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市
大
樹
著『

飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
』

［

本
　
庄
　
総
　
子

　
本
書
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
の
研
究
員
と

し
て
七
年
間
、
飛
鳥
・
藤
原
両
地
域
の
調
査
・
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
著
者

が
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
て
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
古
代
交
通

体
系
、
地
方
行
政
組
織
、
文
書
処
理
論
と
い
っ
た
諸
分
野
に
亘
る
研
究
を
展

開
し
て
い
る
が
、
中
で
も
飛
鳥
藤
原
地
域
出
土
木
簡
研
究
の
第
一
線
に
お
い

て
活
躍
す
る
間
に
物
し
た
業
績
は
数
多
く
、
そ
れ
が
こ
の
た
び
、
補
訂
・
新

稿
を
加
え
た
～
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
学
界
の
慶
事
と
言
え
よ
う
。

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
。

　
序
章
　
本
書
の
目
的
と
構
成

　
第
－
部
　
遺
跡
と
木
簡

　
　
第
一
章
　
飛
鳥
藤
原
地
域
の
遺
跡
と
木
簡

　
　
第
二
章
　
石
神
遺
跡
北
方
域
の
性
格
と
木
簡

　
　
第
三
章
　
木
簡
か
ら
み
た
飛
鳥
池
工
房

　
　
第
四
章
　
藤
原
宮
の
構
造
・
展
開
と
木
簡

　
　
第
五
章
　
大
宝
令
施
行
直
後
の
衛
門
府
木
簡
群

　
第
∬
部
　
木
簡
の
資
料
的
検
討

　
　
第
六
章
　
門
膀
網
の
運
用
と
木
簡

　
　
第
七
章
　
右
大
殿
付
札
考

　
　
第
八
章
　
飛
鳥
藤
原
出
土
の
評
制
下
荷
札
木
簡

　
　
第
九
章
　
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
諸
相

　
第
皿
部
　
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
周
辺

　
　
第
十
章
　
慶
州
月
城
十
字
出
土
の
四
面
墨
書
木
簡

　
　
第
十
一
章
　
西
河
原
遺
跡
群
の
性
格
と
木
簡

　
　
第
十
二
章
　
平
城
宮
・
京
跡
出
土
の
召
喚
木
簡

　
終
章
　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

一
書
に
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
旧
稿
の
構
成
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
論
旨

に
大
き
な
変
更
は
な
い
。
た
だ
し
、
発
掘
調
査
の
所
見
や
木
簡
の
釈
文
は
最

新
情
報
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
近
年
の
研
究
動
向
を
加
味
し
た
補
足
も

付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
著
者
の
研
究
を
参
照
す
る
際
に
は
ま
ず
本
書
を

確
認
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
な
お
、
巻
末
に
は
木
簡
・
都
城
に
関
連
す

る
著
者
の
論
考
リ
ス
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。

二

　
第
－
部
は
木
簡
か
ら
出
土
遺
跡
の
性
格
に
迫
り
、
も
っ
て
飛
鳥
藤
原
地
域

の
歴
史
的
展
開
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
第
－
部
全
体
の
導
入
部
で
あ
り
、
木
簡
を
史
料
と
し
て
扱
う
上

で
の
留
意
点
と
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
出
土
状
況
を
概
観
。
木
簡
か
ら
そ
の
出
土

遺
跡
の
性
格
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
木
簡
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
廃
棄

さ
れ
る
ま
で
の
「
木
簡
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
し
を
見
極
め
る
べ
き
こ
と
が
強
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評書

調
さ
れ
る
。

　
第
二
章
は
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
を
と
お
し
て
、
飛
鳥
浄
御
二
宮
時
代
に
お

け
る
宮
衙
は
宮
周
辺
に
分
散
し
て
お
り
、
そ
れ
は
石
神
遺
跡
の
地
点
ま
で
展

開
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
遺
跡
の
仕
丁
関
連
木
簡
を
取
り
上
げ
、

仕
丁
の
編
成
単
位
と
し
て
評
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
編
成
原

理
及
び
資
養
物
貢
黒
地
の
対
応
か
ら
論
じ
る
。
評
の
機
能
を
考
え
る
上
で
重

要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
飛
鳥
池
工
房
の
性
格
分
析
で
あ
る
。
木
簡
に
あ
ら
わ
れ
る
工
入

名
か
ら
飛
鳥
池
工
房
で
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
工
人
の
系
譜
に
迫
る
手
法

は
鮮
や
か
。
飛
鳥
寺
・
蘇
我
本
宗
家
に
仕
え
て
い
た
東
重
氏
を
中
心
と
す
る

渡
来
系
工
人
が
本
宗
家
滅
亡
後
天
皇
の
統
制
下
に
入
り
、
の
ち
、
朝
廷
直
属

の
工
房
の
工
人
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
そ
の
工
房
こ
そ
飛
鳥
池

工
房
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
四
章
は
藤
原
宮
及
び
そ
の
周
辺
官
衙
の
発
掘
成
果
に
基
づ
き
、
所
在
地

