
国
風
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化
期
に
お
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化
受
容
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か
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【
要
約
】

本
稿
で
は
︑
国
風
文
化
期
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
の
在
り
方
を
再
検
討
す
る
︒
従
来
の
日
本
史
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
異
国
描
写
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
平
安
時
代
の
人
々
が
何
に
よ
っ
て
異
国
像
を
形
成
し
て

い
た
か
︑
ま
た
そ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
想
定
で
き
る
か
を
考
察
し
た
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
か
ら
は
︑
類
書
的
な
漢
籍
知
識
や
絵
画

に
よ
る
文
化
受
容
が
あ
り
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
﹁
宮
仕
え
﹂
を
軸
と
し
た
身
分
・
性
別
を
超
え
た
文
化
の
総
体
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
︒
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄

に
は
漢
籍
に
よ
る
文
化
受
容
が
見
ら
れ
る
が
︑
令
式
に
規
定
さ
れ
た
古
典
的
な
漢
籍
が
な
お
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
︒
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
書
籍

の
実
態
を
再
検
討
す
る
と
︑
そ
れ
ら
が
国
風
文
化
に
与
え
た
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
当
該
期
に
中
国
文
化
が
広
く
受
容
さ
れ
た
の
は
︑
唐

物
の
輸
入
と
い
っ
た
対
外
交
流
以
上
に
︑
唐
絵
や
漢
籍
知
識
の
類
書
化
︑
漢
籍
の
学
習
方
法
な
ど
の
国
内
の
文
化
動
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
〇
巻
六
号

二
〇
一
七
年
一
一
月

は

じ

め

に

平
安
時
代
に
花
開
い
た
国
風
文
化
は
︑
仮
名
文
字
や
大
和
絵
と
い
っ
た
﹁
日
本
的
﹂
な
も
の
を
生
み
出
し
た
文
化
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
成
立
の
背
景
と
し
て
︑
か
つ
て
は
寛
平
六
年
︵
八
九
四
︶
の
遣
唐
使
の
事
実
上
の
廃
止
が
重
視
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
な
認
識
は
︑
近
年
の
十
・
十
一
世
紀
の
対
外
交
流
史
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
現
在
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で
は
︑
遣
唐
使
廃
絶
後
に
ま
す
ま
す
中
国
商
人
の
来
航
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
そ
の
交
易
が
王
権
と
も
結
び
つ
い
て
き
た
こ
と
な
ど
が
多

く
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る①
︒
そ
れ
に
伴
い
︑
国
風
文
化
も
そ
う
し
た
文
脈
で
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒

現
在
の
国
風
文
化
論
で
主
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
︑
榎
本
淳
一
氏
の
提
示
し
た
論
で
あ
ろ
う
︒
榎
本
氏
は
︑
九
世
紀
以
降
の
中
国
商
人
に

よ
る
文
物
の
流
入
こ
そ
が
文
化
の
変
質
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
す
る
︒
海
外
の
文
物
が
多
く
輸
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
中
国
文
化
の
受
容

層
は
従
来
漢
籍
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
女
性
に
ま
で
広
が
り
︑
こ
れ
が
王
朝
文
学
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る②
︒
ま
た
河
添

房
江
氏
は
国
文
学
の
分
野
か
ら
唐
物
の
研
究
を
進
め
て
お
り
︑
貴
族
の
生
活
に
唐
物
は
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
国
風
文
化

と
は
﹁
あ
る
意
味
で
は
国
際
色
豊
か
な
文
化③
﹂
で
あ
っ
た
と
説
く
︒
ま
た
西
本
昌
弘
氏
は
︑
天
台
僧
を
は
じ
め
と
し
た
対
外
交
流
の
様
相
を
検

討
し
︑
国
風
文
化
に
お
け
る
中
国
の
影
響
を
具
体
的
に
示
し
た④
︒

一
方
で
そ
う
し
た
研
究
動
向
に
は
︑
近
年
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
︒
東
野
治
之
氏
は
︑
﹁
こ
う
し
た
動
向
︵
遣
唐
使
停
止
後
も
対
外
交
流
が
拡
大

し
︑
中
国
の
文
物
に
対
す
る
需
要
も
依
然
強
か
っ
た
こ
と
：
筆
者
注
︒
以
下
︑
丸
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
注
で
あ
る
︶
を
捉
え
て
︑
あ
ま
り
に
対
外
交
流
が

活
発
だ
っ
た
と
強
調
す
る
傾
向
に
も
違
和
感
を
覚
え
る⑤
﹂
と
し
︑
遣
唐
使
の
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
︒
ま
た

吉
川
真
司
氏
は
︑
現
在
の
国
風
文
化
論
は
︿
漢
﹀
偏
重
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
り
︑
︿
和
﹀
と
い
う
国
内
的
要
因
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い

う
問
題
点
を
改
め
て
指
摘
し
た⑥
︒
美
術
史
の
分
野
に
お
い
て
も
︑
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
文
物
が
も
は
や
日
本
の
造
型
様
式
に
劇
的
な
転
換

を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
︑
選
択
的
に
受
容
さ
れ
て
い
く
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
根
立
研
介
氏
や
皿
井
舞
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る⑦
︒
こ
れ
ら
の
諸
分
野
の
研
究
成
果
を
う
け
て
佐
藤
全
敏
氏
は
︑
十
・
十
一
世
紀
の
貴
族
文
化
を
︑
す
で
に
滅
ん
だ
王
朝
で
あ
る
唐

文
化
を
尊
重
・
保
持
し
な
が
ら
︑
倭
の
中
に
も
﹁
文
化
﹂
を
発
見
し
︑
あ
わ
せ
て
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
文
化
と
し
て
位
置
付
け
た
︒

そ
し
て
そ
れ
は
︑
﹁
あ
る
種
閉
ざ
さ
れ
た
環
境
下
に
お
い
て
形
成
・
維
持
さ
れ
た
も
の
﹂
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
主
張
は
︑
十
世
紀
初
頭
頃
を
転

換
点
と
し
て
唐
を
絶
対
的
規
範
と
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い
う
︑
同
氏
の
二
〇
〇
八
年
論
文
の
視
角
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る⑧
︒
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佐
藤
氏
の
主
張
は
日
本
史
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
総
合
的
な
観
点
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
対
外
交
流
の
影
響
を
限
定
的
に
捉
え
る
立
場
の

諸
分
野
の
研
究
の
現
在
の
到
達
状
況
を
統
合
的
に
示
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
か
つ
て
の
﹁
国
内
重
視
﹂
か
ら
﹁
対
外
重
視
﹂
へ
と
議
論
の
方
向
性
が
移
行
し
た
国
風
文
化
論
で
あ
る
が
︑
残
さ
れ
た
課
題
も

多
い
︒
こ
こ
に
来
て
再
び
国
内
の
情
勢
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
日
本
史
学
に
お
け
る
国
風
文
化
論
研
究

の
問
題
点
を
二
点
指
摘
し
た
い
︒

一
点
目
は
︑
日
本
史
学
の
研
究
は
対
外
交
流
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
一
方
で
︑
国
風
文
化
期
の
作
品
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
意
識
が

希
薄
で
あ
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
文
化
の
実
態
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
国
風
文
化
に
つ
い
て
は
︑
日
本
史
学
・
国
文

学
・
美
術
史
学
等
の
各
分
野
で
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
︒
し
か
し
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
︑
互
い
に
他
分
野
の
研
究
を
適
宜
参
照
す
る
に
と

ど
ま
る
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
日
本
史
学
の
研
究
に
お
い
て
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
枕
草
子
﹄
と
い
っ
た
作
品
に
つ
い
て

