略
」
な
ど
の
書
名
を
あ
げ
て
い

タ
ー
ム

る
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
現
在
術
語
と
し
て
定
着
を
見
せ
た
観
の
あ
る
「
中
世
日
本
紀
」
の
様
相
と
概
念
を
先
駆
的
に
示
し
た
論
考
で
あ

っ
た
。
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結
論
的
な
事
か
ら
言
え
ば
、
「
河
海
抄
」
に
遍
在
す
る
「
職
原
抄
」
の
引
用
部
を
再
構
成
す
る
と
、
「
職
原
抄
』
の
連
続
す
る
記
述
が
一

部
分
に
集
中
し
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
重
複
し
な
い
と
い
う
現
れ
方
を
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
河
海
抄
』
の
編
纂
者
が
、
「
職
原
抄
」
を
熟

知
し
た
上
で
、
「
河
海
抄
』
編
集
に
そ
の
知
識
を
反
映
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
「
河
海
抄
」
撰
者
が
、
ど
う
し
て
そ
の
記
事

を
採
っ
た
か
、
あ
る
い
は
採
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
、
選
別
・
非
選
別
の
基
準
と
意
図
を
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の

始
め
の
部
分
の
分
析
が
進
行
し
て
い
る
状
態
で
、
研
究
の
完
結
が
蜀
望
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
は
相
当
の
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

本
稿
も
「
河
海
抄
』
の
注
釈
引
用
の
方
法
・
手
法
の
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
島
崎
氏
の
採
っ
た
手
法
と
は
異
な
り
、

「
河
海
抄
」
中
よ
り
、
特
色
あ
る
典
拠
（
作
品
等
）
要
素
を
摘
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
分
析
を
行
う
方
法
に
よ
り
分
析
を
試
み
た
い
・

対
象
と
す
る
作
品
は
「
職
原
抄
』
（
北
畠
親
房
）
と
い
う
、
流
布
本
の
形
成
過
程
に
若
干
の
不
明
部
分
を
残
す
も
の
の
、
そ
の
原
態
が

ほ
ぼ
判
明
し
つ
つ
あ
る
典
籍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
典
籍
を
使
用
す
れ
ば
、
個
々
の
引
用
文
の
性
格
の
特
徴
を
把
握
し
た
上
で
、
よ
り
精

密
な
分
析
が
可
能
と
な
ろ
う
。
特
に
、
「
河
海
抄
」
の
成
立
経
緯
が
不
明
確
な
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
注
釈
典
拠
の
記
述
と
、
引
用
さ
れ
る

記
述
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
要
素
を
切
り
出
し
、
そ
の
特
徴
を
指
標
と
し
て
、
『
河
海
抄
」
生
成
の
各
段
階
の
脈
分
け
を
行
う
こ
と

も
、
将
来
的
に
は
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
と
よ
り
、
「
河
海
抄
」
の
膨
大
な
注
釈
世
界
を
穿
つ
に
は
、
微
々
た
る
サ
ン
プ

ル
数
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
分
析
の
蓄
積
を
重
ね
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は

あ
る
ま
い
。

第
二
章
「
河
海
抄
」
に
現
れ
る
「
職
原
抄
」

第
一
節
対
校
に
使
用
し
た
資
料
と
そ
の
特
徴
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一
二
九
三
一
三
五
四

今
で
こ
そ
北
畠
親
房
（
正
応
六
～
正
平
九
）
の
主
著
は
と
い
う
と
、
「
神
皇
正
統
記
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
皇
国
史
観
が
世
の
中

を
席
巻
す
る
以
前
の
近
世
期
ま
で
は
、
『
職
原
抄
」
の
方
が
、
む
し
ろ
著
名
で
あ
っ
た
。

一
三
四
○

「
神
皇
正
統
記
」
初
稿
本
成
立
か
ら
約
半
年
後
の
延
元
五
年
（
北
朝
皿
暦
応
三
年
）
二
月
に
成
立
し
た
「
職
原
抄
」
は
、
官
職
体
系
の

一
覧
・
梗
概
書
と
言
え
る
も
の
で
、
神
祇
官
・
太
政
官
・
令
外
官
の
各
官
衙
ご
と
に
所
属
す
る
職
員
を
列
挙
し
、
そ
の
お
の
お
の
に
相
当

す
る
位
階
・
唐
名
を
注
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
各
官
の
来
歴
や
職
掌
・
定
員
な
ど
も
記
さ
れ
る
が
、
任
官
の
慣
例
や
、
任

用
さ
れ
る
べ
き
家
格
や
譜
代
に
つ
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
そ
の
あ
り
よ
う
を
強
調
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

（
四
年
）

永
正
丁
卯
二
月
八
日
の
巻
末
記
載
の
紀
年
を
有
す
る
「
旅
宿
問
答
」
（
続
群
書
類
従
三
○
上
所
収
）
に
、

是
ハ
仁
王
九
十
五
代
後
醍
醐
御
門
ノ
御
時
。
北
畠
大
納
言
一
品
親
房
卿
職
原
抄
ヲ
製
作
〆
・
官
位
ヲ
沙
汰
シ
給
上
候
。
是
ト
申
モ

非
し
無
し
拠
。
於
異
朝
周
礼
・
月
礼
等
ヲ
為
本
官
位
二
六
卿
ヲ
被
し
立
候
。
其
六
卿
ト
申
ハ
・
春
官
。
夏
官
。
秋
官
。
冬
官
。

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
河
海
抄
」
に
現
れ
る
『
職
原
抄
』
引
用
記
事
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
『
河
海
抄
』
全
条
か
ら
、
「
職

原
抄
」
と
共
通
す
る
記
述
を
抽
出
し
、
両
書
の
記
載
の
対
照
・
分
析
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
一
覧
表
を
作
成
し
た
。
別
掲
〔
資
料
一
〕
は
、

「
職
原
抄
」
の
記
載
順
に
配
列
し
直
し
て
そ
れ
を
示
し
た
も
の
、
〔
資
料
二
〕
は
、
そ
れ
を
「
河
海
抄
」
記
載
順
に
改
め
て
並
べ
、
性
格
の

異
な
る
諸
本
と
対
照
し
て
適
宜
校
異
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
書
の
比
較
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
本
文
の
掲
示
に
番
号
を
振
る
な
ど
の
便
宜
を
加
え
た
。
な
お
、
「
職
原
抄
』
に
つ
い
て

は
、
そ
の
諸
本
の
系
統
が
比
較
対
照
で
き
る
よ
う
な
配
盧
を
加
え
た
校
訂
本
を
作
成
し
て
示
す
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
凡
例
の
説

明
と
あ
わ
せ
て
、
各
資
料
の
特
徴
に
つ
い
て
略
述
し
た
い
。

第
一
項
「
職
原
抄
」
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あ
き
む
ね

「
職
原
抄
」
の
写
本
の
書
写
系
列
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
、
「
職
原
抄
」
が
世
に
出
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
顕
統
本
と
、
一
条
兼
良

の
り
と
も

（
６
）

の
手
を
経
て
流
布
本
の
基
と
な
っ
た
教
具
本
の
二
系
統
が
あ
っ
た
こ
と
が
近
世
注
釈
家
た
ち
に
よ
り
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
近

年
の
研
究
に
よ
っ
て
も
補
証
さ
れ
て
い
る
。

あ
き
む
ね
一
三
四
七
北
朝
（
７
）

顕
統
本
は
、
親
房
の
甥
に
あ
た
る
北
畠
顕
統
が
正
平
二
年
（
貞
和
三
年
）
に
書
写
し
た
こ
と
を
記
す
奥
書
を
持
つ
も
の
で
、
こ
の
系
統

の
本
が
関
東
を
中
心
に
広
く
流
布
し
、
書
写
・
注
釈
・
講
義
が
行
わ
れ
た
。
関
東
に
お
い
て
は
、
『
職
原
抄
」
に
対
し
て
、
聖
典
・
規
範

（
８
）

的
意
識
で
も
っ
て
書
写
・
講
習
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
よ
り
古
態
を
保
っ
た
本
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
注
釈
学
で
最
古
態
を
残

す
も
の
に
、
安
保
流
と
い
う
注
釈
の
一
流
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
安
保
氏
泰
と
い
う
、
お
も
に
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
を
中
心

に
、
古
河
公
方
足
利
成
氏
の
ブ
レ
ー
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
に
か
か
る
学
統
で
あ
る
。
足
利
学
校
に
お
い
て
は
、
そ
の

（
９
）

後
に
生
れ
た
富
田
流
と
が
兼
習
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
宗
祇
や
東
常
縁
と
も
歌
道
の
交
流
が
あ
り
、
「
御
成
敗
式
目
」
に
お
い
て
も
安

保
殿
流
と
い
う
学
派
が
存
在
し
て
い
た
。

顕
統
本
と
別
系
統
の
写
本
に
教
具
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
軍
義
教
か
ら
偏
諄
を
賜
り
、
伊
勢
国
司
家
を
起
し
た
、
親
房
直
系
の
子
孫
、

一
四
二
三
一
四
七
一
（
皿
）
（
皿
）

北
畠
教
具
（
応
永
三
十
年
～
文
明
三
年
）
所
持
の
本
を
も
と
に
一
条
兼
良
が
増
補
・
賊
文
を
付
加
し
た
と
言
わ
れ
る
系
統
で
、
畿
内
を
基

盤
と
し
て
流
布
し
た
。
慶
長
勅
版
を
は
じ
め
と
す
る
流
布
本
は
す
べ
て
こ
の
系
統
の
流
れ
を
汲
む
。
教
具
と
兼
良
と
の
交
友
は
親
密
だ
っ

天
官
。
地
官
也
。
サ
テ
本
朝
ニ
ハ
律
令
六
巻
格
式
」
ハ
巻
為
し
本
。
八
省
百
官
ノ
被
し
立
候
。
（
Ⅲ
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
職
原
抄
」
は
、
「
官
位
の
沙
汰
」
を
目
的
に
作
ら
れ
た
が
、
「
周
礼
』
『
礼
記
」
な
ど
を
下
敷
と
し
て
、
日
本
の
律
令
格

式
に
照
ら
し
合
せ
た
考
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
「
官
位
の
沙
汰
」
を
行
う
べ
き
理
論
を
再
構
築
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

本
書
は
単
な
る
官
職
の
注
釈
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
房
が
自
身
の
政
治
理
念
を
、
官
職
体
系
と
歴
史
観
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
れ
に
仮
託

し
て
表
明
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
文
明
二
年
、
教
具
の
企
画
に
よ
り
、
宗
祇
を
多
気
に
迎
え
て
興
行
さ
れ
た
二
百
五
十
番
五

百
韻
の
連
歌
合
「
北
畠
家
連
歌
合
」
は
、
当
時
応
仁
の
乱
を
避
け
て
奈
良
に
下
っ
て
い
た
兼
良
に
判
詞
と
践
文
を
請
う
て
出
来
た
も
の
で

（
吃
）

あ
る
。
内
閣
文
庫
蔵
甘
露
寺
篤
長
筆
写
本
に
あ
る
記
載
に
よ
れ
ば
、
兼
良
が
教
具
本
を
書
写
し
た
の
は
、
文
明
三
年
六
月
中
旬
の
こ
と
な

の
で
、
兼
良
が
教
具
死
去
の
三
ヶ
月
の
ち
に
教
具
本
「
職
原
抄
」
に
手
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
加
地
宏
江
氏
は
、
兼
良
本
を
成
立
せ
し

め
た
意
図
と
し
て
、
当
代
の
知
識
人
と
し
て
、
有
職
故
実
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
教
具
に
対
す
る
兼
良
の
追
悼
の
念
を
語

（
週
）

る
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

教
具
本
系
は
、
一
条
兼
良
・
清
原
宣
賢
な
ど
、
当
代
一
流
の
知
識
人
を
中
心
に
転
写
が
重
ね
ら
れ
た
。
彼
ら
は
た
だ
転
写
す
る
だ
け
で

は
満
足
を
得
ら
れ
ず
、
意
味
不
明
の
個
所
に
つ
い
て
は
学
識
に
基
づ
く
推
測
的
判
断
に
よ
り
本
文
改
訂
を
施
し
て
、
文
意
を
た
だ
し
た
り
、

本
文
の
合
理
化
を
試
み
た
り
、
さ
ら
に
は
増
補
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
教
具
本
の
原
姿
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
お
り
、

兼
良
に
よ
り
改
変
さ
れ
た
と
い
う
諸
本
か
ら
、
そ
の
面
影
を
た
ど
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
現
状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
職
原
抄
」

〔
図
①
〕
北
畠
親
房
関
係
系
図

師
重

女
子

親
家

源
助

陶
画
暘

通
房

冷
泉持

房

顕
家
満
泰
〈
伊
勢
国
司
（
多
気
御
所
）
〉

口
繩
坐
圖

顕
信
顕
泰

庁
顕
俊

顕
能顕

雄
顕
相
俊
康

女
子

女
子
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と
こ
ろ
で
、
「
職
原
抄
」
の
本
文
引
用
に
際
し
て
、
現
在
で
も
一
部
に
は
群
書
類
従
本
を
使
用
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

（
喝
）
（
略
）

は
、
す
で
に
加
地
・
白
山
両
氏
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
同
書
が
追
証
不
明
の
底
本
に
よ
り
原
態
を
復
元
し
た
と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

教
具
本
系
に
お
い
て
一
条
兼
良
後
補
の
可
能
性
の
高
い
「
准
大
臣
篇
」
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
顕
統
本
系
の
特
徴
で
あ
る
「
冠
位
十
八

階
」
説
を
記
す
本
文
に
触
れ
ず
に
教
具
本
系
の
「
冠
位
十
二
階
」
説
の
み
を
採
る
な
ど
、
本
稿
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
職
原
抄
」
本

文
両
系
統
の
判
別
指
標
と
す
る
に
は
不
向
き
な
た
め
、
採
ら
な
か
っ
た
。

加
し
て
い
る
。

対
校
用
の
本
文
を
掲
示
す
る
に
あ
た
り
、
私
に
他
本
も
参
観
し
た
上
で
、
白
山
芳
太
郎
氏
の
校
訂
本
（
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
』

（
Ｍ
）

所
収
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
氏
の
校
訂
本
は
、
成
立
当
初
の
面
影
を
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
北
畠
顕
統
本
（
旧
梅
沢
記
念
館
本
）

を
底
本
と
し
て
、
「
職
原
抄
」
の
原
型
へ
の
復
元
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
流
布
本
の
基
と
な
っ
た
一
条
兼
良
加
筆
・
増
補

本
の
祖
本
で
あ
る
北
畠
教
具
奥
書
系
統
と
の
校
異
も
記
さ
れ
て
お
り
、
教
具
本
系
本
文
を
推
定
す
る
の
に
も
有
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
論
述
の
都
合
上
、
顕
統
本
と
教
具
本
と
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
逆
転
さ
せ
、
教
具
本
系
統
の
独
自
異
文
と
思
し
き
表
記
の
方
を
〔
〕

で
く
く
っ
て
示
し
て
主
文
に
採
り
、
顕
統
本
の
表
記
は
（
）
内
に
て
併
記
す
る
表
示
方
法
に
改
め
た
。
こ
れ
は
、
後
に
も
ふ
れ
る
が
、

「
河
海
抄
」
所
引
の
「
職
原
抄
』
が
、
細
か
な
文
辞
に
お
い
て
教
具
本
系
に
近
い
表
記
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
な
お
、
表
に
掲
示

さ
れ
る
番
号
は
、
白
山
校
訂
本
に
振
ら
れ
た
番
号
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
更
に
細
分
化
し
て
、
子
番
号
（
①
②
：
：
：
）
を
新
た
に
付

職
忠
が
、
大
幅
な
増
補

の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
。

が
、
公
家
社
会
に
お
い
て
は
官
職
故
実
の
幼
学
・
実
用
書
・
類
書
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
に
よ
る
。
後
代
、
流
布
本
公
刊
の
際
に
、
中
原

職
忠
が
、
大
幅
な
増
補
・
本
文
改
訂
を
行
い
、
近
世
有
職
学
者
達
の
批
判
を
受
け
た
の
も
、
こ
う
し
た
意
識
に
よ
り
行
わ
れ
た
さ
か
し
ら
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前
章
に
お
い
て
す
で
に
ふ
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
凡
例
的
事
項
の
み
に
限
っ
て
述
べ
る
。

（
Ⅳ
）

善
本
は
な
い
と
い
わ
れ
る
「
河
海
抄
」
の
現
存
伝
本
は
約
六
十
部
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
現
在
通
行
の
資
料
で
は
、
現
存
中
書
本
最
古
写

（
肥
）

本
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
伝
一
条
兼
良
筆
本
が
天
理
善
本
叢
書
に
影
印
で
収
め
ら
れ
る
ほ
か
、
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
数
種
の
伝
本
か
ら
校
訂

（
⑱
）
（
別
）

本
文
を
作
り
上
げ
た
最
初
の
活
字
翻
刻
で
あ
る
国
文
注
釈
全
書
本
（
一
九
○
八
・
六
初
版
、
復
刻
本
あ
り
）
と
、
角
川
書
店
版
と
が
あ
る
。

翻
刻
本
の
底
本
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
の
内
、
角
川
書
店
版
の
方
が
、
比
較
的
広
本
と
な
っ
て
お
り
、
伝
本
中
で
他
本
の
助
け
を
要
せ
ず
に

（
幻
）

意
の
通
じ
う
る
天
理
図
書
館
蔵
文
禄
本
を
翻
刻
し
て
、
他
本
に
よ
る
校
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。

影
印
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
伝
一
条
兼
良
筆
本
は
、
出
自
・
伝
来
と
も
に
古
態
を
残
す
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
「
撰
者
中
書
本
」

（
犯
）

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
対
照
作
業
を
試
み
る
に
際
し
て
は
、
広
本
的
性
格
を
有
す
る
角
川
書
店
版
を
用
い
た
。
ま
た
、

同
書
作
成
時
に
比
校
さ
れ
た
対
校
部
を
別
に
示
し
、
さ
ら
に
伝
一
条
兼
良
筆
本
と
、
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
本
（
寛

永
十
八
年
中
原
職
忠
皿
写
）
を
以
て
校
異
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
今
後
さ
ら
な
る
諸
本
校
合
を
進
め
て
、
諸
伝
本
の
奥
書
に
見
え
る
「
中

書
本
」
「
覆
勘
本
」
の
成
立
過
程
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
な
る
よ
う
配
慮
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
条
兼
良
（
伝
で
は
あ
る
が
）
お

よ
び
中
原
職
忠
と
も
に
、
「
職
原
抄
」
注
釈
・
伝
本
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
人
物
で
は
あ
る
が
、
両
写
本
と
も
そ
れ
に
言
及
し
た
こ
と

さ
ら
の
書
き
込
み
等
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
二
項
『
河
海
抄
」
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②
「
河
海
叫

上
る
こ
と
。

と
い
う
二
点
で
あ
る
。

い
な
か
っ
た
段
階
の

「
河
海
抄
」
に
『
職
原
抄
』
と
い
う
書
名
は
現
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
引
か
れ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
根
拠
は
、
「
河
海
抄
』
巻
一
第
一

桐
壺
「
右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
」
の
条
最
後
別
に
示
さ
れ
る
「
以
上
親
房
卿
記
」
と
い
う
記
載
で
あ
る
。

「
職
原
抄
」
の
書
名
は
、
後
人
の
命
名
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
本
書
の
原
題
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
冒
頭
句
か
ら
採
っ
て
「
百

官
」
「
百
官
抄
」
と
す
る
も
の
や
「
官
位
抄
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
親
房
卿
記
」
な
る
名
称
が

（
お
）

記
さ
れ
た
て
い
た
こ
と
も
、
当
時
は
ま
だ
「
職
原
抄
』
と
い
う
名
称
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
は
高
い
。

足
利
時
代
当
時
、
北
畠
親
房
の
著
作
に
書
名
の
定
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
職
原
抄
」
の
み
に
限
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
、
醍
醐
寺
三
宝
院
蔵
『
五
智
院
宗
典
雑
々
随
聞
抄
」
に
『
職
原
抄
」
と
は
全
く
関
係
の
な
い
記
事
が
「
北
畠
親
房
公
記
」
な
る
も
の
の

か
ら
の
抜
き
出
さ
れ
て
記
さ
れ
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。

し
か
し
、
「
河
海
抄
」
中
で
「
職
原
抄
」
記
述
と
共
通
す
る
記
載
を
分
析
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
「
職
原
抄
」
と
共
通
す
る
記
事
が
、
「
河
海
抄
』
に
お
い
て
は
官
職
に
関
す
る
見
出
し
項
目
に
の
み
現
れ
る
こ
と
。

②
「
河
海
抄
」
中
の
「
職
原
抄
」
と
共
通
す
る
記
事
を
再
構
成
す
る
と
、
『
職
原
抄
」
中
の
一
部
分
に
近
似
す
る
記
事
が
出
来

第
二
節
「
河
海
抄
」
に
現
れ
た
『
職
原
抄
』
と
の
共
通
箇
所

第
一
項
「
以
上
親
房
卿
記
」
と
い
う
書
名

そ
の
詳
細
は
、
論
を
追
っ
て
詳
述
す
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
親
房
卿
記
」
は
、
ま
だ
書
名
の
定
っ
て

『
職
原
抄
」
と
断
定
で
き
よ
う
。
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い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
こ
と
も
、
「
河
海
抄
」
の
典
拠
と
し
て
「
職
原
抄
」
を
指
摘
で
き
る
論
拠
を
補
証
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
複
雑

な
成
立
過
程
を
持
つ
「
河
海
抄
」
の
解
明
に
は
、
こ
の
よ
う
に
典
拠
と
思
し
き
も
の
の
供
文
を
再
構
成
し
て
、
そ
こ
か
ら
分
析
を
進
め
る

手
法
が
有
効
で
あ
る
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
、
「
河
海
抄
」
に
現
れ
る
「
職
原
抄
」
の
引
用
箇
所
を
、
い
く
つ
か
の
観
点
で
分
析
を
し
て
み
よ
う
。

た
だ
し
、
「
河
海
抄
」
諸
本
に
は
、
「
親
房
卿
記
」
な
る
引
用
書
名
が
現
れ
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中