比
定
や
時
期
に
よ
る
変
遷
の
分
析
を
行
う
。
朝
堂
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第

一
・
二
藍
と
第
王
堂
以
下
の
間
に
設
け
ら
れ
る
格
差
が
時
代
と
共
に
徐
々
に

失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
傾
向
を
指
摘
し
た
上
で
、
藤
原
宮
朝
堂
院
で
は
当
初
、

第
二
堂
と
第
三
堂
の
間
に
格
差
を
設
け
な
い
よ
う
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
結

局
計
画
変
更
さ
れ
て
格
差
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
事
実
は
、
第
一
・
二
軸
が
公
卿
聴
政
の
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
三

堂
は
常
政
の
場
で
あ
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
朝
堂
の
規
模
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
つ
い
て
は
朝
堂
に
お
け
る
朝
政
の
盛
衰
と
関
わ
る
と
の
指
摘
が
既
に
あ
る

が
、
本
書
の
場
合
、
著
者
が
こ
の
変
遷
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
は
惜
し
ま
れ
る
。
平
安
宮
の
朝
座
配
置

が
藤
原
宮
時
代
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
確
証
が
な
い
点
に
も
不
安
は
残
る
。

大
極
殿
と
朝
堂
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
藤
原
遷
都
当
時
に
未

完
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
原
因
を
藤
原
宮
大
極
殿
の
画
期

性
に
求
め
て
い
る
。
一
方
、
平
城
遷
都
が
行
わ
れ
た
和
銅
三
年
の
朝
賀
挙
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
場
は
平
城
宮
で
あ
る
と
説
き
、
藤
原
宮
と
み
る
近
年
の
有
力
説
に
再
検
討

を
迫
っ
て
い
る
。
決
し
て
突
飛
な
指
摘
と
は
思
わ
れ
ず
、
今
後
の
建
設
的
な

議
論
が
望
ま
れ
る
。
藤
原
の
宮
城
十
二
門
号
に
つ
い
て
最
新
の
比
定
案
が
示

さ
れ
た
こ
と
も
重
要
。

　
第
五
章
で
は
藤
原
京
跡
左
京
七
条
一
徳
西
南
坪
出
土
木
簡
（
以
下
「
西
南

坪
木
簡
扁
と
い
う
。
）
が
衛
門
府
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る

と
と
も
に
、
大
宝
令
施
行
直
後
の
官
司
運
営
実
態
に
迫
る
。
す
な
わ
ち
衛
門

府
に
つ
い
て
は
①
藤
原
宮
段
階
か
ら
一
貫
し
て
宮
外
官
司
で
あ
っ
た
こ
と
、

②
広
大
な
占
地
は
止
宿
の
場
と
し
て
機
能
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
門

号
と
そ
れ
を
警
備
す
る
門
部
の
負
名
と
が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
既
に
族
制

的
な
し
が
ら
み
を
一
定
程
度
超
え
た
官
僚
制
的
運
用
が
な
さ
れ
る
段
階
に
至

っ
て
い
た
こ
と
、
と
い
う
諸
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
舟
宿
と
海
部
の
負
目

と
が
厳
密
に
対
応
す
る
の
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い

が
、
八
世
紀
初
頭
の
宮
門
守
衛
の
実
態
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
他
宮
司
に
つ
い
て
も
①
官
司
の
物
資
調
達
が
市
で
の
交
易
を
前
提
と

す
る
と
い
う
あ
り
方
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
早
く
も
定
員
増
加

さ
れ
る
官
司
が
存
在
し
た
こ
と
、
③
考
選
業
務
は
七
世
紀
か
ら
既
に
軌
道
に

乗
っ
て
い
た
こ
と
、
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
∬
部
で
は
木
簡
の
類
型
化
を
通
じ
て
そ
の
資
料
的
特
質
の
解
明
が
図
ら

れ
る
。

　
第
六
章
は
西
南
坪
木
簡
か
ら
門
膀
制
の
運
用
実
態
を
見
直
す
も
の
。
門
膀

制
を
支
え
る
木
簡
群
は
①
門
跡
そ
の
も
の
、
②
別
命
賜
物
の
送
り
状
、
③
横
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材
木
簡
（
①
②
の
集
計
帳
簿
）
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
木
簡
群
は
前

期
・
後
期
の
二
時
期
で
大
き
く
異
な
り
、
前
期
に
は
行
わ
れ
て
い
た
中
務
省

の
判
及
び
門
司
か
ら
衛
門
府
本
司
へ
の
門
葉
送
付
が
後
期
に
は
行
わ
れ
な
く

な
る
、
と
い
う
門
膀
制
運
用
の
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
従
来
出
土
し
て

い
た
門
膀
制
関
連
木
簡
に
中
務
省
の
関
与
が
確
認
で
き
な
い
の
は
、
大
宝
令

施
行
後
章
も
な
く
門
膀
制
の
事
務
が
簡
略
化
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
当
該

木
簡
も
門
膀
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
大
宝
令
施
行
直
後
は
そ
の
規