は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
︑
﹁
豊
富
な
漢
文
知
識
を
前
提
に
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
曖
昧
な
指
摘
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
国
文
学
で
は
こ
れ
ら

著
名
な
作
品
に
限
ら
ず
様
々
な
作
品
に
つ
い
て
綿
密
な
出
典
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
史
学
の
研
究
が
そ
の
成
果
を
十

分
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
出
典
と
な
っ
た
漢
籍
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
は
︑
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る

よ
う
に
︑
日
本
史
学
の
見
地
か
ら
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒
他
分
野
の
研
究
成
果
に
学
び
︑
か
つ
日
本
史
学
の
視
点
か
ら
他
分
野
の
領
域
の
資

料
を
検
討
す
る
こ
と
は
十
分
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
諸
分
野
に
十
分
に
目
を
配
っ
て
い
る
先
述
の
佐
藤
論
文
に
し
て

も
︑
通
史
と
い
う
論
文
の
性
格
も
あ
り
︑
他
分
野
に
関
し
て
は
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
必

要
と
い
え
る
︒

二
点
目
は
︑
国
風
文
化
の
成
立
基
盤
と
な
っ
た
﹁
中
国
文
化
﹂
の
理
解
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
︒
現
在
の
国
風
文
化
論
で
は
﹁
中
国
文
化
﹂

が
当
該
時
期
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
︒
そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
︑
唐
物
の
輸
入
な
ど
中
国
と
の
交
流
が

盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
﹁
私
的
﹂
な
日
本
文
化
︵
仮
名
・
大
和
絵
︶
と
並
び
立
っ
て
中
国
文
化
︵
漢
字
・
唐
絵
︶
も
﹁
公
的
﹂
な
も
の
と
し
て
文
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化
の
中
心
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
︒
し
か
し
唐
物
の
輸
入
先
で
あ
る
現
実
の
﹁
中
国
﹂
と
︑
和
と
対
置
さ
れ
る
観
念
的
な
﹁
中

国
﹂
を
︑
い
ず
れ
も
﹁
中
国
文
化
﹂
と
し
て
同
一
の
枠
組
み
で
捉
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
想
起
す
べ
き
は
︑
千
野
香
織
氏

が
提
唱
し
た
︑
﹁
︿
唐
﹀
と
︿
和
﹀
の
二
重
の
二
重
構
造
﹂
で
あ
る⑨
︒
千
野
氏
は
︑
中
国
文
化
が
﹁
日
本
の
中
の
中
国
文
化
﹂
と
し
て
輸
入
さ
れ
︑

や
が
て
﹁
日
本
の
中
の
日
本
文
化
﹂
に
同
化
す
る
と
い
う
文
化
受
容
の
流
れ
を
描
き
出
し
た
︒
こ
の
言
説
に
従
え
ば
︑
現
実
の
大
陸
と
し
て
の

﹁
中
国
﹂
と
範
疇
と
し
て
の
﹁
中
国
﹂
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︑
先
行
研
究
で
曖
昧
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
﹁
中

国
文
化
﹂
の
内
実
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
︒

上
記
二
点
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
本
稿
で
は
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
と
い
う
二
つ
の
物
語
を
手
掛
か
り
と
し
て

検
討
を
進
め
る⑩
︒
文
化
を
考
え
る
う
え
で
文
学
作
品
を
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
次
の
理
由
に
よ
る
︒
日
本
史
学
と
国
文
学
は
︑
と
も
に

﹁
文
字
﹂
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
モ
ノ
を
扱
う
と
い
う
点
で
親
近
性
が
あ
る
と
い
え
る
︒
よ
っ
て
︑
文
学
作
品
と
歴
史
資
料
を
﹁
文
字
﹂
と
い
う

媒
体
を
介
し
て
統
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
︑
文
化
の
内
実
に
関
し
て
も
史
学
的
な
実
証
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
日
本
史
学
と
国
文

学
と
い
う
複
眼
的
な
視
点
に
よ
っ
て
︑
よ
り
明
確
な
国
風
文
化
像
を
構
築
し
た
い
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
の
二
つ
の
物
語
は
渡
海
経
験
の
無
い
人
物
が
記
し
た
異
国
訪
問
譚
で
あ
り
︑
そ
こ
で
描
か
れ
る
異
国
は
作
者
の
想
像
の
限
り

を
尽
く
し
て
書
か
れ
た
虚
構
の
世
界
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
物
語
中
の
異
国
に
史
実
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
人
々
が
思
い
描
い
た

異
国
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
当
時
実
際
に
渡
海
し
た
日
本
人
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
︑
一
般
的
に
抱
か
れ
て
い
た
中
国
像
と
は
︑
む
し
ろ
物
語
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
虚
構
の
中
国
像
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
を
紐
解
く
こ
と
で
︑

国
風
文
化
期
に
お
い
て
当
時
の
人
々
が
中
国
文
化
と
し
て
認
識
し
た
も
の
︑
つ
ま
り
国
風
文
化
に
お
け
る
﹁
和
﹂
に
対
す
る
﹁
漢
﹂
の
様
相
が

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
作
業
を
通
し
て
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
中
国
像
の
拠
り
所
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
︑
ま
た
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
当

時
の
中
国
文
化
の
受
容
の
在
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
で
︑
国
風
文
化
の
基
盤
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
︒
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①

山
内
晋
次
﹃
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
︑
榎

本
淳
一
﹃
唐
王
朝
と
古
代
日
本
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
︑
渡
邊
誠
﹃
平
安
時

代
貿
易
管
理
制
度
史
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
二
︑
皆
川
雅
樹
﹃
日
本
古

代
王
権
と
唐
物
交
易
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四
な
ど

②

榎
本
淳
一
﹁
﹁
国
風
文
化
﹂
の
成
立
﹂
前
掲
﹃
唐
王
朝
と
古
代
日
本
﹄
︵
初
出
：

一
九
九
七
︶

③

河
添
房
江
﹁
鴻
臚
館
に
行
く
光
る
君
﹂
﹃
源
氏
物
語
時
空
論
﹄
東
京
大
学
出
版

会
︑
二
〇
〇
五
︑
十
三
頁
︵
初
出
：
二
〇
〇
四
︶

④

西
本
昌
弘
﹁
﹁
唐
風
文
化
﹂
か
ら
﹁
国
風
文
化
﹂
へ
﹂
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄

第
五
巻
・
古
代
五
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五

⑤

東
野
治
之
﹃
遣
唐
使
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
七
︑
一
七
九
頁

⑥

吉
川
真
司
﹁
摂
関
政
治
と
国
風
文
化
﹂
京
都
大
学
大
学
院
・
文
学
研
究
科
編

﹃
世
界
の
中
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

そ
の
普
遍
性
と
現
代
性
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇

一
〇

⑦

根
立
研
介
﹁
南
都
再
興
造
仏
に
お
け
る
﹁
中
国
﹂
美
術
の
受
容
と
慶
派
彫
刻
様

式
の
形
成
﹂
﹃
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会

運
慶
と
慶
派
・
七
条
仏
師
を
中
心

に

﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
六
︵
初
出
：
二
〇
〇
五
︶
︑
皿
井
氏
の
主
張
に
関
し

て
は
︑
皿
井
舞
﹁
日
宋
交
流
と
彫
刻
様
式
の
転
換
﹂
︵
新
編
森
克
己
著
作
集
編
集

委
員
会
編
﹃
増
補
日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題
﹄
新
編
森
克
己
著
作
集
四
︑
勉
誠
出