害
本
中
で
現
存
最
古
の
伝
一
条
兼
良
本
筆
者
本
や
活
字
本
の
国
文
注
釈
全
書
に
は
、
「
以
上
親
房
卿
記
」
と
い
う
記
載
は
見
え
な
い
。
ま

１
１
１

た
、
巻
七
第
十
一
澪
標
「
ち
し
の
お
と
、
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
」
師
銘
刈
で
は
、
「
職
原
抄
」
Ｅ
「
摂
政
関
白
の
条
」
と
近
似
す
る
条
文

ｆ
ｆ
ｆ

の
欠
落
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
存
の
伝
写
本
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
重
要
な
指
標
に
も
成
り
得
る
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

前
章
で
述
べ
た
如
く
、
先
に
島
崎
氏
の
論
考
に
て
報
告
さ
れ
た
供
書
「
李
部
王
記
」
の
出
現
状
態
が
、
中
書
本
・
覆
勘
本
と
い
う
、
一
見

す
る
と
初
校
・
再
校
関
係
を
示
す
奥
書
諸
本
と
無
関
係
に
現
れ
る
こ
と
と
同
趣
の
現
象
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

１
１
１

か
り
に
、
師
銘
刈
の
記
事
が
、
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
考
え
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
『
職
原
抄
」
と
共
通
す
る
記
事
が
か
く
も
集
中

ｆ
ｆ
ｆ

し
、
か
つ
「
職
原
抄
」
の
記
事
の
中
で
順
配
列
と
な
っ
て
い
る
中
に
、
ふ
さ
わ
し
い
配
列
で
以
て
挿
入
す
る
と
い
う
行
為
は
、
典
拠
資
料

た
る
「
職
原
抄
」
の
知
識
が
な
け
れ
ば
か
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
こ
の
三
項
の
記
事
の
欠
落
で
起
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

島
崎
氏
の
論
の
ご
と
く
、
中
書
本
・
覆
勘
本
と
い
う
、
奥
書
を
指
標
と
す
る
成
立
過
程
の
前
提
が
、
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と

た
る
「
職
原
抄
」
の
知
一

島
崎
氏
の
論
の
ご
と
く
、

な
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
河
海
抄
」
中
で
「
職
原
抄
」
に
記
載
さ
れ
る
記
事
と
一
致
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
近
似
す
る
も
の
が
現
れ
る
箇
所
は
、
次
の
見
出
し

第
二
項
「
職
原
抄
」
の
引
か
れ
る
「
河
海
抄
」
の
注
釈
の
見
出
し
に
つ
い
て
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〔
表
一
〕
「
河
海
抄
」
に
見
え
る
「
職
原
抄
」
と
の
共
通
箇
所
（
略
表
）

※
「
職
原
抄
」
に
賦
さ
れ
た
番
号
は
、
白
山
芳
太
郎
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
（
神
道
史
学
会
、
一

九
八
○
・
’
二
掲
載
の
校
訂
本
に
付
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。

-174-

13

摂
政
関
白
の
条

10

左
大
臣
の
条

393

（
諸
国
）
凡
国
司
の
条

13

摂
政
関
白
の
条

12

已
上
謂
之
三
公
の
条

14

大
納
言
の
条

415

（
諸
国
・
太
宰
府
）
大
弐
の
条

414

（
諸
国
・
太
宰
府
）
権
帥
の
条

419

（
諸
国
）
筑
前
云
々
の
条

354

蔵
人
所
の
条

171

大
蔵
省
の
条

22

少
弁
二
人
の
条

12

已
上
謂
之
三
公
の
条

14

大
納
言
の
条

番
号

見
出

職
原
抄

巻
二
○
第
三

手
習

世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す

巻
二
○
第
三

手
習

世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す

巻
一
九
第
三

東
屋

か
み
の
こ
と
も
は

巻
七
第
一
一

澪
標

ち
し
の
お
と
、
摂
政
し
給
へ
き
よ
し

巻
七
第
二

澪
標

源
氏
の
大
納
言
内
大
臣
に
な
り
給
ぬ
か
す

さ
た
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
な
か
り
け
れ
は

く
は
、
り
給
な
り
け
り

巻
六
第
一
○

明
石

も
と
の
御
位
あ
ら
た
ま
り
て
か
す
よ
り
ほ

か
の
権
大
納
言
に
な
り
給

巻
六
第
九

須
磨

御
あ
り
さ
ま
か
ち
る
に
そ
ち
よ
り
は
し
め

巻
六
第
九

須
磨

こ
の
ち
く
せ
ん
の
か
み
そ
ま
い
れ
る

巻
六
第
九

須
磨

こ
の
ち
く
せ
ん
の
か
み
そ
ま
い
れ
る

巻
一
第
一

桐
壺

大
蔵
卿
蔵
人
つ
か
う
ま
つ
る

巻
一
第
一

桐
壺

大
蔵
卿
蔵
人
つ
か
う
ま
つ
る

巻
一
第
一

桐
壺

右
大
弁

巻
一
第
一

桐
壺

右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く

巻
一
第
一

桐
壺

ち
、
の
大
納
言

巻
次
第

巻
名

見
出

河
海
抄



｢河海抄jの作られ方（相田）

「
河
海
抄
」
の
各
注
釈
見
出
し
に
お
い
て
、
そ
の
引
用
部
を
「
職
原
抄
」
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
「
職
原
抄
」
の
一
部
分
が
集
中

し
て
引
か
れ
、
『
河
海
抄
」
で
は
、
そ
の
記
事
を
各
注
釈
見
出
し
に
分
断
す
る
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
「
源
氏

物
語
」
に
お
い
て
は
、
官
職
に
関
す
る
用
語
の
登
場
す
る
箇
所
に
す
る
よ
う
だ
が
、
た
と
え
ば
、
前
項
の
略
表
〔
表
一
〕
あ
る
い
は
詳
細

推
古
天
皇
十
二
年
歳
次
甲
子
正
月
戊
午
朔
始
用
暦
日

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
職
原
抄
」
で
は
、

別
暦
博
士
権
．
相
当
従
七
位
上
。
唐
名
司
暦
．

暦
道
任
之
。
近
代
五
位
已
上
任
之
。

と
あ
り
、
別
の
も
の
か
ら
注
を
引
く
。
こ
れ
ら
が
何
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
論
点
を

絞
り
込
む
都
合
上
、
「
河
海
抄
」
が
こ
れ
ら
の
条
目
に
対
す
る
注
釈
典
拠
と
し
て
、
「
職
原
抄
」
を
選
ん
だ
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
と
す
る
。

の
箇
所
に
現
れ
る
。
さ
ら
な
る
細
目
と
内
訳
は
、
詳
細
表
〔
資
料
一
〕
を
参
観
さ
れ
た
い
が
、
こ
こ
で
示
す
と
お
り
、
「
職
原
抄
」
と
共

通
す
る
記
事
は
、
「
河
海
抄
」
で
は
官
職
関
係
の
語
句
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
官
職
関
係
の
語
句
す
べ
て
が
「
職
原
抄
」
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
河
海
抄
」
巻
五
第
六
葵
で

は
、

こ
よ
み
の
は
か
せ
め
し
て
時
と
は
せ
な
と
し
給

第
三
項
「
河
海
抄
」
の
典
拠
と
し
た
「
職
原
抄
」
引
用
部

暦
博
士
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で
は
、
『
河
海
抄
』
撰
者
は
『
職
原
抄
」
記
事
の
ど
の
よ
う
な
所
を
選
ん
で
注
釈
典
拠
と
し
て
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
作
成
し
た
も
の
が
詳
細
表
〔
資
料
一
〕
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
職
原
抄
」
「
河
海
抄
」
そ
れ
ぞ
れ
で
、
関
連
す
る
項
目
・
注

釈
記
載
事
項
を
対
比
し
、
両
々
関
係
す
る
部
分
を
上
下
に
対
照
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
表
記
を
ゴ
チ
ッ
ク
文
字
に
て
強
調
し
、
さ
ら
に

関
連
性
の
度
合
に
応
じ
て
、

▽
（
言
換
え
な
ど
は
あ
る
が
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
）

◆
（
同
巧
の
表
現
な
る
も
典
拠
・
資
料
の
異
な
る
も
の
）

×
（
関
連
性
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
）

と
い
っ
た
次
第
で
マ
ー
キ
ン
グ
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
分
析
の
便
宜
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
々
の
対
応
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
「
職
原

え
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表
〔
資
料
一
〕
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
『
職
原
抄
」
Ⅲ
「
大
納
言
の
条
」
は
、
『
河
海
抄
」
巻
一
第
一
桐
壺
「
ち
、
の
大
納
言
」
と
巻
六
第

一
○
明
石
「
も
と
の
御
位
あ
ら
た
ま
り
て
か
す
よ
り
ほ
か
の
権
大
納
言
に
な
り
給
」
と
に
記
事
が
分
断
さ
れ
た
形
で
現
れ
、
「
職
原
抄
」

皿
「
已
上
謂
之
三
公
の
条
」
は
、
「
河
海
抄
」
巻
一
第
一
桐
壺
「
右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
」
と
巻
七
第
一
澪
標
「
源
氏
の
大
納
言

内
大
臣
に
な
り
給
ぬ
か
す
さ
た
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
な
か
り
け
れ
は
く
は
掴
り
給
な
り
け
り
」
と
の
条
に
現
れ
る
。
し
か
も
、
桐
壺
「
右

大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
」
の
条
で
は
、
「
中
国
の
記
事
」
↓
「
本
朝
の
記
事
」
と
い
う
記
述
方
式
に
則
っ
て
か
、
記
載
順
序
の
入
替

こ
の
こ
と
は
、
「
河
海
抄
」
撰
者
が
典
拠
た
る
「
職
原
抄
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

▼
（
関
連
性
強
し
）

第
四
項
「
河
海
抄
」
に
採
ら
れ
た
「
職
原
抄
』
記
事
、
採
ら
れ
な
か
っ
た
記
事
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な
ど
、
『
職
原
抄
』
中
で
、
親
房
の
考
証
・
評
言
が
付
加
さ
れ
た
色
合
い
の
強
い
文
言
を
と
ら
な
か
っ
た
も
の
や
、

或
有
二
卑
レ
之
代
や
或
有
一
一
貴
し
之
時
や
古
来
富
者
知
し
事
、
先
賢
之
所
レ
誇
也
、
唐
玄
宗
以
一
内
侍
高
力
士
一
為
一
一
品
将
軍
毛
爾
降
内
侍

執
文
武
之
柄
や
逐
亡
唐
鮓
心
依
し
之
執
政
之
官
、
太
悪
富
者
云
々
、
（
剛
蔵
人
所
の
条
④
）

の
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
日
本
の
蔵
人
に
あ
た
る
で
は
内
侍
に
多
く
宣
官
を
用
い
た
こ
と
や
、
高
力
士
の
よ
う
に
官
官
重
用
の
た
め
に
唐

鮓
を
脅
か
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
故
事
を
述
べ
た
こ
と
な
ど
の
よ
う
に
、
政
治
批
判
の
暗
嶮
と
も
な
り
か
ね
な
い
記
事
を
採
ら
な
い
な
ど
の

作
為
が
う
か
が
え
る
も
の
も
見
え
る
。

一
方
で
逆
に
、
「
河
海
抄
』
の
注
釈
に
採
ら
れ
た
方
の
記
事
は
と
い
う
と
、
官
職
の
概
説
記
事
の
他
に
、

を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
準
拠
」
の
補
証
資
料
と
し
た
も
の
が
多
い
。

抄
』
と
『
河
海
抄
」
と
で
異
な
る
表
記
の
部
分
は
［
Ⅱ
Ｕ
で
括
り
、
省
略
関
係
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
洵
雪
闘
纈
を
付
し
た
。
ま
た
、

「
河
海
抄
」
と
の
文
言
比
較
で
、
畿
内
で
流
布
し
た
と
思
し
き
『
職
原
抄
」
教
具
本
系
に
特
有
の
省
略
関
係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
を
佐
膀
腺
に
て
示
し
て
表
現
を
分
け
て
あ
る
。

さ
て
、
「
河
海
抄
」
に
お
い
て
「
職
原
抄
」
か
ら
採
ら
れ
な
か
っ
た
記
事
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
、

是
故
三
公
無
所
職
心
置
六
卿
》
令
し
掌
天
下
政
◎
（
皿
已
上
謂
之
三
公
の
条
④
）

爾
来
代
々
有
大
臣
大
連
駁
錐
針
］
同
⑫
）

然
而
閑
院
太
政
大
臣
公
季
着
関
白
内
大
臣
頼
通
宇
治
殿
上
、
久
我
太
政
大
臣
雅
実
着
関
白
右
大
臣
忠
通
法
性
寺
殿
上
、
是
遡
遁
例
也
、
（
Ｂ
摂
政

関
白
の
条
⑬
）

歴
史
的
事
実
を
記
し
た
も
の
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す
な
わ
ち
、
白
居
易
が
『
白
氏
六
帖
」
を
編
纂
し
た
際
に
は
、
門
目
を
記
し
た
陶
器
の
瓶
を
七
層
の
棚
に
連
ね
、
群
書
中
か
ら
採
集
・
摘

録
し
た
記
事
を
、
門
人
を
し
て
事
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
瓶
に
投
函
せ
し
め
、
そ
れ
を
再
編
成
し
て
一
書
と
な
し
た
と
い
う
。
こ
の
手
法

は
、
中
国
で
は
継
承
さ
れ
続
け
、
明
初
の
一
大
古
典
類
書
「
永
楽
大
典
」
に
至
っ
て
、
清
代
の
「
四
庫
全
書
」
へ
と
連
結
す
る
大
規
模
な

輯
書
事
業
と
相
俟
っ
て
の
編
纂
作
業
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
編
纂
手
法
に
お
い
て
は
、
成
書
か
ら
見
出
し
字
と
記
事
を
分
韻
配
置
す
る
と

（
妬
）

い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
最
終
編
集
時
の
誤
記
な
ど
か
ら
分
っ
て
い
る
。

（
妬
）

日
本
で
も
、
最
初
の
類
書
「
秘
府
略
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
手
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
「
類
聚
国
史
」
や
、
「
栄
花

一
○
○
八

〈
”
）

物
語
」
「
は
つ
は
な
の
巻
」
に
お
け
る
「
紫
式
部
日
記
」
寛
弘
五
年
七
月
ご
ろ
か
ら
十
一
月
ご
ろ
ま
で
の
記
事
の
利
用
方
針
、
あ
る
い
は

（
躯
）

「
吾
妻
鏡
」
記
事
編
纂
の
手
法
な
ど
、
類
書
に
限
ら
ず
、
大
規
模
な
類
聚
編
纂
物
や
、
再
編
成
さ
れ
た
編
纂
物
な
ど
を
同
様
の
手
法
で
を

作
り
上
げ
る
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
あ
た
か
も
切
貼
り
を
施
す
か
の
よ
う
に
、
複
数
箇
所
に
転
記
せ
し
め
て
、
新
た
な
知
的
産
物
を

作
成
す
る
と
い
う
手
法
は
、
和
漢
と
も
に
見
受
け
ら
れ
、
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
類
書
作
成
の
作
業
は
、
基
本
的
に
資
料
蒐
集
↓
編
纂
・
分
類
↓
分
韻
紗
写
と
い
う
流
れ
で
成
立
す
る
。
こ
の
手
法
に
つ
い

て
唐
・
白
居
易
の
「
白
氏
六
帖
」
に
関
す
る
次
の
記
事
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

楊
億
談
苑
日
、
白
居
易
作
六
帖
へ
以
陶
家
餅
数
十
へ
各
題
門
目
へ
作
｜
七
層
架
《
列
斎
中
灸
命
諸
生
・
採
刈
集
其
事
類
へ
投
《
餅

「
河
海
抄
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
編
纂
規
模
が
当
時
と
し
て
は
画
期
的
に
大
規
模
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
当
時
の
学
問
が
博

（
別
）

中
へ
倒
取
抄
録
成
し
害
。

第
五
項
切
貼
り
の
手
法
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「
河
海
抄
』
に
お
い
て
採
ら
れ
る
、
ま
ず
「
職
原
抄
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
各
語
に
織

り
込
む
と
い
う
手
法
か
ら
は
、
逐
条
的
な
解
釈
に
よ
る
生
成
・
編
蟇
方
法
と
は
別
種
の
、
『
源
氏
物
語
」
を
ト
リ
ガ
ー
（
引
き
金
）
と
す

る
教
養
書
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
源
氏
物
語
」
を
め
ぐ
る
知
的
大
系
を
構
築
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
そ
こ
に
当
て
は
め
ら
れ
る
条
文
は
必
ず
し
も
、
原
文
通
り
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
機
械
的
な
貼
り
込
み
に
留
ま
ら
ず
、
注
と
し
て
相

応
し
い
改
変
と
素
材
の
選
別
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
成
り
立
つ
前
提
に
は
、
『
源
氏
物
語
」
に
対
す
る
習
熟

と
同
時
に
、
引
用
さ
れ
る
典
拠
に
対
す
る
知
識
も
必
要
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
扱
う
『
職
原
抄
」
に
も
現
れ
る
。
次
に
、
そ
の

学
多
聞
を
旨
と
す
る
知
識
尊
重
主
義
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
「
源
氏
物
語
』
の
注
釈
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
代
の
実
際
の
利
用
に
お
い
て
も

辞
書
的
に
も
類
書
的
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
よ
く
い
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
連
歌
を
含
む
歌
語
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
」

へ
の
尊
崇
態
度
が
、
そ
の
類
書
的
利
用
を
う
な
が
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
後
代
に
至
り
「
源
語
類
字
抄
」
の

よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
自
体
を
辞
書
的
に
使
用
す
る
編
纂
物
も
生
ま
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
動
向
は
、
類
書
そ
の
も
の
へ
の
変
化

と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

類
書
が
辞
典
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
詩
文
製
作
の
た
め
の
語
彙
検
索
を
目
的
と
す
る
「
こ
と
ば
」
の
類
書
と
し
て
、
す
で
に
存
在

す
る
詩
文
解
釈
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世
界
を
通
観
し
、
多
量
の
典
籍
の
要
件
を
一
覧
に
供
す
る
と
い
う
、
類

書
自
体
に
す
で
に
織
り
込
ま
れ
た
機
能
と
目
的
は
、
辞
典
と
し
て
の
機
能
と
双
方
融
合
し
つ
つ
変
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
も
っ
と
も
多
く

使
用
さ
れ
た
目
的
は
や
は
り
詩
文
を
作
成
す
る
と
い
う
参
考
書
と
し
て
の
使
用
と
い
う
能
動
的
働
き
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

詩
文
作
成
の
必
要
性
が
薄
ま
り
、
学
問
大
系
も
分
化
し
、
複
雑
さ
を
増
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
過
去
の
文
学
作
品
と
し
て
残
さ
れ
た

詩
文
を
は
じ
め
と
す
る
テ
キ
ス
ト
、
さ
ら
に
は
学
問
大
系
自
体
を
解
釈
・
理
解
す
る
た
め
の
受
動
的
な
働
き
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

（
羽
）

て
〃
く
、
る
。
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「
職
原
抄
」
に
大
別
し
て
顕
統
本
と
教
具
本
の
二
系
統
が
あ
り
、
前
者
は
お
も
に
関
東
圏
に
流
布
し
、
後
者
は
畿
内
で
流
布
し
た
が
、

当
時
の
一
条
兼
良
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
人
の
手
に
よ
り
、
数
次
の
テ
キ
ス
ト
改
変
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
と
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

〔
表
二
〕
関
連
年
表
（
「
職
原
抄
」
と
の
関
係
を
中
心
に
）

南
朝
延
元
五

暦
応
三
年
（
一
三
四
○
）
二
月
、
北
畠
親
房
『
職
原
抄
」
成
立
（
同
書
奥
書
）
・

北
朝
貞
和
三
年

正
平
二
年
（
一
三
四
七
）
五
月
、
北
畠
顕
統
が
「
職
原
抄
」
を
書
写
、
い
わ
ゆ
る
顕
統
本
の
基
と
な
る
。

貞
治
（
一
三
六
二
～
六
八
）
初
め
ご
ろ
、
「
河
海
抄
」
撰
献
の
令
下
る
（
「
珊
瑚
秘
抄
乞
。

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
一
二
月
、
足
利
義
詮
、
没
。

応
永
九
年
（
一
四
○
二
）
五
月
、
一
条
兼
良
、
生
。
九
月
、
四
辻
善
成
、
没
（
七
十
七
）
。

文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
三
月
、
北
畠
教
具
、
没
（
四
九
）
。
六
月
、
一
条
兼
良
の
「
職
原
抄
」
書
写
奥
書
（
内
閣
文
庫
蔵
甘
露
寺
篤
長

筆
者
本
）
・

文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
七
月
、
安
保
氏
泰
「
職
原
百
首
」
成
る
（
蓬
左
文
庫
蔵
同
書
祓
文
）
。

文
明
（
一
四
六
九
～
八
七
）
頃
安
保
氏
泰
、
関
東
に
て
「
職
原
抄
』
講
義
。

文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
四
月
、
一
条
兼
良
、
没
。

永
正
四
年
（
一
五
○
七
）
『
旅
宿
問
答
」
巻
末
記
載
紀
年
。

第
三
節
「
河
海
抄
」
に
お
け
る
「
職
原
抄
」
記
事
の
変
改
に
つ
い
て

第
一
項
「
河
海
抄
」
所
引
の
「
職
原
抄
」
本
文
の
特
徴
・
系
統
に
つ
い
て
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漢
昭
帝
〔
Ⅸ
〕
幼
而
即
位
、
博
陸
侯
震
光
奉
武
帝
遣
詔
摂
政
如
周
公
故
事
、

１

ま
た
、
同
じ
項
目
内
「
河
海
抄
』
例
に
て
、

ｆ

関
白
者
、
漢
宣
帝
云
雲
光
猶
執
政
、
非
幼
主
之
故
、
霊
光
還
政
、
宣
帝
猶
重
其
人
、
令
関
白
万
機
、
関
白
之
号
自
此
而
始
云
々
、

と
あ
る
箇
所
は
、
「
職
原
抄
」
過
‐
⑥
で
は
、

関
白
者
、
漢
宣
帝
立
雲
光
猶
執
政
、
非
幼
主
之
故
、
霊
光
還
政
、
宣
帝
猶
重
其
人
、
令
関
〔
白
〕
万
機
、
関
白
之
号
自
此
而
始
、