定
ど
お
り
に
運
用
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
特
に
強
い
時
代
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
東
面
北
門
付
近
で
出
土
し
た
「
右
大
殿
牛
堀
」
と
記
さ
れ
た

木
簡
を
別
勅
賜
物
の
送
り
状
で
あ
る
と
判
定
し
、
「
右
大
殿
」
を
藤
原
公
比

等
に
比
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
居
宅
の
位
罎
に
迫
る
。

　
第
八
章
は
特
に
評
制
下
の
荷
札
木
簡
を
選
定
し
、
こ
れ
に
分
析
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
木
簡
の
形
状
及
び
記
載
内
容
を
概
観
し
た
の
ち
、
評
朝
下
に

お
け
る
①
地
方
行
政
組
織
形
成
過
程
、
②
収
取
体
制
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

①
に
つ
い
て
、
「
ク
ニ
ー
コ
ホ
リ
ー
サ
ト
」
と
い
う
行
政
組
織
は
、
庚
午
貫

籍
が
作
成
さ
れ
た
天
受
贈
に
は
確
実
に
成
立
し
て
い
た
と
断
定
す
る
。
そ
し

て
、
孝
徳
朝
の
全
国
立
評
に
連
動
し
た
サ
ト
・
ク
ニ
の
編
成
が
想
定
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
孝
徳
朝
の
蒔
点
で
も
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
の
見
通

し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
五
十
戸
」
か
ら
「
里
」
へ
の
表
記
変
遷
の
時
期

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
天
武
鯛
の
「
五
十
戸
」
と
そ
れ
以
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
里
」
と
は
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
も
意

義
深
い
。
①
に
つ
い
て
、
評
制
下
の
荷
札
は
評
段
階
で
作
成
さ
れ
る
の
が
基

本
で
あ
っ
た
と
す
る
と
と
も
に
、
荷
札
は
勘
検
・
検
収
機
能
を
も
つ
と
い
う

　
　
④

有
力
説
を
否
定
し
、
画
塾
の
主
体
と
内
容
の
表
示
そ
れ
自
体
を
目
的
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
②
に
つ
い
て
、
個
別
人
身
賦
課
税
成
立
の

前
提
作
業
と
な
っ
た
の
は
庚
午
年
籍
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
七
世

紀
に
は
前
代
の
部
民
制
的
貢
納
実
態
が
濃
く
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
総
括

す
る
も
の
と
し
て
評
が
存
在
し
て
い
た
と
評
価
す
る
。

　
第
九
章
で
は
ま
ず
、
前
白
木
簡
の
分
析
を
と
お
し
て
、
口
頭
伝
達
と
文
書

に
よ
る
伝
達
の
相
互
補
完
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
「
前
」
字
の
有
無
か
ら

前
白
木
簡
を
相
対
化
し
、
前
代
的
な
様
相
が
八
世
紀
の
文
書
に
基
層
と
し
て

残
っ
て
い
る
点
を
重
視
す
る
。
酒
舗
石
遺
跡
出
土
の
上
野
記
録
簿
の
分
析
で

は
、
天
武
朝
に
お
け
る
上
日
把
握
の
実
態
に
迫
る
。
ま
た
、
付
札
の
切
り
込

み
が
物
資
を
請
求
す
る
側
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
、
付
札

授
受
の
実
相
を
分
析
す
る
。
「
部
」
字
の
用
例
か
ら
、
「
部
」
と
「
戸
」
と
は

戸
籍
を
媒
介
と
し
て
接
点
が
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
皿
部
は
飛
鳥
藤
原
地
域
以
外
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
検
討
を
逓
じ
て
飛

鳥
藤
原
木
簡
の
相
対
化
を
図
る
も
の
。

　
第
十
章
で
は
慶
州
月
城
咳
字
出
土
の
四
面
墨
書
木
簡
の
釈
文
を
再
検
討
し
、

こ
れ
を
読
み
直
す
。
上
位
者
の
命
令
を
取
り
次
い
で
牒
が
発
行
さ
れ
る
と
い

う
方
式
は
朝
鮮
半
島
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
牒
と
い
う
文
書
形
式
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
西
暦
六
五
七
年
以
前

に
日
本
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
幅
広
い
使
用
実
態
も
中
国
や
半

島
と
同
様
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
第
十
一
章
で
は
、
滋
賀
県
野
洲
市
の
西
河
原
遺
跡
群
出
土
木
簡
の
検
討
を

逓
じ
て
、
同
遺
跡
を
野
洲
郡
家
（
安
評
家
）
に
比
定
す
る
。
更
に
同
遺
跡
と

葦
浦
屯
倉
と
の
関
連
を
指
摘
し
、
入
世
紀
半
ば
以
前
に
お
け
る
東
山
道
の

ル
ー
ト
変
更
と
そ
れ
に
伴
う
郡
家
移
転
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
「
馬
評
」

木
簡
に
つ
い
て
、
領
域
的
な
コ
ホ
リ
の
内
部
に
馬
評
1
1
駅
評
と
い
う
駅
家
を
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評書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