版
︑
二
〇
一
一
︶
に
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

⑧

佐
藤
全
敏
﹁
国
風
と
は
何
か
﹂
鈴
木
靖
民
・
金
子
修
一
・
田
中
史
生
・
李
成
市

編
﹃
日
本
古
代
交
流
史
入
門
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
七
︒
引
用
箇
所
は
三
〇
九
頁
︒

同
﹁
古
代
日
本
に
お
け
る
﹁
権
力
﹂
の
変
容
﹂
﹃
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
﹄

東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八

⑨

千
野
香
織
﹁
日
本
美
術
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
﹃
千
野
香
織
著
作
集
﹄
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑

二
〇
一
〇
︵
初
出
：
一
九
九
四
︶

⑩

異
国
訪
問
譚
と
し
て
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
が
先
行
す
る
︒
し
か
し
﹃
う
つ
ほ
物

語
﹄
は
現
実
世
界
と
し
て
の
異
国
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
意
識
に
乏
し
く
︑
本
稿

の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
︒
し
た
が
っ
て
今
回
の
検
討
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
︒

第
一
章

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
め
ぐ
っ
て

物
語
・
絵
画
に
よ
る
文
化
受
容

第
一
節

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
概
要

本
章
で
は
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
検
討
す
る
︒
ま
ず
は
作
者
と
成
立
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
よ
う
︒

他
の
中
世
以
前
の
物
語
同
様
︑
作
者
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
傍
証
に
よ
っ
て
推
定
が
可
能
で
あ
る
︒
御
物
本
﹃
更
級
日
記
﹄
の
藤

原
定
家
筆
に
よ
る
識
語
に
︑
﹁
ひ
た
ち
の
か
み
す
が
は
ら
の
た
か
す
ゑ
の
む
す
め
の
日
記
也
︿
母
倫
寧
朝
臣
女
︒
﹀
︒
傅
の
と
の
の
は
は
う
へ
の

め
ひ
也
︒
よ
は
の
ね
ざ
め
︑
み
つ
の
は
ま
ま
つ
︑
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
︑
あ
さ
く
ら
な
ど
は
︑
こ
の
日
記
の
人
つ
く
ら
れ
た
る
ぞ
﹂
と
あ
る
︒
傍
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線
部
の
﹁
み
つ
の
は
ま
ま
つ
﹂
は
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
こ
と
で
あ
り
︑
本
物
語
の
作
者
を
菅
原
孝
標
女
と
見
る
説
が
当
時
存
在
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
︒
か
つ
て
は
孝
標
女
を
物
語
作
者
と
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
も
存
在
し
た
が
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
﹃
更
級
日
記
﹄

の
内
容
の
親
近
性
な
ど
か
ら
︑
現
在
で
は
孝
標
女
を
作
者
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る①
︒
こ
の
物
語
が
彼
女
の
三
十
代
か
ら
晩
年
の
五
十
代
ま
で

に
執
筆
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
成
立
は
十
一
世
紀
中
葉
と
な
る
︒
本
作
は
元
来
六
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
首
巻
は
散
逸
し
て
お
り
︑
五

巻
分
が
現
存
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
唐
を
舞
台
と
す
る
の
は
現
存
巻
一
の
み
で
あ
る
︒

第
二
節

異
国
描
写
と
漢
籍

そ
れ
で
は
具
体
的
に
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
異
国
表
現
を
見
て
い
こ
う
︒
物
語
中
で
は
中
国
の
様
々
な
地
名
・
人
物
名
が
散
見
す
る
︒
以

下
に
一
例
を
示
す
︒
傍
線
部
が
中
国
の
地
名
で
あ
る
︒

も
ろ
こ
し
の
温
嶺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
︑
七
月
の
上
の
十
日
に
お
は
し
ま
し
着
き
ぬ
︒
そ
こ
を
立
ち
て
︑
杭
州
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
泊
り
給
ふ
︒
︵
中
略
︶
そ
こ

よ
り
こ
ほ
う
だ
う
に
着
き
給
ふ
︒
︵
中
略
︶
歴
陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
船
と
め
て
︑
そ
れ
よ
り
華
山
と
い
ふ
山
︑
峰
高
く
谷
深
く
︑
は
げ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な

し
︒
︵
中
略
︶
山
越
え
果
て
ぬ
れ
ば
︑
函
谷
の
関
に
着
き
給
ひ
て
︑
日
︑
暮
れ
ぬ
れ
ば
︑
関
の
も
と
に
泊
り
給
ひ
ぬ
︒
︵
巻
一
・
三
一
頁
︶

引
用
し
た
の
は
巻
一
の
冒
頭
部
分
︑
主
人
公
の
中
納
言
一
行
が
長
安
の
都
に
到
着
す
る
ま
で
の
部
分
で
あ
る
︒
中
国
の
地
名
は
特
に
物
語
冒

頭
に
集
中
し
て
見
ら
れ
︑
読
者
を
異
国
と
い
う
舞
台
に
誘
導
す
る
仕
掛
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
は
物
語

の
進
行
に
お
い
て
特
別
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
︑
﹁
中
国
ら
し
さ
﹂
を
演
出
す
る
た
め
に
日
本
人
に
な
じ
み
深
い
も
の
が
記
号
的
に
織
り

込
ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︒

人
物
名
お
よ
び
そ
の
人
物
に
関
わ
る
故
事
に
つ
い
て
は
︑
潘
岳
︵
巻
三
で
は
宋
玉
と
の
混
同
が
見
ら
れ
る
︶
︑
楊
貴
妃
︑
王
昭
君
︑
李
夫
人
︑
上
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陽
白
髪
人
︑
王
子
猷
︑
西
王
母
︑
東
方
朔
へ
の
言
及
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
人
物
は
﹃
漢
書
﹄
﹃
晋
書
﹄
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹃
世
説
新
語
﹄

﹃
蒙
求
﹄
﹃
西
京
雑
記
﹄
﹃
漢
武
内
伝
﹄
な
ど
の
漢
籍
に
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
で
参
照
さ
れ
た
漢

籍
は
一
見
多
岐
に
わ
た
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
︒
少
な
く
と
も
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
つ
い
て
は
︑
直
接
か
間
接
か
は
不
明
な
が
ら
︑
本
文

が
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
次
の
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

か
の
国
に
は
︑
女
す
ぐ
れ
た
る
な
る
べ
し
︒
楊
貴
妃
︑
王
昭
君
︑
李
夫
人
な
ど
言
ひ
て
︑
あ
が
り
て
の
世
に
も
あ
ま
た
あ
り
け
り
︒
上
陽
宮
に
な
が
め
た

る
女
も
︑
﹁
眼
は
芙
蓉
に
似
た
り
︑
胸
は
玉
に
似
た
り
﹂
と
誉
め
た
り
︒
︵
巻
三
・
二
六
七
頁
︶

こ
れ
は
︑
中
納
言
の
帰
国
後
︑
帝
が
中
納
言
に
唐
の
様
子
を
尋
ね
る
場
面
で
の
一
節
で
あ
る
︒
傍
線
部
は
︑
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹁
上
陽
白
髪
人
﹂
の

中
の
一
節
︑
﹁
瞼
似
壱

芙
蓉
一

胸
似
飲

玉
﹂
を
読
み
下
し
た
も
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
作
者
が
こ
れ
ら
の
原
典
を
実
際
に
全
て
読
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
は
︑
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
︑

先
に
挙
げ
た
人
物
が
全
て
﹃
唐
物
語
﹄
に
も
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
既
に
池
田
利
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る②
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
漢
籍
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
こ
の
事
実
は
看
過
し
え
な
い
︒