漢
昭
帝
又
幼
而
即
位
、
博
陸
侯
雲
光
奉
武
帝
遺
詔
摂
政
如
周
公
故
事
、

ｌ

と
あ
る
の
は
、
「
職
原
抄
」
Ｂ
‐
④
で
は
、
教
具
本
系
の
〔
〕
内
の
文
字
を
含
ん
だ
形
で
一
致
す
る
。
〔
〕
内
の
文
字
は
、
顕
統
本
系

『
河
海
抄
」

ら
れ
る
。

で
は
見
え
な
い
文
言
で
あ
る
。

一
三
六
二
～
六
八

『
職
原
抄
」
の
享
受
例
と
し
て
、
『
河
海
抄
』
は
最
古
の
も
の
に
あ
た
る
。
『
河
海
抄
』
の
編
蟇
が
、
撰
献
の
命
を
受
け
た
貞
治
年
間
の

初
め
か
ら
お
よ
そ
四
十
年
間
の
講
釈
、
改
変
の
影
響
を
蒙
っ
た
と
は
い
え
、
「
職
原
抄
』
が
世
に
出
た
初
め
と
い
わ
れ
る
顕
統
本
の
成
立

か
ら
二
十
年
か
ら
半
世
紀
を
経
な
い
極
初
期
の
享
受
例
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
動
か
な
い
。
『
河
海
抄
」
撰
者
四
辻
善
成
の
没
年
は
、
奇

一
四
○
二

し
く
も
教
具
本
を
書
写
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
条
兼
良
の
生
年
と
同
年
の
応
永
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

理
論
的
に
は
、
「
河
海
抄
」
に
現
れ
る
「
職
原
抄
』
引
用
本
文
の
系
統
は
、
顕
統
本
に
近
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
案
に
相
違
し
て
、

『
河
海
抄
」
に
引
か
れ
る
条
文
の
文
体
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
措
辞
に
お
い
て
、
教
具
本
系
統
の
文
体
と
一
致
す
る
特
徴
が
多
く
見

た
と
え
ば
、
『
河

の
記
事
に
つ
い
て
、１

『
河
海
抄
」
《 「

河
海
抄
」
巻
七
第
十
一
澪
標
「
ち
し
の
お
と
、
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
」
に
対
応
す
る
「
職
原
抄
」
過
「
摂
政
関
白
の
条
」

[62］
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
《

存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
職
原
抄
』
の
関
東
系
注
釈
学
で
は
、
本
文
の
原
態
を
あ
た
か
も
聖
典
的
に
扱
う
態
度
で
書
写
し
、
字
句
の

改
変
を
行
う
こ
と
は
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
注
釈
学
が
進
展
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
畿
内
の
知
識
人
た
ち
は
、
一
条
兼
良
を
は
じ
め
と

し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
校
勘
を
行
う
態
度
を
採
っ
て
い
る
。
『
河
海
抄
』
に
見
ら
れ
る
「
職
原
抄
』
の
段
階
で
、
す
で
に
教
具
本
系
と
共
通

す
る
措
辞
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
が
引
か
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
教
具
本
的
特
質
を
持
っ
た
本
文
が
『
河
海
抄
』
編
纂
時
に
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
顕
統
本
と
ど
の
時
点
で
分
か
れ
た
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

一
云
々
、

あ
づ
ま
う

と
な
っ
て
お
り
、
顕
統
本
系
で
は
「
万
機
に
関
か
ら
し
む
（
令
こ
と
訓
み
、
教
具
本
系
で
は
「
万
機
を
関
り
白
さ
し
む
（
令
）
」
と
訓
ん

こ
こ
に
示
し
た
例
は
、
い
ず
れ
も
『
職
原
抄
』
の
教
具
本
系
を
以
て
宛
て
る
こ
と
に
よ
り
、
表
記
が
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
例
は
、
煩
雑
を
避
け
て
省
略
に
任
せ
る
が
、
こ
う
し
た
類
は
随
所
に
現
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
職
原
抄
』
の
本
文
に
は
、
教
具
本
以
前
に
す
で
に
顕
統
本
系
統
の
文
体
と
異
な
る
伝
本
が

『
河
海
抄
」
に
引
か
れ
る
「
職
原
抄
』
を
典
拠
と
す
る
条
文
の
引
用
態
度
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
も
の
で
は
な

い
。
「
供
書
も
多
く
、
現
存
本
と
あ
わ
な
い
異
文
も
見
ら
れ
、
本
書
の
引
用
の
こ
と
ご
と
く
を
信
ず
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
ま
た
著
者

の
善
意
悪
意
に
よ
る
引
き
間
違
い
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
供
書
の
す
べ
て
が
著
者
の
偽
作
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
慎
重

（
釦
）

に
検
討
を
要
す
る
。
」
と
は
、
玉
上
琢
也
氏
の
見
解
だ
が
、
詳
細
表
〔
資
料
一
〕
に
て
、
加
筆
箇
所
を
淘
倒
綱
に
て
示
し
、
改
変
箇
所
を

で
い
る
。

第
二
項
「
河
海
抄
」
供
文
に
見
る
「
職
原
抄
』
改
変
の
跡
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宣
下
去
天
安
二
年
十
一
月
七
Ｈ
始
行
内
外
暦
事

と
い
う
よ
う
に
、
「
職
原
抄
」
以
外
の
資
料
に
よ
る
も
の
と
思
し
き
加
筆
・
修
正
の
跡
が
見
え
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
「
職
原
抄
」
に

お
け
る
萌
芽
期
の
注
釈
書
を
反
映
し
て
の
所
作
と
い
う
よ
り
も
、
「
河
海
抄
』
撰
者
に
か
か
る
訂
補
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
事
例
の
よ
う
に
、
「
河
海
抄
」
撰
者
が
「
職
原
抄
」
を
相
当
に
読
み
込
み
、
あ
る
い
は
研
究
し
た
跡
と
考
え
ら
れ

と
い
う
箇
所
に
対
応
す
る
「
河
圭

清
和
天
皇
幼
而
即
位
、

「
職
原
抄
』
Ｍ
「
大
納
言
の
条
」
③
に
、

異
朝
上
古
少
師
少
傅
少
保
、
是
云
三
孤
。
又
云
三
塊
是
三
公
之
弐
也
。
故
云
亜
相
。
漢
以
来
為
御
史
大
夫
者
幻
囮
転
丞
相
。

依
レ
之
有
亜
相
之
号
Ｃ
鯏
而
御
史
職
当
今
弾
正
其
義
雨
川
洲
圀
称
徳
御
囮
、
暫
改
二
大
納
言
号
為
御
史
大
夫
や
是
故
大
納

言
、
唐
名
團
御
史
大
夫
Ｃ
不
し
叶
｜
旧
式
者
也
。

と
あ
る
条
文
は
、
「
其
義
不
叶
」
の
部
分
を
中
心
に
、
「
職
原
抄
」
注
釈
家
に
よ
り
、
親
房
自
身
の
誤
り
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
部
分
で
あ
る
。

る
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
角
囲
い
〃
ｎ
Ｕ
“
に
て
明
示
し
た
ご
と
く
、
万
海
抄
」
撰
者
に
よ
る
校
訂
・
加
筆
・
修
正
の
跡
も
多
く
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「
職
原
抄
」
旧
「
摂
政
関
白
の
条
」
⑩
の
、

清
和
天
皇
幼
而
即
位
、
外
圃
忠
仁
公
奉
文
徳
遺
詔
而
摂
政
、

１

と
い
う
箇
所
に
対
応
す
る
「
河
海
抄
」
巻
七
第
十
一
澪
標
「
ち
し
の
お
と
ゞ
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
」
的
で
は
、

ま
ず
、
簡
単
に
こ
の
条
文
の
意
味
を
と
っ
て
み
れ
ば
、

中
国
（
異
朝
）
で
は
、
少
師
・
少
傅
・
少
保
の
三
職
を
三
孤
ま
た
は
三
少
と
も
言
っ
て
、
三
公
（
大
師
・
大
傅
・
大
保
）
に

司
政
大
臣
従
付
：
。
、
朝
臣
良
房

１

ゞ
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
」
的
で
は
、

ｆ

忠
仁
公
奉
文
徳
遣
詔
而
摂
政
、
貞
観
八
年
八
月
十
九
日
始
蒙
摂
政
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（
羽
）

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
、
関
東
系
の
注
釈
に
は
、
弾
正
は
武
官
の
棟
梁
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
文
官
の
職
で
あ
る
大
納
言
に
宛
て

（
瓠
）

る
こ
と
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
注
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
職
原
抄
聞
書
』
）
や
、
大
納
言
は
大
臣
に
昇
進
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、

（
犯
）

弾
正
が
大
臣
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
近
世
期
の
注
で
は
、
親
房
が
日
本
の
官
職
名
を
こ
と
ご
と
く
中
国
の
も

の
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
の
矛
盾
が
こ
こ
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
、
於
雲
子
「
鼈
頭
増
註
職
原
紗
参
考
」
で
は
、

前
漢
で
は
御
史
人
夫
が
大
納
言
に
あ
た
る
が
、
後
漢
や
唐
で
は
御
史
大
夫
が
弾
正
に
あ
た
る
例
を
示
し
て
、
中
国
に
お
け
る
官
職
の
相
対

あ
る
。

次
ぐ
位
と
し
た
。
漢
代
以
来
、
御
史
大
夫
は
必
ず
二
河
海
抄
』
は
「
時
に
」
と
す
る
）
丞
相
に
転
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ

を
丞
相
に
次
ぐ
者
の
意
味
で
亜
相
と
名
付
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
御
史
大
夫
は
、
今
は
弾
正
に
あ
た
る
職
と
な
っ
て
い
る
。

（
「
職
原
抄
』
巻
下
に
は
、
「
近
代
其
職
掌
移
検
非
違
使
庁
一
」
と
あ
り
、
武
官
の
職
と
な
っ
て
い
る
。
）
よ
っ
て
、
御
史
大
夫
を

弾
正
に
あ
て
る
の
は
、
あ
た
ら
な
い
。
（
「
河
海
抄
」
で
は
、
「
参
差
歎
」
と
、
「
〈
時
代
に
よ
り
〉
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
」
と
す

る
。
）
た
と
え
ば
心
称
徳
天
皇
治
世
に
、
し
ば
ら
く
の
間
、
御
史
大
夫
を
大
納
言
と
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
大
納
言

の
唐
名
を
御
史
大
夫
と
す
る
の
は
、
旧
式
の
制
度
に
は
適
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
で
も
な
ろ
う
か
。
「
職
原
抄
』
注
釈
家
に
よ
り
、
親
房
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
御
史
大
夫
を
弾
正
に
宛
て
る
こ
と
に
つ
い
て
で

「
河
海
抄
』
巻
一
第
一
桐
壺
「
ち
、
の
大
納
言
」
岡
の
対
応
す
る
条
項
で
は
、

異
朝
上
古
少
師
少
傅
少
保
、
是
云
三
孤
又
云
二
一
少
是
三
公
之
弐
也
、
助
也
副
也
故
云
亜
相
、
漢
以
来
為
御
史
大
夫
者
、
圃
転
丞
相
、

依
之
有
亜
相
之
号
而
御
史
劃
職
棡
当
今
劃
弾
正
、
其
義
閨
閏
勵
、
称
徳
刃
皇
御
團
、
暫
改
大
納
言
為
御
史
大
夫
、
是
故
大
納
言
、

唐
名
圃
御
史
大
夫
、
不
叶
旧
式
者
也
、
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「
河
海
抄
」
撰
者
が
注
釈
の
傍
証
と
し
て
「
職
原
抄
」
を
使
用
し
、
そ
れ
を
引
き
写
す
だ
け
で
な
く
、
典
拠
と
な
っ
た
作
品
自
体
に
も

考
察
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
今
度
は
、
「
職
原
抄
』
に
つ
い
て
の
考
証
を
行
っ
た
が
故
に
、
「
職
原
抄
」
を
採

ら
な
か
っ
た
可
能
性
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

と
い
っ
た
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、

「
職
原
抄
」
亜
囮
…
…
其
義
嗣
閣
剛
騨
祢
徳
御
囮

「
河
海
抄
」
卵
圃
…
…
其
義
閉
園
鰯
騨
祢
徳
刃
ヨ
御
宇

と
い
う
表
現
の
違
い
が
際
立
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
職
原
抄
』
に
お
け
る
「
必
」
と
い
う
表
現
が
「
時
」
に
置
き
換
わ
る
こ
と
で
、
御
史
大
夫
が
弾
正
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
へ
の
非
難

は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
表
現
が
、
先
例
を
考
え
た
上
で
の
合
理
的
な
表
現
に
改
ま
り
、
記
述
の
確
か
さ
は
よ
り
増
し
た
と
い
え

（
弘
）

る
。
一
方
、
『
職
原
抄
」
の
「
不
叶
差
」
と
い
う
措
辞
を
「
河
海
抄
」
で
「
参
差
歎
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
ど
れ
程
の
有
効
性
を
確
保

で
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
に
苦
し
む
。
し
か
し
、
『
職
原
抄
」
注
釈
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
「
不
叶
差
」
の
部
分
が
、
顕
統
本
に
よ

る
関
東
系
注
釈
・
本
文
で
は
、
「
不
し
叶
。
髪
…
…
」
と
い
う
切
り
方
で
断
句
が
施
さ
れ
、
教
具
本
系
に
よ
る
注
釈
・
本
文
で
は
、
「
不
し
叶

レ
差
。
」
と
い
う
区
切
り
方
が
行
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
「
時
：
：
：
参
差
歎
」
と
い
う
改
変
は
、

一
一
二
一
ハ
ー
ニ

た
と
え
ば
貞
治
二
年
に
権
大
納
言
と
な
り
、
没
年
と
な
る
貞
治
六
年
に
正
二
位
。
贈
従
一
位
左
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
足
利
義
詮
を
は
ば
か

っ
て
、
関
東
系
注
釈
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
職
原
抄
聞
書
」
）
に
見
え
る
よ
う
に
、
武
官
の
棟
梁
た
る
弾
正
を
文
官
の
大
納
言
と
混

（
弱
）

同
す
る
こ
と
を
非
難
し
た
表
現
か
ら
改
め
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
項
『
河
海
抄
」
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
「
職
原
抄
』
の
説
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○
「
神
皇
正
統
記
』
第
三
十
四
代
推
古
天
皇
の
条
（
神
道
大
系
所
収
、
國
學
院
大
図
書
館
蔵
本
〈
古
本
系
〉
）

ク
ワ
ン
キ

十
二
年
甲
子
二
、
ハ
シ
メ
テ
冠
位
ト
云
コ
ト
ヲ
サ
タ
メ
、
〈
冠
ノ
シ
ナ
ニ
ョ
リ
テ
、
上
下
ヲ
／
サ
タ
ム
ル
ニ
判
州
劉
燗
ア
リ
〉
十

七
年
己
巳
二
憲
法
十
七
条
ヲ
ツ
ク
リ
テ
奏
シ
給
、

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
流
布
本
系
で
は
「
十
二
階
」
説
に
改
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
。

一
六
四
九

○
『
神
皇
正
統
記
」
第
三
十
四
代
推
古
天
皇
の
条
（
風
月
宗
知
刊
行
、
慶
安
二
年
二
月
刊
板
本
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）

「
冠
位
十
八
階
」
の
記
述
は
、

い
う
の
は
、
同
じ
著
者
に
よ
る

す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

○
「
神
皇
正
統
記
』
第
三
十
ｍ

前
項
に
お
い
て
、
官
職
に
関
す
る
事
項
の
必
ず
し
も
全
て
を
「
職
原
抄
」
引
用
に
よ
る
注
釈
を
付
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

「
暦
博
士
」
の
条
文
を
例
に
紹
介
し
た
が
、
次
に
述
べ
る
事
柄
は
、
「
職
原
抄
」
の
原
初
形
態
に
関
わ
る
問
題
も
で
あ
る
。

「
職
原
抄
」
の
原
初
形
態
は
、
顕
統
本
系
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
肌
「
百
官
の

条
」
に
お
け
る
「
冠
位
十
八
階
」
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
に
示
す
一
文
の
四
角
囲
み
［
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
の
部
分
で
、
両
々
対
比
さ
せ
た
よ
う
に
、
〔
〕

内
で
あ
ら
わ
し
た
教
具
本
系
で
は
「
十
二
階
」
、
右
傍
記
（
）
内
の
顕
統
本
表
記
に
従
え
ば
、
右
十
八
階
」
と
、
説
が
分
か
れ
る
。

推
古
天
皇
御
宇
、
聖
徳
太
子
摂
政
、
十
〔
三
年
甲
子
正
月
、
關
胴
關
附
出
川
腓
即
［
刷
凹

（
一
）

こ
の
記
述
は
、
「
職
原
抄
」
の
中
で
も
比
較
的
冒
頭
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
見
つ
け
や
す
く
、
諸
本
系
統
判
別
の
指
標
と
し
て
用
い

ら
れ
る
一
条
で
も
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
「
冠
位
十
二
階
」
説
の
方
が
正
し
い
が
、
「
職
原
抄
」
の
古
本
に
属
す
る
顕
統
本
系
諸
本
と
、
そ

れ
に
依
拠
す
る
注
釈
で
は
、
「
冠
位
十
八
階
」
説
の
方
を
尊
重
し
、
墨
守
さ
れ
、
中
世
関
東
系
の
注
釈
家
に
よ
り
、
正
当
化
・
合
理
化
の

た
め
の
説
明
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。伝

流
上
の
誤
写
で
は
な
く
、
北
畠
親
房
の
原
本
に
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
と

『
神
皇
正
統
記
」
の
古
本
系
に
は
、
「
職
原
抄
』
古
本
と
同
様
に
、
「
冠
位
十
八
階
」
説
を
採
る
本
文
も
存
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１

ま
た
、
「
河
海
抄
」
巻
五
第
七
賢
木
「
は
し
や
う
に
た
て
つ
、
け
た
る
い
た
し
車
と
も
の
」
銘
で
、
八
省
の
内
訳
配
列
に
つ
い
て
、

ｆ

八
省
中
務
式
部
燗
剛
民
剛
兵
部
刑
部
大
蔵
宮
内
省
也

と
あ
る
の
も
、
顕
統
本
系
「
職
原
抄
」
で
は
、
「
周
礼
」
の
「
天
地
春
夏
秋
冬
」
に
配
し
て
、
次
に
示
す

よ
う
に
「
治
部
」
「
民
部
」
の
配
列
を
入
れ
替
え
て
い
る
。

令
制
…
…
…
…
中
務
式
部
岡
剛
艮
剛
兵
部
刑
部
大
蔵
宮
内
省

叙
位
始
也
是
故
比
准
八
義
宜
レ
制
爵
位
其
孝
者
天
也
紫
冠
為
レ
ー
忠
者
日
也
錦
冠
為
レ
ニ
仁
者
月
也
繍
冠
為
し
三
悌
者
星
也
纏
冠

為
し
四
義
者
辰
也
緋
冠
為
し
五
礼
者
聖
也
深
縁
為
し
六
智
者
賢
也
浅
縁
為
し
七
信
者
神
也
深
纒
為
し
八
祇
者
祇
也
浅
纏
為
し
九
其
地
者

母
也
因
レ
号
立
レ
身
黄
冠
為
し
十
自
今
以
後
永
為
恒
式
一
以
上
先
代
旧
事
本
紀

と
あ
る
よ
う
に
、
「
職
原
抄
』
を
引
か
ず
、
「
先
代
旧
事
本
紀
」
（
た
だ
し
、
現
存
「
先
代
旧
事
本
紀
』
に
は
、
「
十
二
年
…
…
有
し
差
」
以

下
、
爵
位
の
内
訳
を
欠
く
）
を
引
く
。
こ
の
箇
所
は
、
現
存
中
書
本
で
最
古
の
も
の
と
目
さ
れ
る
伝
一
条
兼
良
写
本
で
は
、
「
制
冠
位
十

二
階
」
の
記
述
を
欠
く
が
、
こ
の
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
河
海
抄
』
撰
者
は
、
意
図
的
に
「
職
原
抄
」
を
外
し
た
典
拠
引
用
を
行

か
ふ
り

か
い

第
三
十
四
代
十
二
年
甲
子
に
、
は
し
め
て
冠
位
と
い
ふ
事
を
ざ
た
め
冠
の
し
な
に
よ
り
て
上
下
を
定
む
る
に
十
二
階
あ
り
。
十

け
ん
ぼ
う

そ
う

七
年
己
巳
に
憲
法
十
七
ケ
条
を
つ
く
り
て
奏
し
給
ふ
。

「
冠
位
十
八
階
」
説
と
い
う
記
述
が
な
ぜ
親
房
の
著
作
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆
者
に
「
帝
王
編
年
記
」

（
調
）
（
”
）

系
の
「
皇
代
記
」
を
使
用
し
た
際
の
錯
簡
が
こ
の
記
述
を
生
み
出
し
た
可
能
性
を
説
い
た
先
稿
が
あ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
『
河
海
抄
」

１

で
は
巻
三
第
三
若
紫
「
く
ら
人
よ
り
こ
と
し
か
う
ふ
り
え
た
る
な
り
け
り
」
稲
に
て
、

に

イ
元

推
古
天
皇
十
一
年
十
二
月
戊
辰
朔
壬
申
照
訓
到
刷
個
冊
目
隅
口
各
有
し
差
十
二
年
春
正
月
戊
戌
朔
始
制
冠
位
於
諸
臣
各
有
し
差
是

っ
た
と
い
う
可
能
性
は
高
い
。
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『
河
海
抄
」
撰
者
が
、
「
源
氏
物
語
』
に
記
さ
れ
る
条
々
の
「
准
拠
」
と
し
て
、
歴
史
的
先
例
を
志
向
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

多
く
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
典
拠
が
必
ず
し
も
「
日
本
書
紀
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
正
史
」
に
よ
ら
な
か

っ
た
こ
と
も
確
か
に
首
肯
で
き
よ
う
。
「
河
海
抄
』
に
示
さ
れ
る
注
釈
、
歴
史
的
先
例
が
多
く
示
さ
れ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ
の
先
例