拠
点
と
し
た
コ
ホ
リ
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
永
田
英
明
説
を
支
持
し
、
こ

れ
に
新
た
な
事
例
を
加
え
る
も
の
と
評
価
す
る
。

　
第
十
二
章
で
は
特
に
平
城
宮
・
京
出
土
の
召
喚
木
簡
を
取
り
上
げ
、
召
喚

木
簡
は
、
他
機
関
に
所
属
す
る
者
を
召
喚
し
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
る
A
類
と
同

一
機
関
に
所
属
す
る
者
を
召
喚
し
差
出
（
召
喚
先
）
で
廃
棄
さ
れ
る
B
類
に

分
類
さ
れ
る
と
説
く
。
著
者
は
こ
の
分
析
結
果
か
ら
、
召
喚
木
簡
が
人
の
管

理
の
た
め
の
帳
簿
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
見
、
そ
の
通
行
証
と
し
て
の

機
能
は
過
大
評
価
で
き
な
い
と
す
る
。
更
に
、
律
令
制
が
導
入
さ
れ
る
中
で

の
召
文
の
変
遷
に
も
説
き
及
ぶ
。

三

本
書
が
明
ら
か
に
し
た
事
実
、
新
た
に
掘
り
起
こ
し
た
論
点
は
多
岐
に
亘

る
が
、
そ
の
意
義
を
敢
え
て
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
藤
原
宮
発
掘
成
果
を
木
簡
出
土
状
況
に
即
し
て
概
観
し
、
現
在
の
到

　
　
達
点
を
明
示
し
た
こ
と
。
官
衙
の
所
在
地
比
定
は
ま
だ
途
上
と
い
う
印

　
　
象
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
著
者
の
慎
重
な
学
問
態
度
故
の
こ
と
で
あ
る
。

②
七
世
紀
に
お
け
る
政
治
的
な
人
の
動
き
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
に
成

　
　
功
し
た
こ
と
。
飛
鳥
池
遺
跡
の
追
入
系
譜
の
分
析
は
、
蘇
我
本
宗
家
滅

　
　
亡
後
の
動
向
を
活
写
し
て
意
義
深
い
。

③
木
簡
研
究
で
広
く
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
文
書
論
を
七
世
紀
～
八
世
紀
初

　
　
頭
の
段
階
に
積
極
的
に
適
用
し
た
こ
と
。
門
膀
制
の
運
用
実
態
や
召

　
　
文
・
牒
の
系
譜
を
探
ろ
う
と
す
る
一
連
の
論
考
は
広
く
参
照
さ
れ
る
べ

　
　
き
で
あ
る
。
荷
札
木
簡
に
か
か
る
検
収
機
能
の
有
無
は
、
木
簡
の
機
能

　
　
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
が
注
目

　
　
さ
れ
る
。

④
門
ク
ニ
ー
コ
ホ
リ
ー
サ
ト
」
と
い
う
地
方
行
政
組
織
形
成
の
分
析
を

　
通
し
て
、
孝
徳
朝
・
天
魂
迎
の
意
義
を
再
評
価
し
た
こ
と
。
仕
丁
木
簡

　
や
「
馬
評
」
木
簡
を
通
し
て
「
コ
ホ
リ
」
の
位
格
分
析
が
行
わ
れ
て
い

　
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
令
制
国
の
成
立
を
天
智
朝
以
前
に
比

　
定
し
た
点
は
、
国
造
制
解
体
過
程
に
か
か
る
研
究
史
に
見
直
し
を
迫
る

　
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
個
別
の
論
点
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
第
二
章
の
「
官
衙
分
散
性
」

に
つ
い
て
。
著
者
は
石
神
遣
跡
の
存
在
を
も
っ
て
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
時
代
の

官
衙
の
分
散
性
を
説
く
。
石
神
遺
跡
改
作
原
因
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
浄
御
原

質
時
代
の
官
制
整
備
に
伴
っ
て
官
衙
域
が
拡
大
し
た
た
め
、
狭
小
な
宮
の
中

枢
部
に
官
衙
を
集
中
し
て
置
く
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
宮
の
周
辺
に
点
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
配
し
た
と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
著
者
の
所
論

も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
遺
跡
一
帯
に
置
か
れ

て
い
た
官
衙
が
、
た
と
え
ば
著
者
の
推
定
す
る
よ
う
に
交
通
の
要
所
に
あ
っ

て
通
行
管
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
と
も
と
宮
の
中
枢

部
に
麗
か
れ
る
は
ず
の
な
い
官
衙
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
れ
が
宮
の
中
枢
部
に
禮
か
れ
得
る
官
衙
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
姓
格
を
も
っ
た
官
衙
で
あ
る
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、

飛
鳥
時
代
の
面
謝
観
は
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
普
段
は
使
わ
な
い
物