﹃
唐
物
語
﹄
と
は
中
国
の
故
事
を
和
文
に
翻
案
し
た
物
語
で
あ
る
︒
作
者
は
藤
原
成
範
が
有
力
視
さ
れ
て
お
り
︑
十
二
世
紀
後
半
の
成
立
と

考
え
ら
れ
て
い
る
︒
小
林
保
治
氏
は
︑
﹁
﹃
唐
物
語
﹄
が
︑
中
国
故
事
一
般
で
は
な
く
︑
漢
文
学
を
じ
か
に
摂
取
す
る
学
力
は
な
い
が
︑
和
歌
文

学
に
は
相
当
の
素
養
が
あ
る
人
々
で
︑
教
養
と
し
て
の
漢
文
学
の
習
得
を
ね
が
う
読
者
層
の
要
望
に
応
え
う
る
内
容
の
中
国
故
事
の
翻
訳
物
語

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た③
﹂
と
指
摘
す
る
︒
も
っ
と
も
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
成
立
は
十
一
世
紀
中
葉
と
考
え
ら
れ
︑
﹃
唐
物
語
﹄
よ
り

も
一
世
紀
以
上
先
行
し
︑
﹃
唐
物
語
﹄
か
ら
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
へ
の
直
接
の
文
学
的
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物

語
﹄
と
﹃
唐
物
語
﹄
に
見
え
る
人
物
名
の
一
致
に
つ
い
て
妥
当
な
解
釈
は
︑
﹃
唐
物
語
﹄
は
当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
中
国
説
話
を
選
択
し
て
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翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
説
話
は
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
制
作
以
前
の
段
階
で
︑
既
に
貴
族
層
に
親
し
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
を
史
料
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
例
が
︑
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
下
書
き
に
し
た
﹁
長
恨
歌
﹂
の
貴
族
社
会
へ
の
浸
透
の
様
子
で
あ

る
︒
﹃
伊
勢
集
﹄
五
二
～
五
六
番
和
歌
詞
書
に
﹁
長
恨
歌
の
屛
風
を
︑
亭
子
院
の
み
か
ど
か
か
せ
た
ま
ひ
て
︑
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
よ
ま
せ
た

ま
ひ
け
る
︒
み
か
ど
の
御
に
な
し
て
﹂
と
あ
り
︑
宇
多
天
皇
の
時
代
に
は
﹁
長
恨
歌
の
屛
風
﹂
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
作
者
を
菅
原
孝
標
女
と
し
た
場
合
︑
﹃
更
級
日
記
﹄
の
次
の
記
述
は
注
目
さ
れ
る
︒

世
の
中
に
長
恨
歌
と
い
ふ
ふ
み
を
︑
物
語
に
書
き
て
あ
る
と
こ
ろ
あ
ん
な
り
と
聞
く
に
︑
い
み
じ
く
ゆ
か
し
け
れ
ど
︑
え
い
ひ
よ
ら
ぬ
に
︑
さ
る
べ
き
た

よ
り
を
尋
ね
て
︑
七
月
七
日
い
ひ
や
る
︒
︵
三
〇
三
頁
︶

﹁
ふ
み
﹂
は
漢
文
を
指
す
語
で
あ
り
︑
﹁
長
恨
歌
と
い
ふ
ふ
み
﹂
が
漢
詩
と
し
て
の
﹁
長
恨
歌
﹂
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
︑
そ
れ
を
さ

ら
に
﹁
物
語
に
書
﹂
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
和
文
の
物
語
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
に
つ
い
て
は
︑
﹃
白

氏
文
集
﹄
や
﹁
長
恨
歌
伝
﹂
を
読
ま
ず
と
も
︑
絵
画
や
物
語
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
っ
た
︒
ま
た
王
昭
君
も

﹃
千
載
佳
句
﹄
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
一
部
門
を
構
成
し
て
い
る
ほ
か
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
絵
合
﹂
か
ら
絵
画
化
作
例
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

そ
の
他
の
人
物
に
関
し
て
も
︑
複
数
の
物
語
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
既
に
広
く
知
ら
れ
た
逸
話
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ

れ
ら
の
著
名
な
逸
話
は
︑
物
語
化
・
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
原
典
か
ら
離
れ
て
個
別
に
流
布
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
見
え
る
人
物
名
は
︑
そ
の
直
接
の
典
拠
と
な
っ
た
漢
籍
を
見
る
と
一
見
高
い
漢
文
知
識
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
が
︑

実
は
﹃
唐
物
語
﹄
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
な
著
名
な
人
物
の
み
に
限
ら
れ
て
お
り
︑
作
者
が
全
て
の
原
典
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い

と
い
え
よ
う
︒
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次
に
物
語
中
に
引
用
さ
れ
た
漢
詩
に
注
目
し
よ
う
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
唐
后
は
唐
人
の
父
と
日
本
人
の
母
を
持
つ
と
い
う
特
異
な
設

定
を
持
ち
︑
物
語
中
で
は
和
歌
の
応
答
が
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
漢
詩
も
数
例
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
例
と
し
て
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
︒

・
あ
は
れ
に
心
細
く
︑
﹁
蒼
波
路
遠
し
雲
千
里
﹂
と
う
ち
誦
じ
給
へ
る
を
︑
御
供
に
わ
た
る
博
士
ど
も
︑
涙
を
流
し
て
︑
﹁
白
霧
山
深
し
鳥
一
声
﹂
と
添
へ
た

り
︒
︵
巻
一
・
三
二
頁
︶

・
御
門
︑
空
を
い
た
く
な
が
め
給
ひ
つ
つ
︑
﹁
天
に
あ
ら
ば
比
翼
の
鳥
と
な
り
︑
地
に
あ
ら
ば
連
理
の
枝
と
な
ら
む
﹂
と
︑
お
し
か
へ
し
つ
つ
誦
じ
給
へ
る
御

け
し
き
︑
后
の
御
こ
と
を
思
ひ
出
で
給
へ
る
な
る
べ
し
と
︑
︵
巻
一
・
八
二
頁
︶

一
例
目
は
長
安
に
向
か
う
中
納
言
一
行
が
詩
を
吟
じ
て
い
る
場
面
で
あ
り
︑
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
行
旅
に
収
め
ら
れ
た
橘
直
幹
の
漢
詩
の
引
用

で
あ
る
︒
二
例
目
は
遠
く
離
れ
た
蜀
山
に
隠
棲
す
る
后
を
想
っ
て
唐
の
御
門
が
朗
誦
す
る
場
面
で
あ
り
︑
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹁
長
恨
歌
﹂
の
著
名
な

一
節
の
引
用
で
あ
る
︒
そ
の
他
物
語
中
に
引
用
さ
れ
た
漢
詩
に
つ
い
て
も
︑
出
典
未
詳
の
一
例
を
除
く
ほ
か
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄

に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り④
︑
作
者
が
こ
れ
ら
の
書
物
を
参
照
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
物
語
中
で
選
ば
れ
た
漢
詩
か
ら
︑

そ
の
引
用
方
法
に
つ
い
て
も
推
測
で
き
る
︒
例
え
ば
一
例
目
の
長
安
へ
の
旅
の
場
面
で
は
﹁
行
旅
部
﹂
か
ら
漢
詩
を
引
用
し
て
お
り
︑
﹃
和
漢

朗
詠
集
﹄
の
部
門
と
物
語
中
の
場
面
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
一
致
す
る
︒
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
で
は
古
今
東
西
の
秀
句
が
多
く
の
部
門
に
分
け