顕
統
職
原
抄
…
中
務
式
部
圓
団
岡
剛
兵
部
刑
部
大
蔵
宮
内
省

天
官
地
官
春
官
夏
宮
秋
官
地
官
冬
官

周
礼
・
…
…
．
．
…
欠
太
宰
大
司
徒
大
宗
伯
大
司
馬
大
司
冠
戸
部
考
工

こ
れ
も
、
親
房
が
当
初
か
ら
意
図
し
た
配
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
加
地
・
白
山
両
氏
の
論
考
で
説
か
れ
る
所
で
あ
る
。

「
河
海
抄
」
で
は
、
こ
の
箇
所
が
『
紫
明
抄
」
（
異
本
「
紫
明
抄
』
も
同
）
か
ら
採
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
職
原
抄
」
を
あ
え
て
採
ら
な
か

っ
た
一
例
と
し
て
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
河
海
抄
』
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
『
職
原
抄
」
は
、
そ
の
文
字

遣
い
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
、
流
布
本
の
柤
型
と
な
っ
た
教
具
本
系
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
十
八
階
」
説
と
「
周
礼
」
に

よ
る
八
省
配
列
に
つ
い
て
、
親
房
原
撰
時
に
す
で
に
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
「
職
原
抄
」
特
有
の
表
現
が
、
「
河
海
抄
」
に
お
い
て
採
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
「
職
原
抄
』
に
は
、
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

『
河
海
抄
」
撰
者
が
、
『
源
氏
物
語
」
の
条
々
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
た
と
同
時
に
、
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
の
考
察
も
行
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
営
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
河
海
抄
』
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
つ
い
て
考
証
を
行
い
、

そ
の
成
果
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
章
ま
と
め
に
か
え
て
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と
評
し
、
「
源
氏
物
語
」
に
は
人
間
世
界
の
倫
理
・
通
過
儀
礼
す
べ
て
に
通
底
す
る
事
柄
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
人

生
に
お
け
る
通
過
儀
礼
の
全
て
に
わ
た
り
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
価
値
観
は
、
そ
の
撰
者
（
四
辻
善
成
）
の
み
に
限
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
を
、
身
近
な
物
語
と
し
て
、
親
密
の
度
合
い
強
く
享
受
可
能
だ
っ
た
人
々
（
お
そ
ら
く
は
室
町
時
代
ま
で
の
堂

（
銘
）

上
公
家
世
界
の
人
々
）
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
、

し
か
も
、
「
源
氏
物
語
』
注
釈
史
に
お
け
る
『
河
海
抄
』
の
特
色
と
し
て
、
特
に
強
調
さ
れ
る
「
準
拠
」
な
る
概
念
、
す
な
わ
ち
、

此
物
語
の
な
ら
ひ
古
今
準
拠
な
き
事
を
ば
不
載
也

と
い
う
考
え
方
・
手
法
は
、
「
河
海
抄
」
の
博
引
考
証
主
義
を
裏
付
け
る
原
理
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
知
識
の
源
泉
た
る
類
書
的
・

辞
書
的
特
性
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
河
海
抄
」
に
博
引
考
証
的
性
格
が
付
与
さ
れ
た
一
因
に
は
、
「
源
氏
物
語
」
注
釈
の
集
大
成
と
い
う
形
式
的
側
面
や
中
世
注
釈
の
一

般
的
特
性
と
は
別
に
、
「
源
氏
物
語
」
世
界
を
引
き
金
と
し
て
、
当
時
の
堂
上
公
家
世
界
の
知
識
・
価
値
体
系
を
こ
こ
に
集
約
せ
し
め
る

意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
わ
ば
、
人
間
世
界
（
あ
く
ま
で
宮
廷
社
会
が
中
心
だ
が
）
に
か
か
わ
る
様
々
な
事
象

が
『
源
氏
物
語
」
と
そ
の
注
釈
書
た
る
「
河
海
抄
」
の
準
拠
説
に
よ
り
覆
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
さ
し
く
「
源
氏
物
語
」
注
釈
の
類
書
的
・
辞
書
的
性
格
へ
の
変
貌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
編
ま
れ
た
類
書
や
辞
書
と
同
様
に
、
幾
種
か
の
注
釈
書
に
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
知
悉
の
本
文
で
あ
る
と
い
う
前
提

の
規
範
書
と
し
て
、
本
稿
で
扱
っ
た
「
職
原
抄
」
の
よ
う
な
有
職
故
実
書
の
類
も
多
く
機
能
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
当
時

の
宮
廷
人
に
と
っ
て
、
官
職
・
年
中
行
事
・
政
令
な
ど
は
、
生
活
に
密
着
し
た
重
要
な
関
心
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
河
海
抄
」
は
料
簡
に
て
、
「
源
氏
物
語
」
を

な
か
だ
ち

誠
に
君
臣
の
道
、
仁
義
の
道
、
好
色
の
媒
、
菩
提
の
縁
に
い
た
る
ま
で
、

こ
れ
を
の
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
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築
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

類
聚
編
纂
と
い
う
営
為
は
、
伝
統
の
継
承
と
い
う
意
義
と
同
時
に
、
先
古
事
物
を
集
成
し
、
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
生
と
新
生

へ
の
基
礎
を
築
く
糧
と
も
な
る
。
そ
の
成
果
の
多
く
は
、
類
聚
（
集
成
）
・
部
類
編
蟇
物
た
る
類
書
・
辞
書
と
い
っ
た
書
物
へ
と
結
実
す

る
が
、
そ
こ
に
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
事
象
を
書
物
に
取
り
込
む
」
と
い
う
意
志
も
読
み
と
れ
る
。

ま
た
、
中
国
に
お
け
る
一
大
類
書
編
纂
事
業
は
、
そ
の
王
朝
初
期
に
多
く
営
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
老
英
雄
の
法
」

（
釣
）

と
い
う
、
極
め
て
政
治
的
な
歴
史
上
の
智
恵
が
働
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
代
の
功
臣
を
類
書
編
蟇
事
業
な
ど
の
文
化
的
事
業
に
専
念

さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
文
化
的
事
業
に
て
消
耗
さ
せ
、
王
朝
草
創
期
の
軋
礫
・
桂
桔
を
防
ぐ
と
同
時
に
、
新
時
代
の
礎
を

今
ロ
、
『
ノ
○

の
基
に
、
そ
こ
に
検
索
の
利
便
性
を
保
証
す
る
知
識
・
概
念
体
系
が
成
立
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
習
熟
し
た

享
受
者
に
と
っ
て
は
、
注
釈
書
自
体
も
類
書
と
し
て
も
機
能
し
始
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
注
釈
対
象
と
な
る
書
物
が
、

著
名
な
（
あ
る
い
は
必
読
的
性
格
を
有
す
る
）
作
品
で
あ
る
場
合
や
、
類
層
的
編
纂
意
匠
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
時
に
は
、
そ
こ
に

付
与
さ
れ
る
類
書
的
性
格
も
、
よ
り
洗
練
さ
れ
、
有
効
に
機
能
す
る
に
至
る
と
い
え
よ
う
。

『
河
海
抄
』
ｓ
公
卿
補
任
」
に
よ
れ
ば
、
四
辻
善
成
は
貞
治
元
年
（
一
三
六
三
三
月
二
十
七
日
に
散
位
な
が
ら
も
非
参
議
従
二
位
に

叙
せ
ら
れ
て
い
る
）
の
秘
説
を
の
ち
に
別
冊
に
し
た
「
珊
瑚
秘
抄
」
の
巻
末
に
、

お
ほ

往
日
、
貞
治
の
始
め
、
故
宝
筐
院
贈
左
大
臣
家
（
足
利
義
詮
）
の
貴
き
命
せ
に
依
り
、
河
海
抄
廿
巻
を
撰
ば
し
む
（
往
日
、
貞

治
始
、
依
故
宝
筐
院
贈
左
大
臣
家
貴
命
斗
令
レ
撰
河
海
抄
廿
巻
↑
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
河
海
抄
』
は
貞
治
（
一
三
六
二
～
六
八
）
の
は
じ
め
に
将
軍
足
利
義
詮
よ
り
撰
献
を
命
じ
ら
れ
て
編
ま
れ
た
も
の

と
い
う
。
こ
う
し
た
「
河
海
抄
」
の
撰
述
経
緯
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
類
書
を
は
じ
め
と
す
る
類
聚
編
纂
事
業
の
理
念
・
概
念
と
も
響
き

-190-



｢河海抄」の作られ方（相田）

し
か
し
、
斯
波
の
執
事
就
任
を
転
機
と
し
て
、
執
事
の
地
位
・
権
限
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
執
事
と
は
ち
が
っ
た
高
官

へ
と
変
質
し
、
後
に
本
来
俗
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
管
領
が
執
事
に
代
わ
っ
て
正
式
の
職
名
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
の
支
配
機
構

の
名
分
を
一
元
化
す
る
こ
と
に
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
る
。

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
義
詮
が
『
河
海
抄
」
撰
献
を
命
じ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
、
あ
る
い
は
文
化
政

策
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

先
に
、
類
書
を
は
じ
め
と
す
る
類
聚
編
纂
事
業
の
理
念
・
概
念
と
微
妙
に
響
き
合
う
と
述
べ
た
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

義
詮
の
撰
献
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
程
度
蓋
然
性
を
確
保
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
河
海
抄
』
が
『
古
今
和

詳
細
な
分
析
は
史
家
に
譲
り
た
い
が
、
中
で
も
、
貞
治
元
年
七
月
、
細
川
清
氏
の
事
件
以
来
あ
い
て
い
た
執
事
の
職
に
斯
波
義
将
が
任

ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
義
詮
が
内
政
に
目
を
向
け
は
じ
め
た
象
徴
的
な
事
柄
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
斯
波
は
足
利
譜
代
の
家

来
と
は
選
を
異
に
す
る
家
柄
で
、
吉
良
と
と
も
に
足
利
一
門
の
最
高
に
位
置
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
足
利
」
と
名
の
っ
て
い
た
。
こ
れ
を

執
事
と
い
う
高
・
仁
木
・
細
川
等
の
足
利
譜
代
の
家
来
の
職
に
充
て
る
こ
と
で
、
足
利
将
軍
家
の
家
格
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

の
奪
回
な
ど
、
争
乱
多
事
で
あ
三

の
き
ざ
し
が
見
え
は
じ
め
て
い
る
。

一
方
、
「
河
海
抄
」
が
編
ま
れ
た
時
代
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

足
利
義
詮
が
撰
献
を
命
じ
た
と
い
う
伝
承
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
の
意
義
を
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

尊
氏
と
同
様
に
、
義
詮
の
人
生
も
戦
乱
に
明
け
暮
れ
た
人
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
観
応
の
擾
乱
・
正
平
一
統
と
呼
ば
れ
る
日
本
分
裂

の
危
機
を
凌
ぎ
、
東
で
は
畠
山
国
情
の
離
反
、
西
で
は
細
川
清
氏
の
離
反
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
南
朝
軍
の
四
回
目
の
京
都
侵
入
と
幕
府
軍

の
奪
回
な
ど
、
争
乱
多
事
で
あ
っ
た
康
安
元
年
（
一
三
六
二
が
暮
れ
て
貞
治
元
年
（
一
三
六
三
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
幕
府
に
安
定

っ
た
。
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歌
集
」
な
ど
と
同
じ
二
十
巻
仕
立
て
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
援
用
素
材
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
『
河
海
抄
』
》
の
序
文
に
て
、
自
ら
を
「
は
る
か
に
惟
光
良
清
が
風
を
し
た
ふ
い
や
し
き
翁
」
と
述
べ
、
そ
の
名
も
『
源
氏
物

語
」
中
の
人
物
、
惟
光
・
良
清
両
人
の
名
称
の
各
一
字
を
取
っ
て
「
正
六
位
上
物
語
博
士
源
惟
良
撰
」
と
銘
し
て
、
四
辻
善
成
自
身
の
名

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
態
度
に
は
、
あ
た
か
も
現
代
に
お
け
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
称
揚
し
、
本
格
的
に
論
じ
扱
う
こ
と

に
対
す
る
よ
う
な
一
種
の
気
恥
ず
か
し
さ
や
自
己
鞘
晦
に
類
似
し
た
意
識
も
ほ
の
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
、
源
氏
に
忠
実
に
仕
え

た
登
場
人
物
に
仮
託
す
る
こ
と
に
よ
る
忠
誠
の
証
と
見
る
か
ど
う
か
は
意
見
の
分
か
れ
る
所
で
も
あ
ろ
う
。

今
後
も
補
証
を
さ
ら
に
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
『
源
氏
物
語
』
が
何
故
読
ま
れ
、
「
河
海
抄
」
の
よ
う
な
注
釈
書
を
産

む
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
次
の
調
査
を
含
め
、
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
稿
者
の
み
に
限
る
ま
い
。

（
本
稿
は
「
稲
盛
財
団
助
成
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

へ

T注
…

よ
』
っ
に
な
る
ｃ

大
津
有
一
「
河
海
抄
の
伝
本
」
（
「
金
沢
大
学
国
語
国
文
」
二
、
一
九
六
六
・
三
、
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会
）
、
同
「
河
海
抄
の
伝
本
再
論
」

（
「
皇
学
館
論
叢
」
一
‐
五
、
一
九
六
八
・
一
二
、
皇
学
館
論
叢
刊
行
会
）
島
崎
健
「
河
海
抄
の
異
同
１
巻
十
一
御
幸
の
「
李
部
王
記
」
ｌ
」
（
「
論
集

日
本
文
学
・
日
本
語
２
中
古
」
、
一
九
七
七
・
二
、
角
川
書
店
）
を
参
考
と
し
て
、
現
存
諸
本
の
概
略
を
識
語
に
よ
り
ま
と
め
れ
ば
、
左
記
の

仙
散
位
基
重
本
系
統
…
．
：
「
中
書
本
」
「
覆
勘
本
」
の
二
大
異
本
の
う
ち
の
初
撰
本
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
の
「
中
書
本
」
を
、
散
位
基
重
な
る
者

が
書
写
し
た
旨
の
奥
書
を
も
つ
本
の
系
統
。

③
三
条
西
実
隆
本
系
統
・
…
：
中
院
通
秀
が
再
撰
本
に
相
当
す
る
「
覆
勘
本
」
を
「
中
書
本
」
に
よ
っ
て
校
合
し
た
と
こ
ろ
の
三
大
異
本
の
混
成

本
を
、
後
に
三
条
西
実
隆
が
書
写
し
た
本
の
系
統
。

側
取
り
合
わ
せ
本
…
…
前
半
巻
十
の
末
に
は
散
位
基
重
本
系
統
の
奥
書
を
持
ち
、
後
半
巻
二
十
の
末
に
は
三
条
西
実
隆
本
系
統
の
奥
書
本
を
も

つ
と
い
っ
た
諸
本
。
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仙
散
位
基
重
本
の
奥
書
も
、
三
条
西
実
隆
本
の
奥
書
も
な
い
系
統
不
明
の
本
。

（
２
）
島
崎
健
「
河
海
抄
の
異
同
１
巻
十
一
御
幸
の
『
李
部
王
記
』
ｌ
」
（
『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
２
中
古
』
、
一
九
七
七
・
二
、
角
川
書
店
）
、

島
崎
建
ヨ
河
海
抄
」
序
説
ｌ
李
部
王
記
の
問
題
ｌ
」
（
「
国
語
国
文
」
四
九
‐
五
、
一
九
八
○
年
五
月
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
）

（
３
）
相
田
満
「
幼
学
・
注
釈
の
世
界
と
説
話
ｌ
「
蒙
求
」
・
「
職
原
抄
」
の
注
釈
学
を
例
と
し
て
ｌ
」
（
「
説
話
文
学
研
究
」
三
四
、
一
九
九
九
・
五
）

（
４
）
西
宮
一
民
「
河
海
抄
所
引
日
本
紀
に
つ
い
て
」
（
「
皇
学
館
論
叢
」
一
‐
三
、
皇
学
館
論
叢
刊
行
会
、
一
九
六
八
・
八
）

（
５
）
徳
満
澄
雄
昌
河
海
抄
」
の
研
究
（
二
ｌ
「
序
」
～
（
「
高
知
女
子
大
学
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
」
三
六
～
、
昭
六
三
・
三
～
）
、
析
尾
武
「
京
大

本
紫
明
抄
・
天
理
本
河
海
抄
引
用
漢
籍
注
考
證
稿
桐
壺
（
一
と
～
（
「
成
城
国
文
学
論
集
」
二
二
～
、
平
六
・
三
～
）

一
七
○
四

（
６
）
た
と
え
ば
、
於
雲
子
『
龍
頭
増
註
職
原
紗
参
考
」
第
一
冊
巻
一
・
一
オ
（
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
蔵
本
）
〈
宝
永
元
年
五
月
敵
、
五
巻
二
冊
・

無
刊
記
本
〉
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

正
平
二
年
十
二
月
一
日
書
写
之
写
点
畢

権
左
中
弁
兼
左
近
衛
権
少
将
源
顕
統

（
８
）
白
山
芳
太
郎
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
第
一
章
第
二
節
（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
○
・
二
）
、
相
田
満
「
関
東
系
「
職
原
抄
」
注
釈
学
を
め
ぐ

っ
て
ｌ
そ
の
聖
典
意
識
ｌ
」
弓
中
世
説
話
の
〈
意
味
こ
〔
叢
書
日
本
語
の
文
化
史
１
）
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
・
二
）

（
９
）
相
田
満
「
本
の
は
な
し
第
二
十
九
回
「
職
原
抄
」
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
浄
瑠
璃
説
経
集
』
月
報
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
・
一
二
）

（
い
）
今
出
川
本
（
京
都
大
学
付
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
蔵
）
・
醍
醐
家
本
（
天
理
図
書
館
蔵
）
・
三
条
西
家
本
（
天
理
図
書
館
蔵
）
な
ど
に
左
記
の
よ
う

な
「
権
中
納
言
源
朝
臣
」
な
る
者
の
識
語
が
記
さ
れ
、
こ
れ
が
教
具
で
は
な
い
か
と
比
定
さ
れ
る
。
（
白
山
芳
太
郎
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
第

一
章
第
二
節
（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
○
・
二
）
）

（
五
月
）
（
葵
）
（
丑
）
（
甲
）
（
子
）

本
云
蕊
賓
昭
陽
赤
奮
若
終
書
写
之
《
詑
、
閼
縫
困
域
加
し
点
校
合
畢
、
権
中
納
言
源
朝
臣

所
し
持
傍

（
７
）
（
上
巻
末
）

ナ
ル
ノ

ハ
ス
ア
キ
ム
子
ノ
ー
ト
ウ
イ

ノ
ア
キ
ム
子
ア
ソ
ン
シ
ヲ
テ
ハ
ル
二

○
此
抄
有
不
同
者
二
本
一
本
号
顕
統
本
一
正
平
二
年
十
月
公
男
顕
統
朝
臣
室
早
写
之
一
始
行
一
子
世
一
笑
。

ｌ
ス
ル
ゴ
ソ
ノ
、
ノ

ノ
カ
フ
カ
子
ヨ
シ
フ
ー
ヲ

所
↓
持
後
花
園
院
御
宇
一
条
禅
閣
兼
良
加
レ
賊
。

正
平
二
年
十
月
廿
五
日
書
写
畢
同
廿
六
日
写
点
詑

権
左
巾
弁
兼
左
近
衛
権
少
将
源
顕
統

（
下
巻
末
）

ハ
ニ
ス
ノ
リ
ト
モ
ー
ト

ノ

ー
本
世
号
教
具
本
一
公
五
世
孫
教
具
卿
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（
Ｂ
）
加
地
宏
江
「
伊
勢
北
畠
一
族
」
第
七
章
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
・
七
）
、
加
地
宏
江
「
中
世
歴
史
叙
述
の
展
開
ｌ
「
職
原
紗
」
と
後
期
軍

記
ｌ
」
第
一
章
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
・
七
）

（
Ｍ
）
白
山
芳
太
郎
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
○
・
二
）

（
旧
）
加
地
宏
江
「
中
世
歴
史
叙
述
の
展
開
ｌ
「
職
原
紗
」
と
後
期
軍
記
ｌ
」
（
一
九
九
九
・
七
、
吉
川
弘
文
館
）

（
賂
）
白
山
芳
太
郎
「
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
第
一
章
第
二
節
（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
○
・
二
）
に
、
諸
本
と
の
対
照
表
を
載
せ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
大
津
有
一
「
河
海
抄
の
伝
本
」
（
「
金
沢
大
学
国
語
国
文
」
二
、
一
九
六
六
・
三
、
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会
）
、
同
「
河
海
抄
の
伝
本
再
論
」

（
「
皇
学
館
論
叢
」
一
‐
五
、
一
九
六
八
・
一
二
、
皇
学
館
論
叢
刊
行
会
）

（
肥
）
「
河
海
抄
伝
兼
良
筆
本
』
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
」
七
○
・
七
一
、
天
理
大
学

出
版
部
・
八
木
書
店
、
一
九
八
五
・
三
、
一
九
八
五
・
五
）

（
岨
）
室
松
岩
雄
恥
校
訂
編
輯
「
河
海
抄
花
鳥
余
情
紫
女
七
論
」
（
室
松
岩
雄
唖
編
「
国
文
註
釈
全
書
」
岡
、
一
九
○
八
・
六
、
国
学
院
大
学
出
版

部
）
（
室
松
岩
雄
亜
編
「
国
文
註
釈
全
書
」
三
、
一
九
六
七
・
二
、
す
み
や
書
房
）
（
「
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
率
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
」
六
、

一
九
七
八
・
一
○
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

（
別
）
玉
上
琢
弥
”
編
一
山
本
利
達
・
石
田
穣
一
言
校
訂
「
紫
明
抄
・
河
海
抄
」
（
一
九
六
八
・
六
、
角
川
書
店
）

（
別
）
同
系
統
の
不
忍
文
庫
本
（
桃
園
文
庫
蔵
）
、
叡
山
東
塔
真
如
蔵
本
（
天
理
図
書
館
蔵
）
。

（
躯
）
「
河
海
抄
伝
兼
良
筆
本
三
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
」
七
○
・
七
一
、
天
理
大

学
出
版
部
・
八
木
書
店
、
一
九
八
五
・
五
）
解
題
（
島
崎
健
）
。

（
羽
）
醍
醐
寺
三
宝
院
蔵
『
五
智
院
宗
典
雑
々
随
聞
抄
」
（
二
六
二
函
一
九
号
）
は
、
表
書
き
の
「
足
利
時
代
雑
抄
」
と
い
う
墨
書
の
示
す
通
り
、
様
々