資
の
保
管
庫
と
そ
の
管
理
施
設
（
当
該
遺
跡
で
も
倉
庫
ら
し
き
遺
構
は
複
数

検
出
さ
れ
て
い
る
。
）
の
よ
う
に
中
枢
部
に
な
く
て
も
支
障
の
な
い
施
設
で

あ
る
と
判
断
す
る
場
合
と
、
民
官
本
局
の
よ
う
に
本
来
中
枢
部
に
な
け
れ
ば

支
障
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
官
衙
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
と
で
は
、
こ
の
時
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代
の
官
衙
配
概
に
対
す
る
評
価
に
大
き
な
開
き
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
評
者
は
、
丁
度
原
理
時
代
に
も
な
れ
ば
、
宮
の
中
枢
部
に
は
か
な
り
集
中

し
た
宮
衙
配
置
が
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
、
浄

御
二
宮
の
外
郭
の
購
成
が
殆
ど
明
ら
か
で
な
い
現
時
点
で
は
考
古
学
的
な
舐

明
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
検
嵐
さ
れ
た
官
衙
の
仔
細
な
性
格
分
析
を
欠

い
た
ま
ま
、
「
宮
巡
分
散
性
」
を
指
摘
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
う
。

　
第
三
章
、
飛
鳥
池
工
房
の
性
格
分
析
に
つ
い
て
。
著
者
は
こ
の
工
房
の
規

模
が
一
寺
院
の
需
要
を
遙
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と

と
も
に
、
盤
景
区
と
南
地
区
の
非
連
続
を
重
く
み
て
、
士
．
用
真
司
氏
の
「
造

飛
鳥
警
官
」
説
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　
吉
川
真
司
氏
の
説
は
、
八
世
紀
の
東
大
寺
と
そ
の
造
寺
組
織
に
見
ら
れ
る

特
有
の
運
営
形
態
が
、
飛
鳥
寺
と
飛
鳥
池
工
房
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も
の
で

あ
る
と
見
な
し
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
ま
で
の
通
時
代
的
な
視
角
か
ら
勅
願

寺
・
準
勅
願
寺
の
造
営
組
織
を
分
析
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
評
者

は
理
解
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
理
解
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
工
房
が
大
規
模

で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
吉
川
説
へ
の
有
効
な
批
判
と
は
な
ら
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
飛
鳥
寺
は
単
な
る
一
寺
院
で
は
な
く
王
家
と
直

結
し
た
特
別
な
寺
院
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
吉
用
説
の
そ
も
そ
も
の
前
提

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
北
地
区
が
南
地
区
の
管
理
を
直
接
行
う
組
織

で
は
な
い
と
し
て
も
、
南
地
区
と
飛
鳥
寺
と
の
問
の
磁
器
関
係
ま
で
否
定
し

去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
附
書
す
る
と
、
著
者
の
想
定
ど
お
り
北
地
区

が
飛
鳥
寺
三
綱
政
所
で
あ
り
、
南
地
区
が
鍛
冶
工
房
ほ
か
膨
大
な
現
業
部
門

を
抱
え
る
場
で
あ
る
な
ら
、
両
考
が
同
一
組
織
に
属
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、

明
確
な
仕
切
り
で
物
理
的
に
分
断
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
七
世
紀
後
期
の
飛
鳥
寺
は
、
箭
明
系
王
家
の
族
的
な
寺
院
で
あ
る
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
る
大
官
大
寺
・
川
原
寺
・
薬
師
寺
の
三
大
寺
と
同
じ
く
「
官
治
」
と
さ

れ
た
事
実
が
あ
る
。
一
方
、
東
大
寺
等
の
八
世
紀
勅
願
寺
に
つ
い
て
は
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

願
主
で
あ
る
個
別
王
家
の
家
産
が
傾
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
造

飛
鳥
寺
官
」
と
い
う
命
名
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
吉
川
真
司
氏
の
研
究

視
角
の
有
効
性
は
、
今
後
積
極
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

吉
川
説
に
は
、
飛
鳥
寺
と
飛
鳥
池
工
房
を
つ
な
ぐ
積
極
的
な
証
拠
が
不
十
分

で
あ
る
と
い
う
弱
点
が
あ
っ
た
の
は
否
定
し
が
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
の

考
察
の
結
果
、
飛
鳥
池
工
房
の
工
人
が
旧
飛
鳥
寺
工
人
の
系
譜
を
引
く
可
能

性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
成
果
は
む
し
ろ
、
飛

鳥
寺
と
飛
鳥
池
工
房
と
の
密
接
な
関
係
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
再
評
価
す

る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。

五

　
第
六
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
門
大
指
運
用
の
方
法
は
、
物
資
の
運
搬
に
あ

た
る
官
司
が
中
務
省
で
門
勝
木
簡
に
判
を
得
た
の
ち
、
こ
れ
を
自
ら
物
資
と

共
に
宮
城
門
へ
持
っ
て
行
き
、
門
司
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　
著
者
は
、
物
資
運
搬
当
事
者
が
門
膀
を
自
ら
持
参
す
る
と
い
う
あ
り
方
を