て
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
平
安
時
代
の
貴
族
に
は
そ
の
時
々
の
場
面
に
応
じ
て
ど
の
句
が
ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い
て
の
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
二
例
目
に
挙
げ
た
﹁
長
恨
歌
﹂
の
一
節
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
桐
壺
﹂
で
桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
と
の
別
れ
を
悼
む
場
面
で
も
引
用

さ
れ
る
が
︑
そ
の
状
況
は
﹁
遠
く
別
れ
た
人
を
恋
い
慕
う
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
近
似
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て

﹃
白
氏
文
集
﹄
利
用
に
つ
い
て
も
本
作
独
自
の
観
点
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
ず
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
見
え
る
よ
う
な
当
時
の
一
般
的
な
解
釈
に

従
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
な
お
︑
他
の
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
出
典
と
す
る
事
例
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
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で
き
る
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
作
者
は
︑
数
あ
る
漢
詩
か
ら
場
面
に
適
し
た
も
の
を
全
く
自
ら
の
見
解
に
よ
っ
て
選
ん
だ
の
で
は
な
く
︑

当
時
の
貴
族
社
会
で
共
有
さ
れ
た
知
識
に
従
っ
て
場
面
に
適
し
た
漢
詩
を
引
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
漢
籍
由
来
の
異
国
表
現
を
概
観
し
て
き
た
︒
以
上
よ
り
浮
か
び
上
が
る
の
は
︑
本
作
の
作
者

は
明
ら
か
に
﹃
白
氏
文
集
﹄
や
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
参
照
し
て
い
る
も
の
の
︑
漢
文
読
解
能
力
に
特
別
優
れ
て
い
た
と
は
評
価
し
難
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
中
国
の
地
名
の
理
解
は
表
面
的
で
あ
り
︑
漢
詩
の
引
用
に
し
て
も
︑
当
時
の
常
識
に
従
っ
て
場
面
に
適
し
た
も
の
を
採
用
す
る

に
と
ど
ま
る
︒
中
国
の
人
物
名
に
し
て
も
︑
当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
逸
話
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
浜
松
中
納
言
物

語
﹄
の
作
者
は
︑
あ
る
程
度
の
漢
籍
の
知
識
を
有
し
て
い
な
が
ら
も
︑
そ
の
知
識
に
は
限
界
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
背
景
を
︑
作

者
と
目
さ
れ
る
菅
原
孝
標
女
の
出
自
か
ら
考
え
て
み
よ
う⑤
︒

菅
原
孝
標
女
の
出
身
氏
族
で
あ
る
菅
原
氏
は
︑
周
知
の
よ
う
に
高
名
な
学
問
の
家
系
で
あ
る
︒
孝
標
女
は
菅
原
道
真
か
ら
数
え
て
六
代
目
に

当
た
る
が
︑
そ
の
間
に
あ
た
る
高
視
・
雅
規
・
資
忠
︵
孝
標
女
祖
父
︶
ま
で
大
学
頭
や
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
孝
標
女
の
兄
の
定
義

も
大
学
頭
・
文
章
博
士
で
あ
る
︒
た
だ
し
父
親
の
孝
標
は
実
務
官
人
の
道
を
進
み
︑
蔵
人
・
右
衛
門
尉
・
上
総
介
・
常
陸
介
な
ど
を
歴
任
し
た
︒

孝
標
女
の
実
母
は
藤
原
倫
寧
女
で
あ
る
が
︑
彼
女
の
異
母
妹
に
は
︑
定
家
識
語
に
﹁
傅
の
と
の
の
は
は
う
へ
﹂
と
記
さ
れ
る
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
作

者
の
藤
原
道
綱
母
が
い
る
︒
ま
た
少
女
時
代
の
孝
標
女
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
継
母
上
総
大
輔
は
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
一
首
撰
歌
さ
れ
て

い
る⑥
︒
こ
の
よ
う
に
︑
孝
標
女
を
め
ぐ
る
家
系
は
︑
漢
学
に
秀
で
た
父
方
の
家
系
に
加
え
︑
母
・
継
母
の
家
系
に
も
文
学
的
才
能
に
恵
ま
れ
た

人
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
学
問
の
家
出
身
の
女
性
と
い
え
ば
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
が
︑
紫
式
部
で
あ
る
︒
兄
弟
に
あ
た
る
惟
規
が
漢
文
を
音
読
し
て
い
る
の

を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
彼
よ
り
も
早
く
内
容
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
記
述
は
︑
家
庭
に
お
け
る
漢
文
学
習
を
考
え
る

う
え
で
参
考
に
な
る
︒
孝
標
女
に
は
大
学
頭
・
文
章
博
士
に
な
っ
た
兄
定
義
が
お
り
︑
彼
の
幼
少
時
に
も
漢
学
教
育
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
︒
家
に
多
く
の
漢
籍
を
所
蔵
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
︑
孝
標
女
は
漢
籍
を
実
見
す
る
こ
と
も
家
族
の
会
話
か
ら
漢
詩
文
の
知
識
を
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得
る
こ
と
も
可
能
な
環
境
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
漢
籍
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
ず
︑
む
し
ろ
物
語
へ
の
熱
中
が
書
か
れ
る
︒

孝
標
女
は
帰
京
の
後
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
在
中
将
﹄
﹃
と
ほ
ぎ
み
﹄
﹃
せ
り
河
﹄
﹃
し
ら
ら
﹄
﹃
あ
さ
う
づ
﹄
﹁
長
恨
歌
の
物
語
﹂
﹃
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る

宮
﹄
を
入
手
す
る
︒
彼
女
の
文
学
的
素
養
の
拠
り
所
は
あ
く
ま
で
も
和
文
で
書
か
れ
た
物
語
で
あ
り
︑
学
問
の
家
出
身
と
は
い
え
紫
式
部
の
よ

う
に
は
漢
籍
に
傾
倒
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

以
上
よ
り
︑
孝
標
女
が
学
問
の
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
漢
籍
利
用
に
お
い
て
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
が
︑
本
稿
の
立
場
と
し
て
は
そ
の
点
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
︒
む
し
ろ
重
視
す
べ
き
は
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
中
国
知

識
の
背
景
に
あ
る
︑
本
格
的
に
漢
籍
を
学
ば
な
く
と
も
類
書
的
知
識
や
和
文
の
物
語
に
よ
っ
て
中
国
の
故
事
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
た
︑

当
時
の
社
会
状
況
で
あ
る⑦
︒

第
三
節

異
国
描
写
と
絵
画

さ
て
本
物
語
か
ら
は
︑
漢
籍
利
用
と
は
別
の
異
国
描
写
方
法
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
︒
そ
れ
は
絵
画
に
基
づ
く
異
国
描
写
で
あ
る
︒
本

節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
は
絵
画
的
な
異
国
描
写
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
端
的
に
表
れ
た

箇
所
を
引
用
す
る
︒

︵
琴
の
主
＝
唐
后
の
︶
お
は
し
ま
す
と
こ
ろ
は
︑
京
の
檜
皮
の
色
も
せ
ず
︑
紺
青
を
塗
り
か
へ
し
た
る
や
う
に
︑
た
だ
お
ほ
か
た
の
調
度
は
赤
き
に
︑
朱

塗
り
た
る
さ
ま
に
て
︑
錦
の
縁
さ
し
た
る
御
簾
ど
も
︑
か
け
渡
し
飾
ら
れ
た
る
に
︑
辰
巳
の
方
に
︑
大
き
な
る
山
よ
り
滝
高
く
落
ち
た
る
を
︑
湧
き
か
へ