ず
い
ひ
ん

あ
つ
ほ
う

こ
ん
と
ん

※
蕊
賓
…
…
五
月
の
異
称
。
恥
※
閼
縫
…
…
閼
逢
・
閼
蓬
。
甲
の
異
称
。
唖
※
困
壊
…
…
困
敦
。
子
の
異
称
。

（
Ⅱ
）
白
山
芳
太
郎
『
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
」
（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
○
・
二
）
第
一
章
第
二
節
、
加
地
宏
江
「
伊
勢
北
畠
一
族
」
第
七
章
（
新
人

物
往
来
社
、
一
九
九
四
・
七
）
、
加
地
宏
江
『
中
世
歴
史
叙
述
の
展
開
ｌ
「
職
原
紗
」
と
後
期
軍
記
ｌ
」
第
一
章
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
・
七
）

（
皿
）
内
閣
文
庫
蔵
甘
露
寺
篤
長
筆
写
本
（
函
架
番
号
一
四
六
‐
五
七
四
）
識
語
。

本
二
四
七
二
（
六
月
）

文
明
第
三
之
暦
林
鐘
中
旬
之
日
、
直
誤
字
ゞ
加
訓
読
。
猶
不
審
事
有
し
之
。
以
証
本
↓
可
し
令
校
合
や
此
抄
者
北
畠
准
后
大
納
言
源
親
房
所
レ
集
也
。

百
官
之
始
末
諸
家
之
勝
劣
殆
し
指
し
掌
。
宜
着
眼
耳
。

桃
華
老
人
御
判
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た
だ
し
、
右
条
は
『
職
原
抄
』
に
は
見
え
な
い
記
事
で
あ
る
。

な
お
、
北
畠
親
房
の
著
作
で
現
在
知
ら
れ
る
も
の
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
（
そ
の
内
、
○
印
を
付
し
た
も
の
は
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
）

分
量
の
最
も
多
い
も
の
と
し
て
は
「
北
親
記
」
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
供
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
内
証
か

ら
考
え
て
、
「
河
海
抄
」
所
引
の
記
事
は
『
職
原
抄
」
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

禁
詠
集
三
巻
〔
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
〕

延
元
礼
節
三
百
六
十
箇
条
〔
延
元
二
年
〈
北
朝
建
武
四
〉
（
一
三
三
七
）
〕

な
抜
き
書
き
を
記
し
て
仮
綴
じ
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
、
次
の
一
条
が
記
さ
れ
て
い
る
。

摂
政
太
政
大
臣
良
経
公

九
条
殿

嫡
子
左
大
臣
教
実

普
光
園
関
白

次
男
前
左
大
臣
良
実

二
条
殿

後
光
明
峯
寺

三
男
関
白
前
左
大
臣
実
魑

九
条
殿

摂
政
太
政
大
臣
道
家
公

九
条
殿

一
条
殿

之
事

已
上
北
畠
親
房
公
記
々
中
抜
書

号
光
明
峯
寺
禅
定
殿
下
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（
別
）
「
四
庫
全
書
総
目
」
巻
一
三
五
、
子
部
類
書
類
一
、
白
孔
六
帖
提
要
。

孟
）
湯
浅
邦
弘
「
類
書
と
成
語
（
三
）
ｌ
類
書
の
変
容
と
「
出
藍
」
の
成
立
ｌ
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
ご
二
八
、
一
九

九
囚
・
一
二
）
は
、
成
語
の
成
立
・
意
味
変
容
に
類
書
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
介
在
し
た
こ
と
を
、
「
出
藍
」
の
成
語
の
意
味
変
化
を
例
に
考
察
。
相

田
満
「
「
永
楽
大
典
」
収
載
の
「
蒙
求
」
一
群
の
書
に
つ
い
て
ｌ
明
代
初
期
に
お
け
る
「
蒙
求
」
受
容
史
管
見
ｌ
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
文
学

研
究
資
料
館
紀
要
」
二
○
、
一
九
九
四
・
三
）
は
、
「
永
楽
大
典
」
の
記
述
継
承
に
と
も
な
う
錯
謬
の
考
察
、
切
り
取
ら
れ
た
類
書
記
事
に
よ
る
引

（
恥
）
飯
田
瑞
穂
ヨ
秘
府
略
」
に
関
す
る
考
察
」
（
「
中
央
大
学
九
十
周
年
記
念
論
文
集
・
文
学
部
」
一
九
七
五
・
九
）
、
飯
田
瑞
穂
ヨ
秘
府
略
」
の
錯

謬
に
つ
い
て
ｌ
付
、
『
秘
府
略
」
引
用
書
名
等
索
引
」
（
「
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
・
史
学
科
」
二
○
、
一
九
七
五
・
三
）

（
〃
）
今
小
路
覚
瑞
『
紫
式
部
日
記
の
研
究
』
二
‐
一
’
㈹
栄
華
物
語
の
紫
式
部
日
記
収
用
の
態
度
・
方
針
・
範
囲
・
程
度
に
就
い
て
（
有
精
堂
出
版
、

一
九
七
七
・
九
新
訂
版
）
・
個
人
の
感
慨
や
交
渉
、
女
房
の
服
飾
の
説
明
な
ど
、
史
的
叙
述
材
料
と
す
る
に
は
は
あ
ま
り
に
微
細
な
事
柄
が
省
略
に

○
吉
野
御
事
耆

北
親
記
一
二

○
伊
賀
記
一
冊

○
関
城
書
（

熱
田
本
記

○
束
家
秘
伝

神
教
秘
伝

○
古
今
集
註

喪
礼
儀
式

○
元
元
集
七
巻
〔
延
元
二
～
三
年
〈
北
朝
建
武
四
～
暦
応
元
〉
（
一
三
三
七
）
～
一
三
三
八
）
〕

鹿
島
香
取
両
社
勘
文
一
巻
〔
延
元
三
年
〈
北
朝
暦
応
元
〉
（
一
三
三
八
）
〕

○
神
皇
正
統
記
五
巻
〔
延
元
四
年
〈
北
朝
暦
応
二
〉
（
一
三
三
九
）
〕

○
職
原
抄
二
巻
〔
延
元
五
年
二
月
〈
北
朝
暦
応
三
〉
（
一
三
四
○
）
〕

○
二
十
一
社
記
一
巻
〔
興
国
二
年
春
〈
北
朝
暦
応
四
〉
（
一
三
四
一
）
〕

○
関
城
書
（
獲
麟
書
）
一
巻
〔
興
国
三
年
（
北
朝
康
永
元
〉
（
一
三
四
二
）
〕

熱
田
本
記
一
巻
〔
興
同
六
年
〈
北
朝
貞
和
元
〉
（
一
三
四
五
）
〕

○
束
家
秘
伝
一
巻
〔
正
平
元
年
〈
北
朝
貞
和
二
〉
（
一
三
四
六
）
〕

神
教
秘
伝
一
巻
〔
正
平
元
年
〈
北
朝
貞
和
二
〉
（
一
三
四
六
）
〕

○
古
今
集
註
（
古
今
集
新
注
）
二
巻
〔
正
平
二
年
〈
北
朝
貞
和
三
〉
（
一
三
四
七
）
〕

研
究
資
料
館
紀
要
」
二
○
、
一
‐

用
書
の
変
化
を
指
摘
し
た
も
の
。

言
〔
正
平
六
年
五
月

一
二
巻

〈
北
朝
観
応
二
〉
（
一
三
五
二
〕
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｢河海抄」の作られ方（相田）

へ

34 （
躯
）
○
「
職
原
口
義
』
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
一
○
四
函
二
号
宮
島
本
、
占
写
。
著
者
・
書
写
年
と
も
に
不
明
。
）
（
京
都
女
子
大
学
付
属
図
書
館
吉
沢
文

庫
本
「
職
原
抄
（
注
こ
も
ほ
ぼ
同
文
の
注
を
宛
て
る
。
）

一
一

御
史
大
夫
ハ
、
大
納
言
相
当
也
、
故
二
唐
ニ
テ
ハ
漢
已
来
御
史
大
夫
タ
ル
モ
ノ
ハ
転
一
丞
相
也
、
丞
相
卜
云
ヵ
日
本
ノ
大
臣
也
、
左
右
丞
相
ト
ハ
、

左
右
大
臣
ノ
唐
名
ナ
ル
故
二
云
し
爾
、
御
史
大
夫
ノ
丞
相
二
転
ル
モ
、
日
本
ノ
大
納
言
力
、
左
右
大
臣
二
転
モ
、
同
シ
コ
ト
也
然
シ
テ
ト
云
ョ

し

り
上
古
ノ
ア
シ
キ
説
也
、
言
ハ
御
史
ハ
大
納
言
ノ
唐
名
ニ
ハ
相
当
シ
タ
ル
ヲ
、
今
ハ
弾
正
ノ
唐
名
ト
ス
ル
也
、
此
誤
也
、
大
納
言
ハ
大
臣
二
進
ム

ト
モ
、
弾
正
ハ
大
臣
二
進
コ
ト
ハ
有
マ
ジ
キ
也
、
故
二
御
史
大
夫
ヲ
唐
名
ト
ス
ル
コ
ト
理
不
尽
也
、
然
シ
テ
ト
云
ョ
リ
不
叶
ト
云
迄
ハ
、
日
本
ニ

ー
ー

テ
上
古
ノ
誤
也
、
称
徳
卜
云
ョ
リ
不
し
叶
旧
式
迄
ハ
、
先
達
ノ
誤
ヲ
其
侭
不
し
直
シ
テ
、
御
史
大
夫
ヲ
、
大
納
言
ノ
唐
名
ニ
ス
ル
コ
ト
、
是
モ
Ｈ

本
ノ
旧
義
二
不
し
叶
ト
云
々
、
毛
駒
云
、
御
ハ
統
也
、
史
ハ
掌
也
、
言
ハ
ス
ベ
ッ
ヵ
サ
ド
ル
ト
云
義
也
、
称
徳
ハ
孝
謙
重
鮓
ノ
号
也
○
又
云
、
不

一
一

し
叶
旧
式
ト
ハ
、
古
来
ョ
リ
日
本
二
弾
正
ノ
唐
名
二
定
マ
ル
ヲ
、
大
納
言
ノ
唐
名
二
改
ル
コ
ト
無
益
也
、
占
来
有
り
来
ル
コ
ト
ヲ
ハ
其
侭
置
也
、

以
し
誤
付
し
誤
コ
ト
ハ
、
先
達
ヲ
重
ン
ス
ル
義
也
、
其
誤
ヲ
其
侭
置
コ
ト
規
模
也

一
七
○
Ｗ

（
羽
）
○
於
雲
子
『
鼈
頭
増
註
職
原
紗
参
考
」
第
一
冊
巻
一
・
一
六
オ
（
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
蔵
本
）
〈
宝
永
元
年
五
月
賊
、
五
巻
二
冊
・
無
刊
記

付
さ
れ
、
「
栄
花
物
語
」
筆
者
に
よ
り
、
記
事
の
接
続
や
潤
色
・
説
明
の
付
加
な
ど
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

（
塗
八
代
国
治
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』
（
明
世
堂
書
店
、
一
九
四
一
・
二
修
正
再
版
）
（
藝
林
舎
、
一
九
七
六
復
刻
版
）

（
羽
）
清
水
茂
「
中
国
目
録
学
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
・
九
）

（
釦
）
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
・
編
「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
「
河
海
抄
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
～

（
別
）
○
「
職
原
抄
聞
書
』
（
同
文
学
研
究
資
料
館
蔵
ャ
一
‐
一
五
三
‐
一
～
二
。
室
町
末
古
写
か
。
関
東
系
注
の
安
保
流
系
を
承
け
た
富
田
流
系
の
注
。
）

レ
リ

ー
ー
一
一

五
帝
三
皇
ョ
リ
、
秦
ノ
始
皇
マ
テ
ハ
如
・
上
、
少
師
少
保
ナ
リ
シ
ヲ
、
漢
王
ヨ
リ
以
後
ハ
、
御
史
大
夫
、
当
少
師
少
傅
少
保
へ
然
云
転
丞
相
之
有

本
…

ロ
ハ

ハ

ル
コ
ト
ノ
ト
ノ
・
ト
ナ
リ
ハ
ソ
ハ
ノ
ノ
ル
プ
ツ
ー
ニ
ノ

ル

ノ

閲
四
國
州
幽
言
御
史
大
夫
者
弾
正
之
唐
名
也
。
為
大
納
言
唐
名
《
其
義
不
し
叶
。
凡
唐
名
以
一
其
職
相
似
当
し
之
。
故
其
道
有
ド
不
附
合
者
距

二
シ
テ
ヲ
フ
カ
ノ

ハ
ル

ー
ー

ビ
ノ

ハ
ル
ー

按
親
房
失
し
考
而
云
レ
爾
・
前
漢
御
史
大
夫
、
当
一
大
納
一
言
後
漢
及
唐
御
史
大
夫
当
弾
正
一
也
。

「
参
差
」
は
、
『
詩
経
」
周
南
の
関
唯
第
四
章
「
参
差
若
菜
左
右
采
之
」
に
現
れ
る
語
で
、
不
揃
い
の
さ
ま
を
表
す
語
。

義
不
し
叶
ト
書
ケ
リ
、

五
帝
三
皇
ョ
リ
、
秦
ノ
始
皇
マ
テ
ハ
如
し
上
、
少
師
少
保
ナ
リ
シ
ヲ
、
漢
王
ヨ
リ
以
後
ハ
、
御
史
大
夫
、
当
少
師
少
傭

亜
相
号
也
、
然
而
御
ｌ
不
叶
ト
ハ
、
御
史
大
夫
ハ
、
奏
行
ス
ル
事
、
本
朝
ノ
太
政
ノ
職
掌
二
、
相
当
し
り
、
然
ル
ー

・
ン
フ

テ
、
正
行
也
、
サ
ブ
大
納
一
Ⅵ
旧
ノ
棟
梁
ン
旧
家
ノ
政
ヲ
シ
打
殉

然
ハ
文
官
ノ
司
ヲ
以
テ
、
武
官
ノ
職
二
、
交
ル
事
ヲ
、
其

武
官
ノ
棟
梁
シ
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（
弱
）
な
お
、
近
世
注
釈
家
の
説
に
は
、
「
河
海
抄
」
の
こ
の
引
用
部
を
、
古
本
の
「
職
原
抄
」
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
も
の
も
あ
る
。
（
土
岐
光
睦

・
七
山
Ⅶ

一
七
五
○

「
職
原
抄
解
」
〈
延
享
元
年
九
月
賊
、
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
三
八
三
一
〉
、
多
田
義
俊
〔
南
嶺
〕
「
職
原
抄
弁
講
」
〈
寛
延
三
年
三
月
賊
〉
）
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
説
は
、
両
者
と
も
に
未
見
の
ま
ま
の
「
古
本
」
テ
キ
ス
ト
を
想
定
し
て
、
そ
れ
に
記
述
が
あ
る
と
断
じ
て
い
る
節
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

「
古
本
」
な
る
も
の
の
存
在
の
記
述
は
本
条
目
に
の
み
突
然
現
れ
、
緒
言
な
ど
に
お
い
て
、
そ
れ
に
言
及
す
る
記
述
を
見
ず
、
ま
た
両
書
と
も
に
顕

統
本
な
ど
に
よ
る
中
世
（
関
東
系
）
古
注
を
参
看
し
、
そ
れ
に
ふ
れ
た
跡
も
な
い
。
い
わ
ば
仮
想
テ
キ
ス
ト
を
根
拠
に
『
河
海
抄
』
の
こ
の
記
載
が

用
い
ら
れ
公
算
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
多
田
義
俊
は
、
同
書
巻
五
（
別
）
に
て
、

ナ
ン

是
令
ノ
本
文
ノ
任
シ
方
ヲ
以
テ
難
ズ
ル
ャ
ウ
ナ
レ
ド
モ
古
本
ニ
ハ
其
儀
参
差
タ
ル
ト
ァ
リ
可
し
用
し
之
此
心
ハ
異
国
ノ
例
御
史
大
夫
カ
ラ
モ
霜

台
ノ
尹
カ
ラ
モ
任
槐
ス
ル
ト
云
キ
ナ
リ
参
差
ト
ハ
カ
タ
、
ガ
イ
ニ
任
ス
ル
心
ナ
リ

と
述
べ
、
『
河
海
抄
」
の
表
現
の
方
が
適
切
だ
と
支
持
し
て
い
る
。

（
別
）
親
房
が
簡
便
な
「
皇
代
記
」
を
利
用
・
援
用
し
て
両
著
を
作
り
上
げ
た
証
拠
で
あ
る
と
推
定
、
多
数
の
『
皇
代
記
」
類
を
精
査
さ
れ
た
上
で
、

「
神
皇
正
統
記
」
が
こ
の
よ
う
な
簡
便
な
書
を
下
敷
き
に
成
立
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
論
考
に
、
平
田
俊
春
。
神
皇
正
統
記
」
の
基
礎
的
研
究
本

編
」
（
雄
山
閣
、
一
九
七
九
・
二
）
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
冠
位
十
八
階
」
説
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
を
持
っ
た
「
原
皇
代

記
」
を
期
待
し
な
が
ら
も
、
見
つ
か
ら
ず
、
「
十
八
階
の
こ
と
は
記
憶
を
た
ど
り
、
職
原
抄
の
よ
う
に
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け

た
（
同
書
四
二
頁
）
。
ま
た
、
「
現
在
の
『
正
統
記
」
の
基
と
な
っ
た
「
皇
代
記
』
は
存
在
し
な
い
が
、
わ
り
あ
い
に
近
似
し
た
も
の
と
し
て
『
帝

王
編
年
記
』
と
『
仁
寿
鏡
」
の
二
本
が
存
す
る
こ
と
、
そ
の
「
皇
代
記
」
の
原
形
は
『
正
統
記
』
に
よ
く
存
し
、
そ
れ
ら
諸
本
と
の
対
照
に
よ
り
大

体
を
復
原
し
う
る
」
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
（
「
神
道
大
系
論
説
編
十
九
北
畠
親
房
（
下
匡
平
田
俊
春
「
解
題
」
〔
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九

な
お
、
「
皇
代
記
」
類
の
利
用
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
時
再
び
論
考
が
盛
ん
に
行
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
牧
野
和
夫
「
注
釈
書
の
基
層
ｌ
唐
名
抄
・
歴
代
名
数
な
ど
よ
り
」
二
講
座
平
安
文
学
論
究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
四
・
一
二
）
は
、

そ
の
資
料
の
意
義
を
説
い
た
も
の
。
山
下
哲
郎
「
軍
記
物
語
と
年
代
記
ｌ
『
平
家
物
語
』
と
の
関
連
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
駒
沢
国
文
」
三
五
、
駒
沢
大

学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
、
一
九
九
八
・
三
で
は
、
近
世
初
期
以
前
成
立
と
目
さ
れ
る
主
要
な
「
年
代
記
」
一
覧
を
収
載
。
同
じ
く
山
下
哲
郎

「
年
代
記
の
中
の
伝
承
ｌ
「
和
漢
合
符
」
「
和
漢
合
図
抜
革
」
等
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
伝
承
文
学
研
究
」
四
八
、
一
九
九
八
・
二
）
も
あ
る
。
ま
た
、

吉
森
佳
奈
子
『
河
海
抄
」
の
日
本
紀
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
七
六
‐
七
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
九
・
七
）
は
、
「
河
海
抄
」
注
釈
者

九
二
．

な
お
、

一
一
一
〕
）

-198-



『河海抄」の作られ方（相田）

（
銘
）
大
野
晋
・
編
「
本
居
宣
長
全
集
」
第
四
巻
解
題
（
大
野
晋
）
（
昭
和
四
四
年
十
月
、
筑
摩
書
房
）

（
胡
）
顧
力
仁
「
永
楽
大
典
及
其
輯
供
書
研
究
」
（
文
史
哲
学
集
成
一
二
九
、
文
史
哲
出
版
社
、
中
華
民
国
七
四
年
〔
一
九
八
五
〕
七
月
）

「
こ
の
よ
う
に
『
皇
代
記
」
、
あ
る
い
は
類
似
の
「
年
代
記
」
は
今
日
数
多
く
存
す
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
『
皇
代
記
」
と
題
す

る
侠
文
も
多
く
蒐
集
し
得
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
年
代
記
類
は
百
種
以
上
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
年
代
記
」
が
初

め
て
印
刷
さ
れ
た
の
は
慶
長
五
年
の
『
和
漢
編
年
合
運
図
』
で
、
こ
れ
よ
り
こ
の
『
年
代
記
」
は
印
刷
に
よ
り
飛
躍
的
に
流
布
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
を
模
倣
し
て
凡
百
の
年
表
が
作
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
書
写
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
で
、
流
布
の
数
は
少
な
か
っ
た
の
に
、
百
首
以
上
も
の
諸
本

の
存
在
を
知
り
う
る
の
は
希
有
の
こ
と
で
あ
り
、
中
世
に
お
け
る
国
民
の
日
本
通
史
の
知
識
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な
『
皇
代
記
」
や
「
年
代
記
」

に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
見
る
に
便
利
で
あ
っ
て
も
、
通
読
し
た
り
、
理
解
す
る
に
は
不
便
で
あ
っ
た
。
（
九
頁
）
・
」
と
、
説

か
れ
る
よ
う
に
実
際
に
ど
の
「
皇
代
記
」
が
ど
れ
に
対
し
て
使
わ
れ
た
か
を
同
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

（
訂
）
相
田
満
「
関
東
系
『
職
原
抄
」
注
釈
学
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
そ
の
聖
典
意
識
Ｉ
」
（
「
中
世
説
話
の
〈
意
味
こ
〔
叢
書
日
本
語
の
文
化
史
１
〕
、
笠
間
書

院
、
一
九
九
八
・
二
）
。

が
「
皇
代
記
」
を
利
用
し
た
可
杢

し
か
し
、
先
掲
平
田
論
文
に
、

「
こ
の
よ
う
に
『
皇
代
記
」
、
お

る
侠
文
も
多
く
蒐
集
し
得
た
２

を
利
用
し
た
可
能
性
を
説
く
。
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※
詳
細
表
〔
資
料
一
〕
叩
『
河
海
抄
』
に
見
え
る
『
職
原
抄
』
（
『
職
原
抄
』
記
載
順
に
再
配
列
し
た
も
の
）