文
書
論
で
い
う
「
当
事
者
主
義
」
で
あ
る
と
し
、
終
章
で
も
こ
れ
を
取
り
上

げ
て
、
八
世
紀
初
頭
、
既
に
文
書
伝
達
に
お
け
る
当
事
者
主
義
が
成
立
し
て

い
た
と
強
調
し
て
い
る
。

　
吉
川
聡
氏
が
文
書
の
当
事
者
主
義
を
そ
の
伝
達
経
路
に
着
目
し
て
分
析
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

八
世
紀
時
点
で
の
当
時
者
主
義
成
立
を
肯
定
し
て
以
来
、
賛
否
両
論
あ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
著
者
は
門
膀
制
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
黒
黒
を
、
当
事
者
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評

主
義
成
立
を
証
す
る
も
の
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　
文
書
伝
達
に
お
け
る
当
事
者
主
義
に
は
、
①
職
権
上
の
責
任
者
に
よ
っ
て

伝
達
さ
れ
る
べ
き
文
書
が
そ
の
責
任
者
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
ず
、
②
利
害
関

係
を
有
す
る
者
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
が

あ
る
。
で
は
こ
の
二
条
件
は
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
門
膀
制
に
も
妥
当
す
る

で
あ
ろ
う
か
。

　
正
筆
に
つ
い
て
は
、
養
老
宮
条
令
1
8
儀
侯
軍
器
条
及
び
同
2
5
諸
門
出
物
条

に
規
定
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
に
見
え
る
機
能
を
そ
の
ま
ま
門
膀
の
本

質
的
機
能
と
み
る
な
ら
ば
、
門
膀
は
中
務
省
が
発
行
す
る
搬
出
許
可
証
で
あ

る
。
実
際
、
大
宝
令
施
行
直
後
に
は
門
膀
に
中
務
省
の
判
が
加
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
著
者
が
証
明
し
た
と
お
り
で
、
こ
の
時
点
な
ら
ば
中
務
判
が
搬
出

許
可
証
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
し
か
し
、
門
膀
の
本
質
的
機
能
が
搬
出
許
可
証
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

不
可
欠
な
は
ず
の
中
務
判
が
省
略
さ
れ
て
も
な
お
門
膀
制
が
存
続
し
た
理
由

が
分
か
ら
な
い
。
中
務
判
が
短
期
間
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
中
務
省

発
行
の
搬
出
許
可
証
と
い
う
性
格
が
張
網
の
本
質
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
唐
令
に
定
め
る
門
馬
は
、
宮
へ
の
搬
入
・
搬
出
い
ず
れ
の
場
合
で
も
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

そ
れ
左
・
右
心
門
将
軍
の
判
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
日
本
令
で
は
、
儀

侯
・
軍
器
十
事
以
上
で
な
い
限
り
、
搬
出
の
み
を
門
膀
制
適
用
の
対
象
と
し

た
。
一
般
の
搬
出
に
お
い
て
門
膀
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
義
解
の
い
う
よ

　
⑫

う
に
盗
詐
を
防
ぐ
た
め
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
搬
出
を
行
う
者
（
門
膀
木

簡
に
は
「
出
人
」
、
あ
る
い
は
「
持
出
入
」
と
い
っ
た
文
言
で
現
れ
る
）
と

搬
出
さ
れ
る
物
品
の
種
類
・
数
量
等
と
が
詐
り
な
く
対
応
し
て
い
る
か
ど
う

か
記
録
す
る
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
と
し
て
、
門
膀
は
門
司
に
回
収
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
文
書
の
伝
達
が
便
使
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ

　
⑬つ

た
八
世
紀
に
は
、
使
者
と
使
事
の
対
応
を
記
録
し
、
粁
詐
を
防
ぐ
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

移
動
管
理
制
度
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
門
膀
制
の
本

質
的
機
能
も
こ
の
移
動
管
理
と
い
う
点
に
あ
り
、
搬
出
許
可
と
い
う
機
能
は

殆
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
門
島
制
に
お
い
て
、
先
の
当
事
者
主
義
の
二
条
件
が
あ
て
は
ま

る
か
否
か
を
確
認
し
た
い
。
門
膀
の
本
質
は
搬
出
許
可
証
で
は
な
く
、
物
資

を
運
搬
す
る
者
も
、
本
司
の
命
を
受
け
、
職
務
と
し
て
物
資
を
搬
出
す
る
の

で
あ
っ
て
、
恣
意
に
私
物
を
搬
出
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
よ
っ
て
物
資
運

搬
者
は
、
門
鑑
発
行
に
つ
い
て
個
人
的
な
利
害
関
係
を
有
し
な
い
。
ま
た
、

門
膀
が
物
資
移
動
管
理
の
た
め
の
札
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
資
運
搬
者
が
携
行

す
る
の
が
相
応
し
い
。
大
宝
令
施
行
に
よ
っ
て
中
務
判
が
導
入
さ
れ
た
も
の

の
、
門
膀
の
伝
達
は
本
来
単
機
能
に
即
し
て
運
搬
者
が
携
行
し
て
い
た
、
と

い
う
の
が
門
膀
伝
達
の
実
態
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
門
膀
の
伝
達
主
体
に