り
待
ち
受
け
た
る
岩
の
た
た
ず
ま
ひ
︑
世
の
つ
ね
な
ら
ず
︒
︵
中
略
︶
そ
な
た
の
つ
ま
の
御
簾
捲
き
あ
げ
て
︑
い
み
じ
う
し
や
う
ぞ
き
た
る
女
房
︑
う
る
は

し
く
髪
上
げ
︑
裙
帯
︑
領
巾
な
ど
し
て
︑
い
ろ
い
ろ
団
扇
を
さ
し
隠
し
つ
つ
︑
錦
を
敷
け
る
縁
に
︑
十
余
人
ば
か
り
な
ら
び
ゐ
た
り
︒
上
手
の
描
き
た
り

し
唐
絵
に
た
が
は
ず
︒
︵
巻
一
・
三
九
頁
︶
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こ
こ
で
は
平
安
京
の
檜
皮
の
色
に
対
比
す
る
形
で
中
国
建
築
の
色
が
描
写
さ
れ
て
お
り
︑
非
常
に
絵
画
的
な
表
現
で
あ
る
︒
当
時
の
認
識
で

は
︑
中
国
の
色
と
は
﹁
紺
青
﹂
で
あ
り
﹁
赤
﹂
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
色
の
原
則
は
現
存
す
る
異
国
を
描
い
た
絵
巻
で
も
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る⑧
︒

ま
た
︑
こ
う
し
た
建
築
は
日
本
で
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒
平
安
京
で
も
大
極
殿
・
朝
堂
院
・
豊
楽
院
・
神
泉
苑
・
東
寺
・

西
寺
な
ど
か
ら
緑
釉
瓦
が
出
土
し
て
い
る⑨
︒
た
だ
し
こ
う
し
た
華
や
か
な
彩
色
の
施
さ
れ
た
建
築
物
は
宮
殿
や
寺
院
に
限
ら
れ
て
お
り
︑
平
安

時
代
の
人
の
目
に
は
異
国
風
な
存
在
と
し
て
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
お
け
る
中
国
建
築
の
描
写
の
視
覚
的
源
泉
と

し
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
都
の
宮
殿
建
築
や
寺
院
建
築
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
な
い
こ
と
は
後
に
続
く
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
す

な
わ
ち
﹁
髪
上
げ
﹂
し
た
女
房
た
ち
の
姿
に
つ
い
て
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
作
者
は
﹁
上
手
の
描
き
た
り
し
唐
絵
に
た
が
は
ず
﹂
と
説
明

し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
髪
上
げ
﹂
の
女
房
は
︑
古
記
録
や
物
語
に
も
し
ば
し
ば
見
え
る
︒
例
え
ば
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
も
髪
上
げ
の
女
房
の
姿
が

描
写
さ
れ
る
が
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
こ
で
も
そ
の
情
景
を
﹁
唐
絵
を
を
か
し
げ
に
か
き
た
る
や
う
な
り
﹂
︵
一
五
四
頁
︶
と
表
現
し
て
い
る
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
こ
こ
で
紫
式
部
が
﹁
唐
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
書
か
ず
︑
﹁
唐
絵﹅

の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
微
妙
に
異
な
る
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
︑
当
時
の
中
国
像
が
︑
既
に
日
本
に
定
着
し
て
い
た
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
﹁
唐
絵
﹂
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
宮
殿
の
様
子
や
唐
人
の
風
俗
は
︑
日
本
で
も
そ
の
片
鱗
を
目
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
︑
主
要
な
情
報
源
と

し
て
は
唐
絵
が
想
定
さ
れ
る
︒
先
に
引
用
し
た
部
分
で
﹁
唐
絵
に
た
が
は
ず
﹂
が
直
接
指
し
て
い
る
は
直
前
の
女
房
達
の
姿
の
み
の
よ
う
で
あ

る
が
︑
そ
の
前
の
部
分
も
含
め
て
唐
絵
の
印
象
が
強
い
︒

以
上
第
二
・
三
節
か
ら
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
お
け
る
異
国
描
写
に
は
︑
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
と
い
っ
た
類
書
的
知
識
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑

物
語
や
唐
絵
の
存
在
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
次
に
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
物
語
・
絵
画
と
女
性
の
関
係
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
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第
四
節

文
学
・
絵
画
に
よ
る
文
化
受
容

平
安
時
代
に
お
け
る
読
書
の
在
り
方
は
︑
必
ず
し
も
現
在
の
よ
う
な
﹁
本
を
読
む
﹂
行
為
に
は
限
定
さ
れ
な
い
︒
玉
上
琢
彌
氏
は
物
語
音
読

論
を
提
唱
し
︑
﹁
文
を
女
房
に
読
ま
し
て
正
身
は
絵
を
見
て
い
る
と
い
う
の
が
昔
物
語
の
普
通
な
ま
た
正
し
い
楽
し
み
方
で
あ
っ
た⑩
﹂
と
す
る
︒

﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
東
屋
︵
一
︶
で
は
︑
浮
舟
が
絵
を
見
︑
女
房
が
文
を
読
み
聞
か
せ
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
︑
上
流
貴
族
の
女
性

を
中
心
と
し
て
こ
の
よ
う
な
読
書
形
態
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
物
語
と
絵
画
と
は
本
来
的
に
深
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
︒

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
唐
絵
の
存
在
を
前
提
と
し
た
表
現
や
﹃
更
級
日
記
﹄
に
見
え
る
長
恨
歌
の
物
語
の
存
在
を
踏
ま
え
る
と
︑

女
性
の
中
国
文
化
受
容
を
考
え
る
に
あ
た
り
絵
画
や
物
語
と
い
っ
た
受
容
の
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒
本
節
で
は
絵
物
語
も
含
む
文
学
の

受
容
の
在
り
方
を
︑
身
分
ご
と
に
検
討
し
て
い
く
︒

最
初
に
︑
玉
上
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
︑
本
人
は
絵
を
見
な
が
ら
女
房
に
文
を
読
ま
せ
て
絵
物
語
を
鑑
賞
す
る
︑
上
流
貴
族
の
女
性
た
ち
の

享
受
方
法
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
︑
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
一
節
で
あ
る
︒

か
や
う
の
こ
と
︵
定
子
が
女
御
に
な
っ
た
こ
と
︶
に
つ
け
て
も
︑
大
納
言
殿
︵
藤
原
道
兼
︶
は
い
と
う
ら
や
ま
し
う
︑
女
君
の
お
は
せ
ぬ
こ
と
を
思
さ
る

べ
し
︒
粟
田
と
い
ふ
所
に
い
み
じ
う
を
か
し
き
殿
を
え
も
い
は
ず
仕
立
て
て
︑
そ
こ
に
通
は
せ
た
ま
ひ
て
︑
御
障
子
の
絵
に
は
名
あ
る
所
々
を
か
か
せ
た

ま
ひ
て
︑
さ
べ
き
人
々
に
歌
詠
ま
せ
た
ま
ふ
︒
世
の
中
の
絵
物
語
は
書
き
集
め
さ
せ
た
ま
ひ
︑
女
房
︑
数
も
知
ら
ず
集
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
た
だ
あ
ら
ま

し
ご
と
を
の
み
い
そ
ぎ
思
し
た
る
も
︑
を
か
し
く
見
た
て
ま
つ
る
︒
︵
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
・
一

一
六
八
頁
︶

こ
こ
で
は
︑
定
子
の
入
内
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
藤
原
道
兼
が
︑
娘
の
誕
生
を
待
た
ず
し
て
︑
障
子
絵
を
制
作
さ
せ
る
と
と
も
に
絵
物
語