叩
回
仙
亜
こ
れ
は
、
『
職
原
抄
』
『
河
海
抄
』
”
て
れ
ぞ
れ
で
、
関
連
す
る
項
目
・
注
釈
記
載
事
項
を
対
比
し
、
両
々
関
係
す
る
部
分
を
上
下
に
対
照
さ
せ
る
と
と
も
に
、

そ
の
表
記
を
ゴ
チ
ッ
ク
文
字
に
て
強
調
、
さ
ら
に
関
連
性
の
度
合
に
応
じ
て
、

▽
（
言
換
え
な
ど
は
あ
る
が
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
）

◆
（
同
巧
の
表
現
な
る
も
典
拠
・
資
料
の
異
な
る
も
の
）

×
（
関
連
性
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
）

と
い
っ
た
次
第
で
マ
ー
キ
ン
グ
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
分
析
の
便
宜
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
々
の
対
応
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
『
職
原
抄
』
と
『
河
海
抄
』
と
で

異
な
る
表
記
の
部
分
は
［
Ⅱ
Ｕ
で
括
り
、
省
略
関
係
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
右
傍
線
を
付
し
た
。
ま
た
、
『
河
海
抄
』
と
の
文
言
比
較
で
、
畿
内
で
流
布
し
た
と

思
し
き
『
職
原
抄
』
教
具
本
系
に
特
有
の
省
略
関
係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
佐
腱
脾
臓
に
て
表
現
を
分
け
て
あ
る
。

「
職
原
抄
』
に
つ
い
て
は
、
現
存
本
か
ら
最
古
態
を
復
元
し
、
成
立
当
初
の
面
影
を
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
北
畠
顕
統
本
（
旧
梅
沢
記
念
館
本
）
を
底
本
と
し
、

原
型
へ
の
復
元
を
試
み
る
と
と
も
に
、
流
布
本
の
本
と
な
っ
た
一
条
兼
良
加
筆
・
増
補
本
の
祖
本
で
あ
る
北
畠
教
具
奥
書
系
統
と
の
校
異
が
記
さ
れ
た
、
白
山
芳

太
郎
氏
の
校
訂
本
（
『
職
原
紗
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
）
を
用
い
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
教
具
本
系
統
の
独
自
異
文
と
思
し
き
表
記
を
採
り
上
げ
、
〔
〕
で
く
く
っ

て
示
し
た
。
ま
た
、
（
）
内
に
顕
統
本
と
併
記
す
る
こ
と
で
、
『
職
原
抄
」
諸
本
の
異
な
り
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
な
お
、
表
に
掲
示
さ
れ
る
番
号

は
、
白
山
著
書
に
紹
介
さ
れ
る
校
訂
本
の
番
号
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
更
に
細
分
化
し
て
、
子
番
号
（
①
②
…
…
）
を
新
た
に
付
加
し
て
い
る
。

×

》
《
参
考
》
【
※
八
省
の
記
載
順
位
】

令
制
…
…
…
・
…
…
：
中
務
式
部
問
剛
同
剛
兵
部

顕
統
職
原
抄
…
…
…
中
務
式
部
同
剛
間
剛
兵
部

入
噛
地
官

禅
宙
ｑ
宵

同
礼
…
…
：
．
…
…
．
：
欠
太
宰
大
司
徒
大
宗
伯
大
司
匪

唄
硫
厳
原
沙
の
八
省
記
載
順
位
は
、
蜆
房
の
意
識
杓
配
列
に

▼
（
関
連
性
強
し
）

当崔

勾〆
省答

Ｖ
‐
Ｊ
〃
〃
》
〃
て
Ｉ
Ｕ
Ｊ
〃
Ｊ
Ｕ
Ｉ
Ｌ
－
Ｅ
－
１
Ｊ
Ｌ
Ｊ
尋
１
両
ｖ
』

鄙
画
剛
國
圃
鯏
國
兵
卸

言
ｈ
一
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②①

▼▽
[16］［15］

謂已
之上

三、

公

② ① 1 0哩
一
【
已
上
調
之
三
公
の
条
】

為▽左戸

奏腎奎奎
臣中一臣
之事人の
時、相条
、一当一

正

奪関
也白
、之

人

り
六
位
七
位
は
奏
受
ト
テ
大
臣
以
下
相
は
か
ら
ひ

て
奏
聞
す
る
也
八
位
初
位
は
判
受
と
て
奏
聞
ま
て

も
な
く
て
大
臣
以
下
相
計
也
初
て
五
位
に
叙
す
る

を
叙
爵
と
も
冠
給
と
も
い
ふ
也
惣
は
三
十
階
の
名

に
わ
た
れ
と
も
是
は
初
た
る
所
を
い
ふ
也
就
中
昔

は
絹
笠
卜
い
ふ
物
を
冠
二
す
品
に
し
た
か
ひ
て
色
々

サ
ン

の
杉
あ
り
大
織
冠
な
と
は
其
時
の
正
一
位
に
あ
た

る
也
其
後
一
二
位
二
位
と
い
ふ
事
は
出
来
る
也
又

？
つ
る
し

今
の
漆
ぬ
り
の
冠
を
着
す
る
事
は
浄
御
原
天
皇

御
代
よ
り
は
し
ま
る
也

臣
条
）

〔
真
水
竹
家
・
廉
故
〕

◆
皿
又
執
柄
、
蒙
一
座
宣
旨
、
故
称
一
人
又
謂
一
所
（
↓
職
週
摂
政
・
関
白
条
）

■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
”
【
右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
】

、
寄
重
縁
日
本
紀

四
誌
徳
天
皇
二
年
三
月
申
食
国
政
大
夫
出
雲
色
命
為
大
臣
見
旧
市
本
紀
是
大
臣
始
敵

回
崇
神
天
皇
廿
三
年
秋
八
月
丙
申
朔
丁
巳
大

臣
大
新
河
命
即
改
大
臣
号
日
大
連
何

▽
回
太
政
大
臣
左
右
大
臣

▼
四
謂
之
一
一
一
公

■
■
巻
二
十
第
州
六
手
習
■
■
閉
【
世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す
】

▽
皿
開
国
間
日
Ｈ
川
勵
Ｈ
ｈ
Ⅲ
耐
Ⅲ
ｈ
Ⅲ
側
眺
卵
割
地
）
一
の
人
と
を
い
ふ
な
り
（
↓
職
、
左
大

-201-



②① 哩
一
【
已
上
謂
之
三
公
の
条
】

【
左
大
臣
の
条
】

左
大
臣
一
人
棚
当
正
従
一
位
、
唐
名
大
傅
、
左
丞
相
、
左
僕
射
、

▽
皿
官
中
事
、
一
向
開
国
閣
旧
捌
園
間
門
川
側
目
口
Ⅲ
円
Ｕ
関
白
之
人

Ｅ
為
左
大
臣
之
時
、
右
大
臣
行
一
上
事
、
是
依
関
白
与
奪
也
、

▼▽
[16］［15］

調已
之上
一、

公
、

り
六
位
七
位
は
奏
受
ト
テ
大
臣
以
下
相
は
か
ら
ひ

て
奏
聞
す
る
也
八
位
初
位
は
判
受
と
て
奏
聞
ま
て

も
な
く
て
大
臣
以
下
相
計
也
初
て
五
位
に
叙
す
る

を
叙
爵
と
も
冠
給
と
も
い
ふ
也
惣
は
三
十
階
の
名

に
わ
た
れ
と
も
是
は
初
た
る
所
を
い
ふ
也
就
中
昔

は
絹
笠
卜
い
ふ
物
を
冠
二
す
品
に
し
た
か
ひ
て
色
々

サ
ン

の
杉
あ
り
大
織
冠
な
と
は
其
時
の
正
一
位
に
あ
た

る
也
其
後
一
二
位
二
位
と
い
ふ
事
は
出
来
る
也
又

．
つ
る
し

今
の
漆
ぬ
り
の
冠
を
着
す
る
事
は
浄
御
原
天
皇

御
代
よ
り
は
し
ま
る
也

■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
”
【
右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
】

、
寄
重
縁
日
本
紀

四
誌
徳
天
皇
二
年
三
月
申
食
国
政
大
夫
出
雲
色
命
為
大
臣
児
川
祁
本
紀
是
大
臣
始
欺

凹
崇
神
天
皇
廿
三
年
秋
八
月
丙
申
朔
丁
巳
大

臣
大
新
河
命
即
改
大
臣
号
日
大
連
同

▽
四
太
政
大
臣
左
右
大
臣

Ｊ
▼
唖
謂
之
三
公

臣
条
）

〔
真
水
竹
家
・
座
故
〕

◆
皿
又
執
柄
、
蒙
一
座
宣
旨
、
故
称
一
人
又
謂
一
所
（
↓
職
喧
摂
政
・
関
白
条
）

■
■
巻
二
十
第
舟
六
手
習
■
■
弱
【
世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す
】

▽
皿
開
用
間
Ｎ
Ｈ
Ⅲ
捌
口
Ｈ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ｍ
Ｍ
吋
雌
弗
郵
地
）
一
の
人
と
も
い
ふ
な
り
（
↓
職
、
左
大
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⑪⑩ ⑨⑧ ⑦ ⑥ ⑤④ ③

是
故
三
公
無
所
職
、
置
六
卿
令
掌
天
下
政
、Ｉ

▼
皿
秦
漢
以
来
、
有
相
国
左
右
丞
相
之
（
名
）
、
已
知
庶
政
異

干
古
一
一
一
公
也
、
一
一
励
凹
者
、
象
天
之
一
一
一
台
星
也
、

Ｊ
▼
唖
一
一
槐
者
、
周
世
外
朝
植
三
塊
、
三
公
班
列
其
下
、
槐
者
懐

也
、
懐
遠
人
之
義
也
、
我
朝
天
孫
天
降
給
時
、
天
児
屋
根
命
潮

（
太
）

週
劃
ヨ
ヨ
ョ
甲
中
臣
氏
祖
、
天
大
玉
命
、
副
劃
ヨ
ヨ
ヨ
ョ
卸
斎
部
氏
祖
、
奉
天

（
術
力
）

照
大
神
勅
為
左
右
之
扶
翼
、
如
今
之
世
左
右
相
歎
、

▼
函
神
武
東
征
之
後
、
天
下
一
統
、
一
一
神
之
孫
、
天
種
子
命
天

宮
命
、
又
為
左
右
、
又
上
古
無
大
臣
号
、
喚
執
政
之
人
称
食
国

政
申
大
夫
、

〔
第
〕
十
二
代

▼
皿
景
行
御
画
溌
武
内
宿
祢
為
棟
梁
臣
、

Ｅ（
※
職
「
御
世
」
…
…
中
原
康
雄
・
甘
露
寺
家
本
（
兼
良
奥
書

系
）
傍
書
に
「
イ
本
宇
」
に
作
る
。
）

▼
皿
成
務
卿
目
Ｎ
Ｍ
凹
固
大
臣
、・

卜
肘
本
「
持
鰍
」
〕

▼
四
仲
哀
朝
又
以
大
伴
武
将
号
大
連
、
大
臣
大
連
相
並
知
政

事
、

Ｊ
▼
、
異
朝
三
公
者
、
皆
則
閥
之
官
也
、
為
師
傅
保
職
、
棟
梁
干

諸
官
、
璽
梅
干
帝
道
者
也
、

雁
Ｌ
⑯
０
》
」
『
『

▼
四
秦
漢
以
来
、
有
相
国
左
右
丞
相
之
号
、
已
知
庶
政
異
干
古
三
公
也
、
’
一
五
厭
剛
瀞
、
象

天
之
三
台
星
也
、

ナ
ッ
ク
ル

▼
四
一
一
槐
者
、
周
世
外
朝
植
一
一
一
塊
、
’
一
一
公
班
列
其
下
槐
者
懐
也
、
懐
遠
人
之
義
也
、

我
朝
天
孫
天
降
給
時
、
天
児
屋
根
命
中
臣
氏
祖
、
天
太
玉
命
斎
部
氏
祖
、
奉
天
照
大
神
勅
為
左

右
之
扶
翼
、
如
今
之
左
右
相
歎
、
ゞ
！

（
※
三
台
者
・
三
公
者
…
…
職
原
・
河
海
双
方
に
「
台
・
公
」
の
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
。

字
形
の
類
似
に
よ
る
か
。
）

▼
麺
神
武
天
皇
東
征
之
後
、
天
下
一
統
、
二
神
之
孫
、
天
種
子
命
天
富
命
、
又
為
左
右
、

Ｅ
上
古
無
大
臣
号
、
喚
執
政
之
人
称
食
国
政
申
大
夫
叫
制
蘭
圃
咽

咽
師
以
道
而
教
調
之
師
傅
以
義
而
紀
謂
之
傅
保
能
守
道
謂
之
保

Ｅ▼
皿
成
務
用
間
目
側
聞
山
側
淵
舸
輻
哨
間
側
閃
附
Ⅲ
Ｈ
Ⅲ
Ⅲ
川
刷
側
燗
側
剛
側
凹
大
臣

▼
四
仲
哀
朝
又
以
大
伴
武
持
号
大
連
、
大
臣
大
連
相
並
知
政
事
、

Ｉ

▼
皿
異
朝
二
一
公
、
皆
則
闘
官
也
、
為
師
傅
保
職
、
棟
梁
子
諸
官
、
塩
梅
干
帝
道
者
也
、

▼
皿
景
行
天
皇
御
團
、
初
以
武
内
宿
祢
為
棟
梁
臣

に
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①
｜
摂
政
閥
白
者
、
大
臣
兼
之
、
或
去
大
臣
職
帯
之
、

〔
之
〕
下
、
凡
内
大
臣
者
、
令
外
之
官
也
、

（
太
）

又
有
太
政
大
臣
之
時
任
内
大
臣
、
頗
似
無
其
謂
、
又
大
政
大

⑰
臣
者
、
天
智
朝
初
置
之
、
皇
子
大
友
任
之
、
天
武
朝
皇
子
高
市

又
任
之
、
孝
謙
天
皇
改
云
大
師
、
藤
原
恵
美
押
勝
任
之
、
又
改

（
太
）
“

（
太
）

云
大
政
大
臣
、
道
鏡
法
師
任
之
、
后
代
皆
云
大
政
大
臣
也
、

多
是
贈
官
也
、
文
徳
御
世
、
藤
原
良
房
任
之
、

忠
仁
公
足
也
爾
来
連
綿
任
之
、

時
其
位
在
左
右
大
臣
上
、
其
後
此
官
久
絶
、

Ｊ

⑯
▼
駈
至
光
仁
御
宇
、
藤
原
良
継
魚
名
等
任
之
、
初
次
左
右
大
臣

⑮
｜
▼
回
天
智

⑭⑬⑫画
一
【
摂
政
関
白
の
条
】

▼
四
孝
徳
岡
田
、
以
中
臣
鎌
子
連
始
為
内
臣
、

Ｉ

爾
来
代
々
有
大
臣
大
連
之
任
、

▼
皿
皇
極
天
皇
四
年
己
（
乙
）
巳
、
始
置
左
右
大
臣
、
止
大
連
、

▼
四
皇
極
天
皇
四
年
乙
巳
、

挙
為
内
大
臣
、
賜
藤
原
朝
臣
姓
、

此

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
皿
【
ち
し
の
お
と
画
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
】

知
致
任
大
臣
執
政
東
三
条
（
院
）
関
白
例
歎
《
見
出
脚
注
》

に Ｊ”
左
右
大
臣
關
な
き
に
よ
り
て
内
大
臣
に
な
り
給
け
る
也
、

ＥＪ詔
か
す
さ
た
ま
り
て
と
は
内
大
臣
は
令
外
の
官
な
れ
は
い
ふ
也
、

Ｅ 悶
悶
剛
四
国
以
閃
關
圃
幽
中
臣
鎌
子
連
為
内
臣

位
在
左
右
大
臣
上
、

Ｊ
▼
肺
光
仁
御
宇
、
莚

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
、

【
源
氏
の
大
納
言
内
大
臣
に
な
り
給
ぬ
か
す
さ
た
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
な
か
り
け
れ
は
く
は
茂
り
給
な
り
け

り
】

１回
内
大
臣

▼
画
天
智
尻
目
同
卿
削
田
川
州
肘
間
側
Ⅲ
川
内
圃
閃
闘
悩
刷
閥
側
削
間
周
囲
附
燗
側
側
Ⅲ
四
脚
口
此
時

▼
四
孝
徳

、
割
卿
劉
創
刑
倒
瑚
刑
捌
胤
測
創
引
制
渕
醐
剴
劉
削
剥
其
後
此
官
久
絶
、

藤
原
良
継
魚
名
等
任
之
、
初
次
左
右
大
臣
之
下
、
令
外
之
官
也
、

始
置
左
右
大
臣
止
大
連
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〔
己
〕

東
三
条
入
道
摂
政
以
来
例
也
、

▼
囮
同
川
闘
剛
囿
、
異
朝
唐
尭
時
、
挙
舜
為
摂
政
、
般
湯
以
伊
尹

為
阿
衡
、
当
摂
政
也
、

▼
皿
周
成
王
幼
而
即
位
、
叔
父
周
公
日
一
摂
政
、
是
今
摂
政
之
義

也
、

ｊ
▼
膨
漢
昭
帝
〔
又
〕
幼
而
即
位
、
博
陸
侯
窪
光
奉
武
帝
遺
詔
摂

政
如
周
公
故
事
、

Ｊ
▼
睡
然
乃
以
周
公
旦
霊
光
為
濫
晦
是
也
、

Ｊ
▼
醐
関
白
者
、
漢
宣
帝
立
窪
光
猶
執
政
、
非
幼
主
之
故
、
霊
光

還
政
、
宣
帝
猶
重
其
人
、
令
関
〔
白
〕
万
機
、
関
白
之
号
自
此

而
始
、
云
々
、

Ｊ
▼
庇
本
朝
仲
哀
崩
、
皇
后
摂
政
、
平
三
韓
而
帰
筑
紫
誕
生
皇
子
、

々
々
在
襟
栂
皇
后
猶
摂
政
、
遂
臨
天
下
六
十
余
年
、
雛
同
正
帝

奉
称
摂
政
、

▼
、
〔
其
後
〕
推
古
天
皇
朝
、
皇
太
子
厩
戸
皇
子
〔
圏
隠
匝
〕
摂

Ｅ
ｌ

政
、

▼
画
斉
明
刃
‐
ヨ
御
宇
、
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
又
摂
政
、

▼
画
清
和
天
皇
幼
而
即
位
、
外
圃
忠
仁
公
奉
文
徳
遺
詔
而
摂
政
、

〔
来
〕

▼
刈
是
刺
訓
以
人
臣
為
摂
政
之
初
也
、
爾
降
彼
一
門
為
執
柄

に

之
臣
也
、

１ｍ
関
白
陽
成
天
皇
元
慶
四
年
十
一
月
八
日
詔
右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
基
経
昭
宣
公
始
為

に 貞
観
八
年
八
月
十
九
日
始
蒙
摂
政
宣
下
去
犬
安
↓
一
年
十
一
月
七
Ｈ
始
行
内
外
勝
事

▼
、
是
以
人
臣
（
為
）
摂
政
之
初
也
、
爾
降
彼
一
門
為
執
柄
之
臣
、

▼
画
斉
明
御
宇
、
皇
太
子
中
大
兄

▼
回
清
和
天
皇
幼
而
即
位
、
外
圓

摂
政
、

▼
函
本
朝
仲
哀
天
皇
崩
、
後
皇
后
摂
政
、
平
一
一
一
韓
而
帰
筑
紫
誕
生
皇
子
、
々
々
在
櫛
栂
皇

后
猶
摂
政
、
遂
臨
天
下
六
十
余
年
、
難
同
正
帝
奉
称
摂
政

画
倶
‐
隆
履
中
天
皇
二
年
以
平
群
竹
宿
祢
為
摂
政

▼
切
推
古
天
皇
朝
、
皇
太
子
厩
戸
皇
子
固
唾
Ｅ
摂
政
、

Ｅ
▼
画
漢
昭
帝
又
幼
而
即
位
、
博
陸
侯
窪
光
奉
武
帝
遺
詔
摂
政
如
周
公
故
事
、

▼
画
然
乃
以
周
公
日
一
窪
光
為
濫
晦
（
也
）
、

▼
回
関
白
者
、
漢
宣
帝
云
霊
光
猶
執
政
、
非
幼
主
之
故
、
窪
光
還
政
、
宣
帝
猶
重
其
人
、

令
関
白
万
機
、
関
白
之
号
自
此
而
始
云
々
、

阿
ハ
伊
也
衡
ハ
平
也

▼
函
圃
凹
、
異
朝
唐
尭
時
、
挙
舜
為
摂
政
、
殿
湯
以
伊
尹
為
阿
衡

▼
回
周
成
王
幼
而
即
位
、
叔
父
周
公
日
一
摂
政

皇
太
子
中
大
兄
皇
子
又
摂
政
、

太
政
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
良
房
忠
仁
公
奉
文
徳
遺
詔
而
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②
其
職
掌
、
与
右
大
臣
以
上
参
議
天
下
事
、
云
々
、

然
者
大
臣
不
候
之
間
、
奏
行
与
大
臣
同
、
故
云
亜

相
之
官
也
、

③
▼
四
異
朝
上
古
少
師
少
傅
少
保
、
是
云
三
孤
、
又
▼
回
異
朝
上
古
少
師
少
傅
少
保
、
是
云
三
孤
又
云

云
三
少
、
是
三
公
之
弐
也
、
故
云
亜
相
、
漢
以
来
三
少
是
三
公
之
弐
也
、
叫
削
制
故
云
亜
相
、
漢
以

為
御
史
大
夫
者
、
回
転
丞
相
、
依
之
有
亜
相
之
号
、
来
為
御
史
大
夫
者
、
圃
転
丞
相
、
依
之
有
亜
相
之

■
■
巻
二
十
第
舟
六
手
習
■
■
距
【
世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す
】