「
職
権
上
の
伝
達
責
任
者
扁
に
相
当
す
る
者
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
判

断
さ
れ
る
。

　
吉
川
聡
氏
が
示
し
た
文
書
伝
達
の
当
事
者
主
義
に
つ
き
、
そ
の
当
否
を
判

断
す
る
準
備
は
評
者
に
は
な
い
。
し
か
し
、
門
膀
制
は
決
し
て
職
権
的
文
書

伝
達
を
破
る
制
度
で
は
な
く
、
文
書
伝
達
の
当
事
者
主
義
を
証
す
る
例
と
し

て
挙
げ
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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6

　
著
者
は
第
八
章
と
第
十
一
章
に
お
け
る
駅
評
（
馬
評
）
に
か
か
る
考
察
に

お
い
て
、
駅
評
は
渕
評
の
よ
う
な
「
領
域
的
な
評
扁
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
　
　
捌



れ
と
同
時
に
「
評
」
と
い
う
点
で
同
格
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
国
造
」
「
評
造
」
「
五
十
戸
造
」
は
い
ず
れ
も
「
造
」
で
表
記
が
共
通
し
て

い
る
た
め
、
そ
の
階
層
差
が
あ
ま
り
明
確
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の

判
定
も
下
し
て
い
る
。

　
し
か
し
同
じ
文
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
即
ち
岡
じ
階
層

に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
評
価
は
、
少
な
く
と
も
七
世
紀

木
簡
の
世
界
で
は
妥
当
し
な
い
も
の
と
思
う
。

　
八
世
紀
の
大
宝
律
令
施
行
後
は
、
コ
ホ
リ
を
表
す
文
字
と
し
て
「
郡
」
の

使
用
が
徹
底
さ
れ
た
。
官
制
表
記
の
場
面
で
は
、
岡
じ
長
官
で
あ
っ
て
も
宮

司
の
階
層
に
よ
っ
て
表
記
を
書
き
分
け
る
、
と
い
う
律
令
官
制
表
記
が
広
ま

る
。
し
か
し
七
世
紀
の
場
合
、
た
と
え
ば
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、

サ
ト
の
表
記
が
「
五
十
戸
し
か
ら
「
属
し
に
変
わ
る
際
に
は
、
二
～
三
年
の

幅
を
も
っ
て
徐
々
に
行
わ
れ
た
。
コ
ホ
リ
の
表
記
が
「
評
」
か
ら
「
郡
」
に

一
気
に
塗
り
替
え
ら
れ
た
八
世
紀
に
比
べ
、
表
記
選
択
に
ル
ー
ズ
な
様
子
が

窺
え
る
。
ま
た
八
世
紀
で
あ
っ
て
も
、
木
簡
の
よ
う
な
非
公
式
性
が
高
い
世

界
で
は
、
か
な
り
自
由
な
表
記
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
こ
と
、
長
屋
王
家
木

簡
の
文
書
書
式
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し
て
七
世
紀
に
、
表
記
の
書
き
分

け
で
階
層
差
を
表
す
と
い
う
極
め
て
律
令
的
な
発
想
の
表
記
法
が
木
簡
の
レ

ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
「
造
」
表
記
の
共
通
は
あ
る
特

定
の
概
念
（
そ
の
概
念
を
表
す
音
は
「
ミ
ヤ
ツ
コ
」
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
）
を
表
す
文
字
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
階
層
差
と
は

無
関
係
で
あ
ろ
う
。

　
む
し
ろ
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
何
故
、
郡
の
前
身
と
駅
の
前
身
と
が
同

表
記
に
な
る
の
か
と
い
う
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
表
記
細
螺
の
原
因
を
評

の
未
分
化
に
帰
す
る
こ
と
も
解
釈
と
し
て
は
あ
り
得
る
が
、
郡
と
駅
が
明
確

に
区
別
さ
れ
る
八
世
紀
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
か
ら
出
て
く
る
事
後
的
な
解

釈
と
い
う
観
が
強
く
、
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
う
。
む
し
ろ
、

伊
場
の
二
一
号
木
簡
か
ら
は
、
当
時
の
駅
手
が
聖
業
の
統
属
下
に
あ
る
も
の

と
し
て
既
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
、
表
記
が

同
じ
で
あ
っ
て
も
、
両
者
は
階
層
上
、
全
く
別
の
機
関
と
し
て
当
時
か
ら
認

識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
こ
の
間
題
を
巡
る
諸
説
は
先
に
挙
げ
た
永
田
氏
の
論
考
に
詳
し
い
の
で
繰

り
返
さ
な
い
が
、
「
評
」
の
場
合
も
「
造
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
各
事

例
を
包
括
す
る
概
念
が
七
世
紀
当
時
は
存
在
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
の
が
自

然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
研
究
水
準
が
こ
の
概
念
を
覚
知
で
き
る
次

一
兀
に
達
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、
既
に
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
評
の