を
収
集
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
入
内
を
見
据
え
た
娘
の
養
育
の
た
め
に
︑
父
親
は
絵
物
語
を
揃
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
︒

国風文化期における中国文化受容（小塩）

13 (653)



物
語
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
女
房
も
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
別
史
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
︒
例
え
ば
絵﹅

物
語
で
は
な
い
が
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
は

物
語
制
作
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
︒
﹁
い
ろ
い
ろ
の
紙
選
り
と
と
の
へ
て
︑
物
語
の
本
ど
も
そ
へ
つ
つ
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
み
書
く
ば
る
︒

か
つ
は
綴
ぢ
あ
つ
め
し
た
た
む
る
を
役
に
て
︑
明
か
し
暮
ら
す
﹂
︵
一
六
七
頁
︶
と
あ
る
の
が
︑
具
体
的
な
作
業
の
様
子
で
あ
る
︒
こ
の
冊
子
は

﹃
源
氏
物
語
﹄
と
も
目
さ
れ
て
お
り
︑
彰
子
の
父
親
で
あ
る
道
長
が
﹁
よ
き
つ
ぎ
︑
墨
︑
筆
な
ど
﹂
︵
一
六
八
頁
︶
を
準
備
し
︑
冊
子
づ
く
り
を

援
助
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
︒
ま
た
﹃
大
斎
院
前
の
御
集
﹄
︵
九
二
～
九
七
番
和
歌
︶
で
も
︑
選
子
内
親
王
の
サ
ロ
ン
で
﹁
物
語
司
﹂
が

設
け
ら
れ
物
語
が
制
作
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
伊
井
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
に
収
集
・
制
作
さ
れ
た
絵
物
語
は
︑
単
に
娯
楽
の

た
め
の
読
書
だ
け
で
は
な
く
女
子
の
教
育
と
し
て
の
意
味
も
強
か
っ
た
と
い
う⑪
︒
上
流
階
級
に
お
い
て
は
︑
娯
楽
と
教
育
と
い
う
二
つ
の
目
的

の
た
め
に
絵
物
語
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
女
房
の
力
も
借
り
て
制
作
さ
れ
︑
女
主
人
の
読
書
に
供
さ
れ
て
い
た
︒

次
に
中
流
階
級
に
お
け
る
物
語
享
受
の
あ
り
方
を
見
て
い
こ
う
︒
﹃
更
級
日
記
﹄
は
︑
中
流
貴
族
の
女
性
の
少
女
時
代
の
様
子
を
伝
え
る
稀

有
な
史
料
で
も
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
物
語
の
入
手
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
︑
上
流
貴
族
と
は
大
き
く
異
な
る
様
相
が
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
︒

ま
ず
物
語
の
流
通
範
囲
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
で
は
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑

日
記
冒
頭
で
孝
標
女
が
等
身
の
薬
師
仏
に
﹁
京
に
と
く
上
げ
た
ま
ひ
て
︑
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
︑
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
︵
二
七

九
頁
︶
と
祈
る
場
面
か
ら
う
か
が
え
る
︒
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
上
総
国
か
ら
記
述
が
始
ま
る
が
︑
そ
の
時
点
で
は
﹁
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も

の
の
あ
ん
な
る
﹂
︵
同
︶﹁
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
﹂
と
︑
伝
聞
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
が
用
い
ら
れ
る
︒
そ
し
て
日
記
中
で
物
語
が
登
場
す

る
の
も
︑
帰
京
以
後
で
あ
る
︒
無
論
﹃
更
級
日
記
﹄
は
作
者
が
後
年
に
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
脚
色
が
多
分

に
含
ま
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
十
三
歳
の
孝
標
女
が
そ
れ
ま
で
物
語
と
い
う
も
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
︑

上
総
国
に
お
け
る
孝
標
女
の
身
辺
に
物
語
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
て
よ
か
ろ
う
︒

次
い
で
物
語
の
入
手
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
親
類
や
知
人
づ
て
に
物
語
を
得
て
い
る
︒
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
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次
の
一
節
で
あ
る
︒

﹁
物
語
も
と
め
て
見
せ
よ
︑
物
語
も
と
め
て
見
せ
よ
﹂
と
︑
母
を
せ
む
れ
ば
︑
三
条
の
宮
に
︑
親
族
な
る
人
の
︑
衛
門
の
命
婦
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
︑
尋

ね
て
︑
文
遣
り
た
れ
ば
︑
め
づ
ら
し
が
り
て
よ
ろ
こ
び
て
︑
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
︑
わ
ざ
と
め
で
た
き
冊
子
ど
も
︑
硯
の
筥
の
蓋
に
入
れ
て
お
こ

せ
た
り
︒
︵
二
九
四
頁
︶

帰
京
間
も
な
い
菅
原
孝
標
女
は
︑
衛
門
の
命
婦
と
し
て
三
条
の
宮
に
仕
え
て
い
た
親
族
か
ら
宮
の
御
前
の
冊
子
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
こ
の
﹁
三
条
の
宮
﹂
と
は
︑
御
物
本
に
﹁
一
品
脩
子
内
親
王
﹂
と
注
記
の
あ
る
よ
う
に
脩
子
内
親
王
を
指
し
︑
﹃
小
右
記
﹄
長
和
二
年

︵
一
〇
一
三
︶
正
月
廿
七
日
条
﹁
今
夜
故

(
一
条
院
)
院
一
品
内
親
王
渡
壱-
給
三
条
宮
一

﹂
の
記
述
と
も
合
致
す
る
︒
主
人
か
ら
女
房
に
物
語
が
下
賜
さ
れ
る

と
い
う
状
況
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
︑
﹃
大
斎
院
前
の
御
集
﹄
九
六
番
和
歌
詞
書
︑
﹁
物
語
の
清
書
き
せ
さ
せ
給
ひ
て
︑
古
き
は
司

の
人
に
配
ら
せ
給
へ
ば
︑
物
語
の
頭
︑
民
部
の
も
と
に
や
る
と
て
﹂
と
い
う
記
述
で
あ
る
︒
衛
門
の
命
婦
が
同
様
の
経
緯
で
冊
子
を
入
手
し
た

か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
物
語
制
作
の
際
に
古
く
な
っ
た
本
が
女
房
に
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
︒

こ
の
よ
う
に
︑
物
語
の
受
容
に
お
い
て
上
流
階
級
の
女
性
の
サ
ロ
ン
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
女
流
日
記
に
明
ら
か
な
如
く
︑
権

門
へ
の
出
仕
は
女
性
に
と
っ
て
交
流
の
範
囲
を
大
き
く
広
げ
る
契
機
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
︑
作
者
の
少
女
時
代
に
お
け
る

物
語
の
や
り
取
り
は
う
か
が
え
る
も
の
の
︑
祐
子
内
親
王
家
へ
の
出
仕
以
後
︑
彼
女
が
ど
の
よ
う
に
文
学
を
享
受
し
た
か
に
つ
い
て
は
一
切
記

述
が
な
い
︒
し
か
し
宮
仕
え
の
場
に
お
い
て
も
物
語
の
知
識
が
共
有
さ
れ
た
こ
と
は
︑
他
史
料
か
ら
ほ
ぼ
疑
い
よ
う
が
な
い
︒
例
え
ば
祐
子
内

親
王
の
妹
︑
禖
子
内
親
王
家
で
は
天
喜
三
年
︵
一
〇
五
五
︶
に
物
語
合
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
祐
子
内
親
王
家
の
女
房
︑
宮
の
小
弁
も
﹃
岩
垣
沼