〔
真
本
鰍
ナ
シ
〕

◆
四
左
大
臣
一
上
を
一
の
所
と
い
ふ
嗽
或
（
又
）
一
の
人
と
も
い
ふ
な
り
（
↓
職
、
左
大

臣
条
）

〔
真
本
管
家
一
座
故
〕

▼
皿
又
執
柄
、
蒙
一
座
宣
旨
、
故
称
一
人
又
謂
一
所

関
白
元
摂
政
是
又
関
白
之
元
始
也

画
昔
景
行
天
皇
五
十
一
年
八
月
以
武
内
宿
祢
為
棟
梁
臣
熊
摂
政
い
げ

Ｅ函
履
中
天
皇
二
年
始
置
執
事
四
人
執
政
顛
敵

”
誉
田
天
皇
代
平
群
木
莵
宿
祢
為
摂
政
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饗
２
「
十
人
」
…
…
諸
本
異
同
な
し
。
『
公
卿
補
任
』
『
官
職
秘
抄
」
は
七
人
と
す
る
。

⑦⑥ ⑤④

然
而
御
史
職
当
今
弾
正
、
其
義
雨
刷
圀
称
徳
御
囮
、

暫
改
大
納
言
号
為
御
史
大
夫
、
是
故
大
納
言
、
唐

名
闘
御
史
大
夫
、
不
叶
旧
式
者
也

▼
団
令
正
員
四
人
也
、

▼
固
▼
四
寛
平
側
和
判
為
正
一
一
人
権
一
人
其
后
権
官

加
増
、

▼
回
▼
即
高
倉
御
宇
、
初
為
十
人
轡
２
、

先
朝
御
時
被
定
六
人
、
凡
当
官
〔
者
〕
、
人
臣
之

重
職
也
、
可
昇
大
臣
之
人
任
之
、
而
光
頼
卿
以
来
、

為
大
夫
輩
又
任
之
、
而
至
今
為
重
寄
、

号
而
御
史
之
職
相
当
今
之
弾
正
、
其
義
關
鬮
園
剛
、

称
徳
天
皇
御
團
、
暫
改
大
納
言
為
御
史
大
夫
、
是

故
大
納
言
、
唐
名
閥
御
史
大
夫
、
不
叶
旧
式
者
也
、

▼
四
令
云
正
員
四
人

▼
画
寛
平
為
正
二
人
権
一
人
其
後
権
官
加
増
、

▼
回
高
倉
院
御
宇
、
初
為
十
人

知
天
武
天
皇
元
年
改
御
史
大
夫
千
時
三
人
為
大
納

Ｅ
一
二
ロ

ゴ幽
淳
和
天
皇
天
長
五
年
三
月
八
日
以
夏
野
始
任
権

大
納
言

Ｊ脚
永
観
元
年
八
月
始
置
四
人

訓画
長
和
二
年
六
月
又
置
五
人
藤
原
頼
通
加
任

Ｊ唾
又
慶
雲
二
年
四
月
十
七
日
勅
日
依
官
員
令
大

納
言
四
人
職
掌
既
比
大
臣
官
位
中
納
言
三
人
以
補

大
納
言
不
足
同
日
勅
大
納
言
二
員
為
定
更
置
中
納

言
三
人
以
補
大
納
言
不
足
也
価
至
干
中
納
言
者
是

令
外
也
公
卿
正
員
者
太
政
大
臣
左
右
大
臣
各

▼
四
寛
平
為
正
二
人
其
後
権
官
加
増
、

▼
即
高
倉
御
宇
、
初
為
十
人

－207－



旧
力
α
大
紳
一
壱
と
左
る
へ
し
相
寺

つ
す
権
大
納
言
の
員
数
に
猶
加

（
※
職
原
抄
記
載
に
複
数
の
関

回
所
。
総
記
の
体
裁
を
採
っ
た
罰

熾
原
沙
の
内
容
を
ま
と
め
て
記

閥
為
正
員
代
々
時
に
．

】
増
減
事
見
端
例
光
源

雪
る
也
而
一
母
人
へ
目
一

－208－
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【
中
納
言
の
条
】

中
納
言
令
外
官
也
、
椎
宵
古
来
有
‐
之
、
店
名
納
一
扉
両
・
脆
作
・
歯
Ⅲ
、

◆
固
持
統
天
皇
閃
團
、
始
置
岡
圓
、
其
後
罷
之
、

１
×
肺
大
宝
二
年
、
定
官
位
令
日
無
此
官
、
佃
為
令
外
鰍
、

Ｊ
×
、
但
慶
雲
四
年
又
置
し
之
、
相
当
三
位
也
、

四
位
参
議
任
之
時
、
執
筆
人
即
書
従
三
位
之
、
人
数
〔
近
代
〕

為
十
人
、
先
朝
被
定
八
人
、

其
後
又
不
同
、
凡
任
当
官
者
、
参
議
労
廿
年
以
上
、
検
非
違
使

別
当
・
大
弁
宰
相
・
摂
政
関
白
子
為
二
位
・
三
位
中
将
者
、
近

代
大
臣
息
、
三
位
中
将
等
直
任
、
非
旧
義
者
也
、
納
言
以
上
、
殊
可
撰
其
人
之

官
也
、

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
肥
【
宰
相
中
将
権
中
納
言
に
な
り
給
】

劃

◆
砧
持
統
天
皇
阿
酎
国
、

始
置
岡
剛
凹
同
閲
周
例
馴
凶
、

Ｊ
×
肺
大
宝
元
年
止
之
、
為
散
位

×
、
慶
雲
二
年
四
月
以
粟
田
真
人
高
向
朝
臣
麿
阿
部
宿
祢
麿
更
為
中
納
言

Ｊ

被
鰍
〔
真
本
殿
ナ
シ
〕

沼
天
平
勝
宝
八
年
以
藤
原
永
平
始
為
権
中
納
言
此
殿
後
員
数
定

ＥＪ刃
長
和
四
年
二
月
始
置
八
人
源
経
房
加
任
権
中
納
言

Ｅ
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静
３
即

①354 ②①’7’

韓
Ｊ

▼
陣
大
蔵
省
刺
制
制
割
、

▼
囲
周
礼
地
官
、
回
部
之
属
歎
、
本
朝
別
置
当
省
、
不
叶
異
朝

（
功
）

之
准
拠
者
也
、
此
省
掌
諸
国
租
税
、
諸
公
事
之
時
、
成
〔
切
〕

下
文
令
支
配
田
国
々
美
、

【
蔵
人
所
の
条
】

Ｊ
▼
四
蔵
人
所

【
大
蔵
省
の
条
】

甘
本
・
中
本
は
郎
を
入
れ
る
。
「
尚
書
」
だ
け
で
弁
官
の
唐
名
な
の
で
郎
は
不
要
。
或
い
は
「
即
」
が
も
と
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

▼
四
蔵
人
所

▼
函
大
蔵
省

▼
國
周
礼
地
官
、
園
部
之
属
歎
、
本
朝
別
置
当
省
、
不
叶
異
朝
之
准
拠
者
歎
、
此
省
掌
諸

キ
リ
ク
タ
セ
ル

国
租
税
、
諸
公
事
之
時
、
成
切
下
文
令
支
配
田
国
々
闇
凹
、
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■■■■■■■■

419

－

一
睡
一
一
曲

’

■■■■■■■■■

◆
四
宝
亀
十
一
年
、

｜

’

■■■■■■■■ l■■■■■■■■■■■■■■
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【
（
諸
国
・
太
宰
府
）
大
弐
の
条
】

大
弐
熊
樅
宿
、
州
当
従
四
位
下
、
府
名
都
督
人
卿
、

近
代
例
、
多
以
参
議
散
二
三
位
等
任
〔
之
〕
非
参
議
四
位
、
又

有
其
例
、

Ｊ
▽
い
有
権
帥
者
不
任
大
弐
、
任
大
弐
者
不
任
権
帥
、

（
而
）

雛
無
其
謂
、
〔
已
〕
為
流
例
、
多
是
以
名
家
人
任
之
、

【
（
諸
国
・
太
宰
府
）
権
帥
の
条
】

権
帥

納
言
已
上
、
滞
前
官
、
任
之
、
中
古
以
来
例
、
於
正
帥
者
擬
親
王

官
、
承
府
務
人
任
権
也
、
或
又
任
正
、
依
時
宜
歎
、

▼
四
為
大
臣
之
人
、
左
遷
之
囿
任
権
帥
、
〔
然
〕
而
不
可
知
府

務
也
、

凡
於
帥
者
、
令
条
所
定
也
、
已
為
高
官
、
価
重
其
仁
、
雌
花
族

又
任
之
、

■
■
巻
第
六
第
九
須
磨
■
■
、
【
御
あ
り
さ
ま
か
ち
る
に
そ
ち
よ
り
は
し
め
】

[43］

式
部
物
部
宇
麻
男

文
武
天
皇
大
宝
二
年
八
月
十
六
日
以
大
納
言
正
三
位
石
上
麿
兼
任
大
宰
帥
是
始
也

Ｊ
▽
即
さ
き
に
は
大
弐
と
い
ひ
い
ま
は
帥
と
い
へ
り
如
何
正
帥
は
擬
親
王
官
価
承
府
務
之
人
任

権
但
有
権
帥
者
不
任
大
弐
任
大
弐
之
問
不
任
権
帥
流
例
也
今
大
弐
知
府
務
之
故
擬
以
云

帥
鰍

■
■
巻
第
六
第
九
須
磨
■
■
的
【
こ
の
ち
く
せ
ん
の
か
み
そ
ま
い
れ
る
】

（
▽
皿
筑
前
守
、
雛
為
都
督
所
帯
守
以
下
官
如
例
、
）
↓
職
姻
参
照

１い
栄
花
物
語
帥
殿
つ
く
し
に
お
は
し
つ
き
た
る
に
そ
の
お
り
の
大
弐
有
国
朝
臣
な
り
か
く
と

き
団
て
御
ま
う
け
い
み
し
う
つ
か
う
ま
つ
り
わ
か
子
の
広
業
し
て
き
こ
ゆ
る
京
の
事
お
ほ
つ

か
な
く
お
と
る
き
な
か
ら
ま
い
る
へ
く
侍
る
に
九
国
の
守
に
て
さ
す
か
に
お
も
ひ
の
ま
図
に

も
ま
い
ら
ぬ
よ
し
申
さ
せ
た
り

Ｊ
▼
陸
大
臣
、
左
遷
之
回
任
権
帥
、
然
而
不
可
知
府
務
、
価
大
弐
知
府
務
也
‐
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②
筑
後
大
、

日
向
中
、

③
謂
之
九
国

①
｜
▼
皿
筑
前
囚
錐
為
都
督
所
帯
守
以
下
官
如
例

肥
前
大
、
／
上
、
肥
後
大
、
豊
前
ｋ
、
豊
後
ｔ
、

大
隅
巾
、
薩
摩
巾
、

咽
栄
花
物
語
帥
殿
つ
く
し
に
お
は
し
つ
き
た
る
に
そ
の
お
り
の
大
弐
有
国
朝
臣
な
り
か
く
と

Ｅき
狂
て
御
ま
う
け
い
み
し
う
つ
か
う
ま
つ
り
わ
か
子
の
広
業
し
て
き
こ
ゆ
る
京
の
事
お
ほ
つ

か
な
く
お
と
る
き
な
か
ら
ま
い
る
へ
く
侍
る
に
九
国
の
守
に
て
さ
す
か
に
お
も
ひ
の
ま
Ｌ
に

も
ま
い
ら
ぬ
よ
し
申
さ
せ
た
り

（
▽
図
大
臣
、
左
遷
之
日
任
権
帥
、
然
而
不
可
知
府
務
、
価
大
弐
知
府
務
也
）
↓
職
州

▼
皿
筑
前
囹
、
雛
為
都
督
所
帯
守
以
下
官
如
例
、
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■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
四
↓
職
ｕ

【
ち
蚤
の
大
納
言
】

人
止

、
天
武
天
皇
元
年
改
御
史
大
夫
蘇
我
果
安
巨
勢
比
登
臣
紀
大
人
臣
已
上
三
ｍ
大
人
ｌ
《
兼
》
《
無
》
大
夫

人
始
任
大
納
言
天
長
五
年
三
月
八
日
夏
野
始
任
権
大
納
言

▼
図
異
朝
上
古
少
師
少
傅
少
保
、
是
云
三
孤
又
云
二
一
少
是
三
公
之
弐
也
、
助
也

副
也
故
云
亜
相
、
漢
以
来
為
御
史
大
夫
者
、
時
転
丞
相
、
依
之
有
亜
相
之
号
切
：
少
是
三
公
之
ｌ
《
無
》
一
一
歩
↓
二
公
之
函
暫
改
ｌ
《
兼
》
暫
雛

而
御
史
之
職
相
当
今
之
弾
正
、
其
義
参
差
鰍
、
称
徳
天
皇
御
宇
、
暫
改
大
納

言
為
御
史
大
夫
、
是
故
大
納
言
、
唐
名
称
御
史
大
夫
、
不
叶
旧
式
者
也
、

▼
四
令
云
正
員
四
人
回
令
云
ｌ
《
兼
》
令
日

▼
四
州
当
従
一
・
位
、

▼
回
寛
平
為
正
二
人
権
一
人
其
後
権
官
加
増
、

順
徳
殿

▼
四
局
倉
院
御
宇
、
初
為
十
人
四
局
倉
院
ｌ
《
兼
》
高
倉
院

※
詳
細
表
〔
資
料
二
〕
『
河
海
抄
』
校
異
（
順
序
を
『
河
海
抄
』
の
記
載
順
に
改
め
て
あ
る
）

綴
ｌ
職
恥
當
ｌ
当
亜
太
ｌ
意
に
よ
っ
て
「
大
」
に
改
め
た
も
の
も
あ
る
“
勅
ｌ
勅
叩
傳
ｌ
伝
叩
餘
１
余

《
兼
》
天
理
善
本
叢
書
収
載
伝
一
条
兼
良
写
本

《
不
》
《
真
》
《
菅
》
は
、
角
川
書
店
版
の
異
本
校
異
に
従
う
。

《
無
》
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
蔵
本
全
五
冊
（
力
一
一
○
五
七
’
一
～
五
）

奥
書
（
第
五
冊
末
尾
）

写
本
之
奥
書
云

寛令之此

永ハ本河
十 二 願 海
八許抄
辛借全
巳令部

仲孟写冊拾

祢雫:壼喜

鑿榊霊
庵豊功鴎

耳闘柵
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▼
皿
仲
哀
朝
又
以
大
伴
武
持
号
大
連
、
大
臣
大
連
相
並
知
政
事
、

に
▼
皿
皇
極
天
皇
四
年
乙
巳
、
始
置
左
右
大
臣
止
大
連

に
獅
鰹
峅
揃
族
雌
綾
炊
伽
糾
元
年
六
月
以
阿
倍
倉
橋
丸
為
左
大
臣

蘇
我
山
田
石
川
麿
為
右
大
臣
以
大
織
冠
中
臣
鎌
子
連
為
内
臣

▽
回
太
政
大
臣
左
右
大
臣

Ｅ
▼
咽
謂
之
三
公

に
▼
、
異
朝
三
公
、
皆
則
閾
官
也
、
為
師
傅
保
職
、
棟
梁
干
諸
官
、
塩
梅
干

に

帝
道
者
也
、

皿
師
以
道
伽
敬
舸
之
帥
傅
以
義
而
紀
調
之
傅
保
能
守
道
謂
之
保

Ｅ▼
皿
秦
漢
以
来
、
有
相
国
左
右
丞
相
之
号
、
已
知
庶
政
異
千
古
三
公
也
、

吾
寺
公
三
公
〕

三
台
者
、
象
天
之
三
台
星
也
、

ナ
ッ
ク
ル

▼
四
二
槐
者
、
周
世
外
朝
植
三
塊
、
三
公
班
列
其
下
槐
者
懐
也
、
懐

遠
人
之
義
也
、
我
朝
天
孫
天
降
給
時
、
天
児
屋
根
命
中
臣
氏
初
、
天
太
玉
命
斎

■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
”
↓
職
哩

【
右
大
臣
の
女
御
は
よ
せ
を
も
く
】

、
寄
重
縁
日
本
紀

閲
読
徳
天
皇
二
年
三
月
申
食
国
政
大
夫
出
雲
色
命
為
大
臣
見
旧
事
本
紀
是
大
臣
始
鰍

回
崇
神
天
皇
廿
三
年
秋
八
月
丙
申
朔
丁
巳
大
臣
大
新
河
命
即
改
大
臣
号
日

大
連
同

▼
皿
景
行
天
皇
御
宇
、
初
以
武
内
宿
祢
為
棟
梁
臣

Ｅ
▼
皿
成
務
天
皇
三
年
正
月
孝
元
天
皇
後
式
緒
心
命
子
以
武
内
宿
祢
改
立
大

癸
酉
朔
己
卯

臣

１
ヨ
ナ
ッ
ク
ル

函
懐
ｌ
《
兼
》
懐
”
天
降
ｌ
《
無
》
天
降

此
字
校
本
一
一
熊

皿
紀
謂
之
傅
保
能
守
道
ｌ
《
兼
》
紀
綱
之
傅
保
能
道

Ｅ皿
三
台
者
ｌ
《
真
》
三
公
者

Ｅ

校
本
二
人
ノ
字
無

皿
蘇
我
ｌ
《
無
》
以
蘇
我
唖
内
臣
ｌ
《
兼
》
内
大
臣
《
無
》
内
大
臣

※
【
職
】
は
「
内
臣
」

、
孝
元
天
皇
後
式
緒
心
命
子
武
内
宿
祢
改
ｌ
《
兼
》
癸
酉
朔
己
卯

乳
奏
着
勤
罵
駕
心
命
子

以
武
内
宿
祢
改
《
無
》
癸
酉
朔
己
卯
孝
元
天
皇
後
式
緒
心
命
子
以
武
内
宿
祢
改

ヨ
セ

、
縁
ｌ
《
兼
》
《
無
》
縁
平
紀
ｌ
《
無
》
記

四
政
大
夫
ｌ
《
兼
》
改
大
夫
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▼
四
五
位
中
又
撰
補
三
人
、
六
位
中
又
撰
補
四
人
、
近
代
八
人
、
謂
之
職
事
、

Ｊ
▼
唾
又
為
要
籍
駈
仕
、
六
位
中
撰
良
家
子
令
候
殿
上
、
謂
之
非
蔵
人

０
０
０
０
０
１
０
０
９
１
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
１
０
１
０
０
６
０
１
０
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
０
０
１
Ｉ
Ｏ
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
９
０
０
０
０
０
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
０
０
０
０
０
９

■
■
巻
三
第
三
若
紫
■
■
証
↓
（
×
職
、
）

【
く
ら
人
よ
り
こ
と
し
か
う
ふ
り
え
た
る
な
り
け
り
】

×
函
推
古
天
皇
十
一
年
十
二
月
戊
辰
朔
壬
申
始
制
二
冠
位
十
三
階
一
各
有

イ
几

し
差
十
二
年
春
正
月
戊
戌
朔
始
制
二
冠
位
於
諸
臣
一
各
有
し
差
足
叙
位
始
也
是

故
比
二
准
八
義
一
宜
レ
制
二
爵
位
一
其
孝
者
天
也
紫
冠
為
し
一
忠
者
日
也
錦

冠
為
レ
ニ
仁
者
月
也
繍
冠
為
し
三
悌
音
星
也
纏
冠
為
し
四
義
者
辰
也
緋
冠
為

し
五
礼
者
聖
也
深
縁
為
し
六
智
者
賢
也
浅
緑
為
し
七
信
者
神
也
深
纏
為
し
八

祇
者
祇
也
浅
纏
為
し
九
其
地
者
母
也
因
レ
号
立
レ
身
黄
冠
為
し
十
自
今
以
後

永
為
二
恒
式
一

以
上
先
代
旧
事
本
紀

本
紀
イ

団
か
う
ふ
り
給
と
は
爵
を
賜
也
五
位
よ
り
爵
位
ノ
初
也
是
二
み
え
た
り
凡
一

位
よ
り
初
位
ま
て
合
て
九
の
品
あ
り
其
中
正
従
上
下
を
分
は
三
十
階
也
五
位

以
上
は
勅
受
ト
テ
君
よ
り
さ
つ
け
ら
る
私
位
な
り
六
位
七
位
は
奏
受
ト
テ
大

臣
以
下
相
は
か
ら
ひ
て
奏
聞
す
る
也
八
位
初
位
は
判
受
と
て
奏
聞
ま
て
も
な

く
て
大
臣
以
下
相
計
也
初
て
五
位
に
叙
す
る
を
叙
爵
と
も
冠
給
と
も
い
ふ
也

惣
は
三
十
階
の
名
に
わ
た
れ
と
も
是
は
初
た
る
所
を
い
ふ
也
就
中
昔
は
絹
笠
ト

サ
ン

い
ふ
物
を
冠
二
す
品
に
し
た
か
ひ
て
色
々
の
杉
あ
り
大
織
冠
な
と
は
其
時
の
正

ｃ
つ
つ
む
－
し

一
位
に
あ
た
る
也
其
後
一
二
位
二
位
と
い
ふ
事
は
出
来
る
也
又
今
の
漆
ぬ
り

の
冠
を
着
す
る
事
は
浄
御
原
天
皇
御
代
よ
り
は
し
ま
る
也

■
■
巻
五
第
七
賢
木
■
■
妬
↓
（
×
職
巴

【
は
し
や
う
に
た
て
つ
Ｅ
け
た
る
い
た
し
車
と
も
の
】

１

回
唾
イ
ー

諏
是
ｌ
《
真
》
《
兼
》
本
紀
、
《
無
》
本
紀
《
位
な
り
ｌ
《
無
》
位
也
《
い
ふ
也

に惣
ｌ
《
無
》
云
也
惣
邸
初
た
る
所
を
い
ふ
也
ｌ
《
兼
》
初
た
る
所
を
云
也
恥
い
ふ

也
就
ｌ
《
無
》
云
也
就
“
絹
笠
～
し
た
か
ひ
て
ｌ
《
無
》
右
傍
記
「
裏
書
云
櫻
ノ

様
ナ
ル
物
力
今
ノ
代
ニ
ナ
シ
ャ
杉
ナ
ト
ニ
常
一
一
絹
笠
マ
イ
ラ
ス
ト
云
是
力
可
尋
号
い

ふ
物
を
ｌ
《
無
》
云
物
を
”
い
ふ
事
は
出
来
る
也
ｌ
《
兼
》
い
ふ
事
は
出
来
也
《
無
》

云
事
は
出
来
る
也
必
事
は
浄
ｌ
《
無
》
泰
浄

イ
尤

函
《
無
》
こ
の
項
の
前
に
「
巡
給
心
也
」
あ
り
恥
冠
位
ｌ
《
兼
》
冠
位

函
駈
仕
ｌ
《
無
》
駈
任

０
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｏ
０
Ｉ
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
０
０
０
０
０
１
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
９
１
０
ｌ
Ｏ
０
０
０
０
０
ｌ
ｌ
０
０
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
Ｉ
０
０
０
Ｉ
０
ｌ