概
念
の
帰
納
が
、
今
後
は
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
駅

家
成
立
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
評
成
立
の
意
義
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な

論
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
評
者
も
い
ず
れ
専
坐
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い

る
が
、
今
は
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
を
述
べ
る
に
止
め
た
い
。

七

　
以
上
、
個
別
の
論
点
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
評
者
の
力
量
不

足
に
よ
り
、
木
簡
の
出
土
状
況
か
ら
の
是
非
判
断
は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
か
っ

た
。
本
書
に
は
既
に
、
鶴
見
泰
寿
氏
が
考
盲
の
立
場
か
ら
丁
寧
に
所
見
を
述

　
　
　
　
　
⑮

べ
ら
れ
た
書
評
が
存
在
す
る
。
併
読
を
切
に
お
願
い
し
た
い
。

　
著
者
の
意
を
汲
み
誤
り
、
不
要
の
批
判
を
重
ね
た
所
も
多
々
あ
ろ
う
か
と

思
う
。
著
者
の
ご
海
容
を
請
う
。

　
①
橋
本
義
期
『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
㎞
～
七
～
～
～
七
三
頁
（
塙
書
房
、
一
九

　
　
九
五
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
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②
渡
辺
晃
宏
門
平
城
宮
第
一
次
大
極
殿
の
成
立
」
（
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
工

　
○
〇
三
㎞
、
一
一
〇
Q
一
二
年
）
、
由
本
崇
門
史
料
か
ら
み
た
第
一
次
大
極
殿
院
地
区
」

　
（
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
X
町
第
　
次
大
極
殿
院
地
区
の
調
査
二
（
本
文
編
）
㎏
、

　
二
〇
一
一
年
）
な
ど

③
吉
川
真
司
「
律
令
体
制
の
形
成
」
（
明
日
本
史
講
座
一
粟
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国

　
家
の
形
成
㎞
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
〉

④
今
泉
隆
雄
「
貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
扁
（
同
『
古
代
木
簡
の
研
究
臨
、
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）
な
ど

⑤
永
田
英
明
門
古
代
駅
家
の
成
立
」
（
同
門
古
代
駅
伝
馬
制
度
の
研
究
蝕
、
吉
川
弘

　
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）

⑥
小
澤
毅
闘
日
本
古
代
宮
遷
構
造
の
研
究
㎞
五
〇
頁
（
青
木
轡
店
、
二
〇
〇
三
年
、

　
初
出
一
九
八
八
年
）
な
ど

⑦
吉
川
真
司
「
飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討
」
（
『
木
簡
研
究
竺
　
三
、
二
〇
〇
一
年
）

⑧
若
井
敏
明
門
七
・
八
世
紀
に
お
け
る
宮
廷
と
寺
院
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
㎞
；
石
、

　
一
九
九
三
年
）

⑨
　
鷺
森
浩
幸
開
日
本
古
代
の
王
家
・
寺
院
と
所
領
㎞
五
七
～
七
一
頁
（
塙
書
房
、

　
二
〇
〇
一
年
、
初
繊
一
九
九
六
年
）

⑩
吉
川
聡
「
律
令
剃
下
の
文
書
主
義
」
（
『
日
本
史
研
究
舳
五
一
〇
、
二
〇
〇
五

　
年
）

⑪
仁
井
田
陞
（
著
）
、
池
田
温
（
編
集
代
表
）
噸
唐
令
拾
遺
補
』
（
東
京
大
学
撮
版

　
会
、
一
九
九
七
年
）

⑫
宮
上
腿
2
5
諸
門
曲
物
条
義
解

⑬
鈴
木
茂
男
「
太
政
官
系
文
書
に
関
す
る
一
考
察
」
（
同
『
古
代
文
書
の
機
能
論

　
的
研
究
幅
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
（
～
九
六
三
年
成
稿
の
修
士
論
文
）
）

⑭
　
使
者
と
使
畢
が
誤
り
な
く
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
事
後
に
確
認
す
る
と
い
う
方

　
式
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
移
動
管
理
方
式
の
基
本
で
あ
り
、
雨
垂
制
度
が
こ
の
方

　
式
の
典
型
で
あ
る
と
評
者
は
理
解
し
て
い
る
。

⑮
　
鶴
見
泰
寿
「
書
評
　
市
大
樹
著
明
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
と
（
碑
古
代
文
化
㎞

　
∴
ハ
ニ
ー
一
二
、
　
二
〇
一
〇
年
）

〔
付
記
〕
　
二
〇
一
二
年
初
の
時
点
で
、
本
書
に
は
亀
谷
弘
明
（
鱒
歴
史
評
論
㎞
七

三
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
・
三
上
喜
孝
（
『
日
本
史
研
究
暁
五
九
二
号
、
二
〇
　
一

年
）
両
氏
に
よ
る
書
評
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
記
し
て
併
読
を
願
う
。

　
　
　
（
A
5
判
　
六
二
九
頁
　
塙
書
房
　
工
〇
一
〇
年
税
別
一
四
Q
O
O
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
樽
士
後
期
課
程
）

評書
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