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
１
１
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
１
１
０
０
０
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
９
０
０
Ｉ
Ｏ
Ｉ
０
０
０
１
０
０
１
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部
氏
祖
、
奉
天
照
大
神
勅
為
左
右
之
扶
翼
、
如
今
之
左
右
相
嗽
、

▼
皿
神
武
天
皇
東
征
之
後
、
天
下
一
統
、
二
神
之
孫
、
天
種
子
命
天
富
命
、

又
為
左
右
、
上
古
無
大
臣
号
、
喚
執
政
之
人
称
食
国
政
申
大
夫
以
上
親
房
卿
記

■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
蝿
↓
職
犯

【
右
大
弁
】

Ｊ

ヲ

嘩
元
明
天
皇
和
銅
五
年
十
一
月
辛
巳
加
左
右
弁
官
史
生
各
六
人
通
前
十
六

イ
０
ン
ニ

員▼
囲
尚
害
者
、
管
轄
之
任
、
権
衡
之
職
也
、
上
象
七
星
七
弁
也
故
也
、

▼
函
漢
朝
尚
書
郎
親
近
之
官
也
、
価
口
含
鶏
舌
香
手
握
蘭
、
故
云
握
蘭
之

職
也
、

■
■
巻
一
第
一
桐
壺
■
■
蝿
↓
職
ｍ
・
職
錘
曲
以
降
）

【
大
蔵
卿
蔵
人
つ
か
う
ま
つ
る
】

▼
函
大
蔵
省

▼
國
周
礼
地
官
、
吏
部
之
属
鰍
、
本
朝
別
置
当
省
、
不
叶
異
朝
之
准
拠
者

キ
リ
ク
タ
セ
ル

嗽
、
此
省
掌
諸
国
租
税
、
諸
公
事
之
時
、
成
切
下
文
令
支
配
Ｉ
国
々
者

也
、

▼
函
蔵
人
所

Ｊ
▼
四
嵯
峨
天
皇
御
宇
、
弘
仁
年
中
始
置
之
、
摸
異
朝
侍
中
内
侍
等
職
鰍
、

彼
侍
中
尤
為
重
任
、

▼
皿
内
侍
者
官
者
之
任
也
、

▼
皿
本
朝
、
弘
仁
以
往
、
少
納
言
及
侍
従
為
近
習
宣
伝
之
職
、

▼
函
而
弘
仁
初
置
当
所
以
公
卿
第
一
人
為
別
当
左
大
臣
流
例
也
、

▼
画
四
位
侍
臣
中
、
撰
其
人
為
頭
、
上
古
五
位
頭
有
例

Ｊ配
侍
臣
：
．
…
【
職
】
関
東
系
「
侍
従
」

Ｊ卸
官
者
ｌ
《
兼
》
苣
省
…
：
．
【
職
】
苣
者

『
Ｊ
キ
リ
ク
タ
セ
ル
キ
リ

画
切
下
ｌ
《
兼
》
功
下
叩
《
無
》
切
下

下
」
”
配
－
国
ｌ
《
兼
》
配
国

Ｊ四
之
任
ｌ
《
兼
》
《
無
》
之
仁
函
七
弁
也
Ｉ
《
無
》
七
弁
之
故
也

Ｊ

イ
ン
二

四
弁
官
ｌ
《
兼
》
弁
平
員
ｌ
《
兼
》
《
無
》
員

、
以
上
親
房
卿
記
ｌ
《
兼
》
（
ナ
、
ご

ＥＩ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
０
０
１
０
１
０
１
１
０
ｌ
Ｉ
１
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｏ
０
１
１
１
１
１
０
９
１
０
１
１
１
１
１
１
１
１
０
０
１
０
１
１
１
１
０
１
０
１
１
１
０
１
１
１
０
０
０
０
１
０
１
０
１
０
１
０
０
１
９
０
１
１
１
１
１
０
０
０
１
１
１
１
０
０

戸

職
一

関
東
系
（
梅
真
）
「
功
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■
■
巻
六
第
十
明
石
■
■
万
↓
職
叫

【
も
と
の
御
位
あ
ら
た
ま
り
て
か
す
よ
り
ほ
か
の
権
大
納
言
に
な
り
給
】

▽
函
大
納
言
正
員
令
四
人
相
当
従
三
位

▼
四
寛
平
為
正
二
人
其
後
権
官
加
増
、

１×
詔
八
省
中
務
式
部
治
部
民
部
兵
部
刑
部
大
蔵
宮
内

に
省
也

×
四
孝
徳
天
皇
大
化
四
年
二
月
始
置
之

■
■
巻
第
六
第
九
須
磨
■
■
ぬ
↓
職
蝿
的
）
・
職
心
的
）

【
こ
の
ち
く
せ
ん
の
か
み
そ
ま
い
れ
る
】

Ｊ
▽
即
筑
前
守
、
雛
為
都
督
所
帯
守
以
下
官
如
例
、

四
栄
花
物
語
帥
殿
つ
く
し
に
お
は
し
つ
き
た
る
に
そ
の
お
り
の
大
弐
有
国
朝

臣
な
り
か
く
と
き
蚤
て
御
ま
う
け
い
み
し
う
つ
か
う
ま
つ
り
わ
か
子
の
広
業
し

て
き
こ
ゆ
る
京
の
事
お
ほ
つ
か
な
く
お
と
る
き
な
か
ら
ま
い
る
へ
く
侍
る
に
九

国
の
守
に
て
さ
す
か
に
お
も
ひ
の
ま
Ｅ
に
も
ま
い
ら
ぬ
よ
し
申
さ
せ
た
り

Ｊ
▽
唖
大
臣
、
左
遷
之
日
任
権
帥
、
然
而
不
可
知
府
務
、
例
大
弐
知
府
務
也

■
■
巻
第
六
第
九
須
磨
■
■
、
↓
職
岻

【
御
あ
り
さ
ま
か
ち
る
に
そ
ち
よ
り
は
し
め
】

式
部
物
部
宇
麻
労

四
文
武
天
皇
大
宝
二
年
八
月
十
六
日
以
大
納
言
正
三
位
石
上
麿
兼
任

大
宰
帥
是
始
也

。
▽
い
さ
き
に
は
大
弐
と
い
ひ
い
ま
は
帥
と
い
へ
り
如
何
正
帥
は
擬
親
王
官
価

承
府
務
之
人
任
権
但
有
権
帥
者
不
任
大
弐
任
大
弐
之
間
不
任
権
帥
流
例
也

今
大
弐
知
府
務
之
故
擬
以
云
帥
歎

四
納
言
正
員
令
四
ｌ
《
兼
》
納
言
三
《
人
正
員
令
三
云
四
《
無
》
納
言
令
云
四

唖
一
人
其
後
権
官
加
増
ｌ
《
兼
》
二
人
権
一
人
《
無
》
二
人
権
一
人
其
後
権

１

式
部
物
部
宇
麻
男

囿
《
無
》
伝
の
次
に
あ
り
。
頭
注
校
異
〔
文
武
１
校
本
云
文
武
〕
盲
石
上
麿

雛
波
棚
衛
部
物
部
宇
麿
男

ｌ
《
兼
》
石
上
麿

Ｊ

即
《
無
》
（
即
の
前
に
あ
り
。
頭
注
部
校
異
〔
い
ひ
い
ま
ｌ
云
今
亜
〕
）
”
さ
き
ｌ

《
兼
》
以
前
叩
い
ひ
ｌ
《
無
》
あ
る
に
叩
正
帥
～
帥
歎
ｌ
《
無
》
蔵
大
弐
帥
に
か

は
り
て
宰
府
の
政
を
す
れ
は
か
く
い
ふ
鰍
帥
代
也
亜
い
ま
は
ｌ
《
兼
》
今
は
皿
《
兼
》

１

（
こ
の
次
に
唖
あ
り
言
間
不
任
ｌ
《
無
》
日
不
任

ｊ

四
《
兼
》
（
い
の
次
に
あ
り
）
《
無
》
（
補
入
）

’
’
１
０
０
０
０
０
１
０
０
０
１
１
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
８
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
１
１
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
９
０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
０
１
１
１
１
０
１

１四
《
無
》
（
補
入
）

１

ル

虹
ま
つ
り
わ
か
’
《
無
》
ま
つ
り
我
《
き
こ
ゆ
る
ｌ
《
真
》
《
兼
》
き
こ
ゆ
《
無
》

に聞
ゆ
る
叩
お
も
ひ
の
ｌ
《
兼
》
思
ひ
の

図
宮
内
省
也
ｌ
《
兼
》
宮
内
也
”
刑
部
ｌ
《
無
》
形
部

１
０
１
０
０
０
１
０
０
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｏ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
０
１
０
０
０
Ｉ
０
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
１
０
１
ｌ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
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▼
即
高
倉
御
宇
、
初
為
十
人

四
天
武
天
皇
元
年
改
御
史
大
夫
干
時
三
人
為
大
納
言

Ｊ伽
淳
和
天
皇
天
長
五
年
三
月
八
日
以
夏
野
始
任
権
大
納
言

Ｊ画
永
観
元
年
八
月
始
置
四
人

Ｊ画
長
和
二
年
六
月
又
置
五
人
藤
原
頼
通
加
任

Ｊ哩
又
慶
雲
二
年
四
月
十
七
日
勅
日
依
官
員
令
大
納
言
四
人
職
掌
既
比
大

臣
官
位
中
納
言
三
人
以
補
大
納
言
不
足
同
日
勅
大
納
言
二
員
為
定
更
置
中
納

言
三
人
以
補
大
納
言
不
足
也
価
至
干
中
納
言
者
是
令
外
也
公
卿
正
員
者
太

政
大
臣
左
右
大
臣
各
一
人
大
納
言
二
人
中
納
言
三
人
参
議
八
人

合
十
六
人
寛
平
遺
鍼
詞
也

Ｊ画
公
卿
為
正
員
代
々
時
に
よ
り
て
加
増
す
る
也
且
大
納
言
増
減
事
見
端
価

光
源
氏
権
大
納
言
加
任
せ
ら
れ
け
る
也
而
毎
人
（
員
）
よ
り
ほ
か
の
大
納
言

さ
て
イ

を
権
大
納
言
と
心
え
た
る
無
念
事
也
そ
れ
は
か
す
よ
り
ほ
か
の
大
納
言
と
あ
る

へ
し
権
大
納
言
と
か
く
へ
か
ら
す
権
大
納
言
の
員
数
に
猶
加
任
せ
ら
れ
た
る
也

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
、
↓
職
皿

【
源
氏
の
大
納
言
内
大
臣
に
な
り
給
ぬ
か
す
さ
た
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
な
か
り
け
れ
は
く

は
私
り
給
な
り
け
り
】

Ｊ剥
内
大
臣

Ｅ▼
画
天
智
天
皇
八
年
十
月
十
五
日
以
内
大
臣
大
織
冠
藤
原
朝
臣
鎌
子
始
任

内
大
臣
、
此
時
位
在
左
右
大
臣
上
、
去
孝
徳
犬
皇
元
年
鎌
子
始
任
内
人
臣
其
時
艇
人
字
其
後

此
官
久
絶
、

Ｊ
▼
唾
光
仁
御
宇
、
藤
原
良
継
魚
名
等
任
之
、
初
次
左
右
大
臣
之
下
、
令
外

之
官
也
、

１睡
光
仁
ｌ
《
兼
》
《
無
》
至
光
仁

足

画
鎌
子
ｌ
《
無
》
鎌
子
去
孝
徳
ｌ
《
真
》
不
徳
《
任
内
大
臣
ｌ
《
不
》
《
兼
》
《
無
》

任
内
臣
”

１回
為
正
員
代
々
ｌ
《
真
》
正
員
《
兼
》
乃
正
員
叩
毎
人
（
員
）
よ
り
ほ
か
の
大

納
言
を
権
大
納
言
と
心
え
た
る
無
念
事
也
そ
れ
は
ｌ
《
真
》
毎
人
よ
り
ほ
か
の
大

納
言
を
権
大
納
言
と
心
え
た
る
無
念
事
也
さ
ら
は
《
兼
》
毎
人
か
す
と
斗
心
得
た

る
に
は
よ
り
ほ
か
の
大
納
言
を
権
大
納
言
無
念
事
也
さ
ら
は
《
無
》
毎
人
か
す
よ

け
れ

り
ほ
か
の
大
納
言
を
権
大
納
言
と
心
え
た
る
無
念
之
事
也
さ
て
は
函
か
く
へ
か
ら

イ

す
Ｉ
《
兼
》
書
へ
か
ら
す

Ｊ睡
日
依
官
ｌ
《
無
》
日
官
一
大
臣
官
位
ｌ
《
兼
》
大
臣
位

Ｊ四
以
夏
野
ｌ
《
無
》
以
中
納
言
左
近
衛
大
将
清
原
夏
野

官
加
増
〔
回
に
同
じ
〕

皿
御
宇
ｌ
《
兼
》
御
幸
“
初
ｌ
《
無
》
初
テ
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１回
左
右
大
臣
關
な
き
に
よ
り
て
内
大
臣
に
な
り
給
け
る
也
、

Ｊ配
か
す
さ
た
ま
り
て
と
は
内
大
臣
は
令
外
の
官
な
れ
は
い
ふ
也
、

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
ｕ
↓
職
Ｅ

【
ち
し
の
お
と
世
摂
政
し
給
へ
き
よ
し
】

副
致
任
大
臣
執
政
東
三
条
〈
院
）
関
白
例
鰍
《
見
出
脚
注
》

Ｅ

阿
ハ
伊
也
衡
ハ
平
也

▼
皿
摂
政
、
異
朝
唐
尭
時
、
挙
舜
為
摂
政
、
般
湯
以
伊
尹
為
阿
衡

に１
▼
皿
周
成
王
幼
而
即
位
、
叔
父
周
公
旦
摂
政

ｊ
▼
匝
漢
昭
帝
又
幼
而
即
位
、
博
陸
侯
霞
光
奉
武
帝
遺
詔
摂
政
如
周
公
故
事
、

▼
画
然
乃
以
周
公
日
一
重
光
為
濫
鵤
（
也
）
、

▼
四
関
白
者
、
漢
宣
帝
云
電
光
猶
執
政
、
非
幼
主
之
故
、
室
光
還
政
、
宣

帝
猶
重
其
人
、
令
関
白
万
機
、
関
白
之
号
自
此
而
始
云
々
、

▼
回
本
朝
仲
哀
天
皇
崩
、
後
皇
后
摂
政
、
平
三
韓
而
帰
筑
紫
誕
生
皇
子
、

々
々
在
磁
襯
皇
后
猶
摂
政
、
遂
臨
天
下
六
十
余
年
、
雛
同
正
帝
奉
称
摂
政

画
其
後
履
中
天
皇
二
年
以
平
群
竹
宿
祢
為
摂
政

Ｊ
▼
肘
推
古
天
皇
朝
、
皇
太
子
厩
戸
皇
子
帝
峠
也
摂
政
、

副
▼
睡
斉
明
御
宇
、
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
又
摂
政
、

▼
画
清
和
天
皇
幼
而
即
位
、
外
舅
太
政
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
良
房
忠
仁
公

奉
文
徳
遺
詔
而
摂
政
、
貞
観
八
年
八
月
十
九
日
始
蒙
摂
政
宣
下
去
天
安
一
↓
年
卜
一

月
七
日
始
行
内
外
暦
事

▼
、
是
以
人
臣
（
為
）
摂
政
之
初
也
、
爾
降
彼
一
門
為
執
柄
之
臣
、

１ｍ
関
白
陽
成
天
皇
元
慶
四
年
十
一
月
八
日
詔
右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣

基
経
昭
宣
公
始
為
関
白
↓
關
政
是
又
関
白
之
元
始
也

画
昔
景
行
天
皇
五
十
一
年
八
月
以
武
内
宿
祢
為
棟
梁
臣
無
摂
政
号

に

１沌
昔
ｌ
《
兼
》
又

に ｍ
《
兼
》
（
ナ
シ
）

咽
是
又
’
《
無
》
是
亦

に 岡
《
兼
》
（
ナ
シ
）
卵
子
帝
娃
也
Ｉ
《
無
》
子
也
帝
姪

画
《
兼
》
（
ナ
シ
）

Ｊ的
外
暦
事
ｌ
《
兼
》
外
事
滴
和
帝
即
位
Ｈ

Ｅ 画
而
即
位
博
陸
侯
霞
ｌ
《
兼
》
而
位
博
陸
優
産
《
無
》

而
即
位
博
陸
鬘

画
濫
鵤
（
也
）
ｌ
《
兼
》
《
無
》
濫
鵤

咽
云
霞
光
ｌ
《
兼
》
鬘
光
《
関
白
之
号
ｌ
《
兼
》
関
白
号

回
皇
子
々
々
ｌ
《
兼
》
皇
子
云
々

[60］［59］

署謡
衡グミ

革兼
也一

饗
仕

阿．．

衡嘉
へ院

無関
一白

阿墓’

衡蕊
例三
敵条

。 。 関

白

、
な
り
給
ｌ
《
無
》
成
給

にＪ団
い
ふ
也
ｌ
《
兼
》
い
ふ
な
り
《
無
》
云
也

－
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Ｊ、
履
中
天
皇
二
年
始
置
執
事
四
人
執
政
類
敵

四
誉
田
天
皇
代
平
群
木
莵
宿
祢
為
摂
政

■
■
巻
七
第
十
一
澪
標
■
■
胆
↓
職
巧

【
宰
相
中
将
権
中
納
言
に
な
り
給
】

◆
面
持
統
天
皇
御
宇
、
始
置
中
納
言
藤
原
朝
道
、

Ｅ１
×
肺
大
宝
元
年
止
之
、
為
散
位

×
祠
慶
雲
二
年
四
月
以
粟
田
真
人
高
向
朝
臣
麿
阿
部
宿
祢
麿
更
為
中
納
一
言

Ｅ

Ｊ

被
鰍

、
天
平
勝
宝
八
年
四
月
以
藤
原
永
平
始
為
権
中
納
言
此
殿
後
員
数
定

Ｊ、
長
和
四
年
二
月
始
置
八
人
源
経
房
加
任
権
中
納
言

■
■
巻
十
第
十
七
玉
婁
■
■
巧
↓
職
唖

【
少
弐
に
ん
は
て
私
の
ほ
り
な
ん
と
す
る
に
】

少
弐
任
限
事

皿
仁
徳
天
皇
四
年
始
置
諸
国
史

Ｊ皿
仁
明
天
皇
承
和
元
年
七
月
勅
諸
国
守
介
云
以
四
年
可
為
限
、
但
陸
奥
出

羽
太
宰
府
是
云
官
国
始
自
筑
前
等
避
在
千
里
以
五
ヶ
年
可
為
任
限
也

Ｊ皿
天
平
十
五
年
十
月
辛
卯
始
置
鎮
西
府

Ｊ
◆
函
宝
字
二
年
九
月
丁
丑
始
始
以
百
廿
日
為
交
替
程
十
月
甲
子
国
司
以
四

年
為
任
限
伺
史

◆
四
宝
亀
十
一
年
、
八
月
庚
申
太
宰
府
任
限
増
為
五
年

■
■
巻
十
九
第
三
十
三
東
屋
■
■
３
↓
職
郵

【
か
み
の
こ
と
も
は
】

画
守
子
共
是
常
陸
介
也

▼
函
太
守
者
、
為
親
王
置
之
、
親
王
任
時
、
不
知
吏
務
、
価
以
介
為
守
、

乃
令
勘
吏
務
云
々
、

１豚
是
ｌ
《
兼
》
是
ハ

函
親
王
置
之
ｌ
《
無
》
親
王
諸
王
置
之

Ｊ
ｊ
Ｊ

髄
函
皿
ｌ
《
兼
》
守
ハ
親
王
諸
国
任
之
太
守
と
い
ふ
何
介
守
代
と
し
て
国
務
を
お
こ

少
弐
任
限
事
少
弐
任
限
事

皿
仁
徳
天
皇
四
年
始
置
諸
国
史
ｌ
《
兼
》
仁
徳
天
皇
四
年
始
置
諸
国
史

回
限
也
ｌ
《
兼
》
限
云
々

Ｊ
被
鰍

、
此
殿
Ｉ
《
真
》
《
兼
》
此
《
無
》
此
殿
此

Ｊｍ
権
中
ｌ
《
兼
》
中

朝
過

湖
中
納
言
藤
原
朝
道
ｌ
《
兼
》
中
納
言
厳
原
朝
庭
《
無
》
中
納
言
藤
原
朝
庭

にＩ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
Ｏ
０
０
０
０
０
６
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
１
０
０
１
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
０
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
０
１
０
０
０
０
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
０
１
０
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
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回
此
故
一
一
今
の
介
を
守
と
い
ふ
鰍
ゆ
へ
な
り

轌
託
篭
〆
“
Ｔ
》
ゞ

画
又
当
国
守
、
凡
人
任
時
止
大
字
只
守
に
任
す
る
例
も
あ
る
也
、

画
裏
書
云
常
陸
上
野
両
国
之
外
、
親
王
不
任
、
諸
王
ハ
宮
達
御
事
也

３
Ｊ

■
■
巻
二
十
第
舟
六
手
習
■
■
顕
↓
職
、
（
回
）
．
⑱
（
３Ｅ

【
世
中
の
一
の
所
も
な
に
と
も
思
侍
ら
す
】

Ｊ
◆
卸
左
大
臣
一
上
を
一
の
所
と
い
ふ
鰍
或
（
又
）
一
の
人
と
も
い
ふ
な
り

▼
皿
又
執
柄
、
蒙
一
座
宣
旨
、
故
称
一
人
又
謂
一
所
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