の
中
将
﹄
を
提
出
し
て
い
る
︵
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
物
語
合
︶
︒
ま
た
中
宮
定
子
の
サ
ロ
ン
で
は
︑
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
登
場
人
物
で
あ
る
涼
・

仲
忠
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
︵
﹃
枕
草
子
﹄
七
九
段
﹁
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
﹂
︶
︒
宮
仕
え
の
場
で
は
新
た
な
物
語
の
制
作
や
物
語
評

国風文化期における中国文化受容（小塩）
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が
行
わ
れ
て
お
り
︑
孝
標
女
も
こ
の
よ
う
な
形
で
物
語
に
触
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
出
仕
先
で
男
性
官
人
と
の
交
流
の
機
会
が
生
じ
︑

そ
の
際
に
漢
籍
の
知
識
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
諸
段
か
ら
よ
く
知
ら
れ
る
が
︑
﹃
更
級
日
記
﹄
で
も
孝
標
女
と
﹁
参
り
た
る
人
﹂

︵
御
物
本
傍
注
に
よ
り
源
資
通
と
知
ら
れ
る
︶
と
の
交
流
が
描
か
れ
る
︒
こ
こ
で
は
春
秋
の
優
劣
が
論
じ
ら
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
資
通
が
﹁
唐
土
な

ど
に
も
︑
昔
よ
り
春
秋
の
さ
だ
め
は
︑
え
し
は
べ
ら
ざ
な
る
を
﹂
︵
三
三
六
頁
︶
と
中
国
を
引
き
合
い
に
出
す
一
節
が
あ
る
︒
﹃
更
級
日
記
﹄
で

は
あ
か
ら
さ
ま
に
漢
籍
知
識
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
応
酬
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
内
親
王
家
に
出
仕
し
て
い
る
以
上
︑
女
房
同
士
や
男
性
官
人
と

の
交
流
を
通
し
て
中
国
に
関
す
る
知
識
を
耳
に
す
る
機
会
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
物
語
制
作
の
様
子
が
一
切
記
さ
れ
な
い
が
︑
近
年
の
研
究
で
は
︑
孝
標
女
は
文
学
的
才
能
を
見
込
ま
れ
て
藤

原
頼
通
の
要
請
に
よ
り
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑫
︒
脩
子
内
親
王
家
か
ら
下
賜
さ
れ
た
物
語
な
ど
を
読
ん
で
育
っ
た
女

性
が
︑
成
人
し
た
後
︑
物
語
作
者
と
し
て
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
し
た
と
い
う
事
実
は
︑
文
化
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
大
変
興
味
深
い
︒
な

ぜ
な
ら
ば
︑
こ
こ
ま
で
個
別
に
検
討
し
て
き
た
上
流
階
級
と
中
流
階
級
に
お
け
る
物
語
受
容
の
在
り
方
を
︑
﹁
宮
仕
え
﹂
に
よ
っ
て
統
合
的
に

捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

上
流
貴
族
の
家
で
収
集
・
作
成
さ
れ
た
文
学
は
︑
ま
ず
は
そ
の
家
の
女
主
人
に
愛
読
さ
れ
た
後
︑
出
仕
し
て
い
る
人
々
を
通
じ
て
中
流
貴
族

へ
下
賜
さ
れ
︑
中
流
貴
族
の
女
性
は
い
わ
ば
二
次
的
に
物
語
を
享
受
し
た
︒
さ
ら
に
こ
の
動
き
は
上
か
ら
下
へ
の
一
方
的
な
流
れ
で
は
な
い
︒

中
流
貴
族
の
女
性
が
成
人
し
て
上
流
貴
族
の
家
に
女
房
と
し
て
出
仕
し
︑
新
た
に
文
学
制
作
に
関
わ
る
こ
と
で
文
学
を
巡
る
動
き
が
循
環
す
る

の
で
あ
る
︒
こ
の
上
下
間
の
絵
物
語
を
め
ぐ
る
サ
イ
ク
ル
に
加
え
︑
当
然
な
が
ら
同
階
級
で
物
語
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
︑

﹃
更
級
日
記
﹄
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
動
き
は
︑
宮
仕
え
の
一
般
化
に
よ
っ
て
一
層
広
範
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
妍
子
入
内
の
記
事
に
﹁
す
べ
て

こ
の
ご
ろ
の
こ
と
に
は
︑
﹃
さ
べ
き
人
の
妻
子
み
な
宮
仕
え
に
出
で
は
て
ぬ
︒
籠
り
ゐ
た
る
は
︑
お
ぼ
ろ
げ
の
疵
︑
片
端
づ
き
た
ら
ん
﹄
と
ぞ

言
ふ
め
る
﹂
︵
つ
ぼ
み
花
・
二

三
四
頁
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
頃
に
は
太
政
大
臣
為
光
女
の
五
の
君
を
始
め
と
す
る
﹁
さ
べ
き
人
の
妻
子
﹂
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ま
で
が
出
仕
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
︒
孝
標
女
も
︑
﹁
今
の
世
の
人
は
︑
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
︵
＝
今
の
世
の
人
は
︑
ほ
か
の
こ
と
は
考
え

ず
︑
宮
仕
え
ば
か
り
を
志
向
し
て
出
仕
す
る
︶
︒
さ
て
も
お
の
づ
か
ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
︒
さ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
﹂
︵
三
二
五
頁
︶
と
勧
め
ら
れ
て

宮
仕
え
を
始
め
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
藤
原
道
長
政
権
後
半
以
降
︑
身
分
に
よ
っ
て
出
仕
形
態
は
異
な
る
と
は
い
え
︑
大
臣
の
娘
か
ら
受
領
の

娘
に
至
る
ま
で
幅
広
い
階
層
で
宮
仕
え
が
一
般
化
し
て
い
く
状
況
を
確
認
で
き
る
︒
国
風
文
化
期
に
お
け
る
宮
仕
え
の
場
と
は
︑
文
学
ひ
い
て

は
文
化
の
生
産
の
場
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
が
集
ま
り
新
た
に
文
化
を
作
り
上
げ
て
い
く
︑
文
化
の
再﹅

生
産
の
場

で
も
あ
っ
た
︒

唐
絵
や
中
国
の
故
事
を
題
材
に
し
た
物
語
の
普
及
も
︑
こ
の
よ
う
な
文
化
的
状
況
を
前
提
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
﹃
枕
草
子
﹄
二
七

八
段
﹁
坤
元
録
の
御
屛
風
こ
そ
﹂
で
は
︑
宮
中
に
﹃
坤
元
録
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
を
屛
風
に
仕
立
て
た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
︑
﹃
栄
花

物
語
﹄
に
も
︑
藤
原
斉
信
が
娘
の
た
め
に
﹁
後
漢
書
の
御
屛
風
や
︑
文
選
︑
文
集
な
ど
の
屛
風
を
仕
立
て
﹂
︵
も
と
の
し
づ
く
・
二

二
四
五
頁
︶

た
こ
と
が
見
え
る
︒
加
え
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
絵
合
﹂
に
見
え
る
長
恨
歌
や
王
昭
君
の
絵
な
ど
︑
平
安
時
代
に
は
漢
籍
が
公
私
に
わ
た
り
絵
画

化
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
文
化
的
産
物
は
上
流
階
級
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
︑
宮
仕
え
︵
本
節
で
は
女
性
の
問
題
の
み
取
り
上
げ
た
が
︑
男
性

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
︶
に
よ
っ
て
︑
広
く
貴
族
社
会
一
般
の
常
識
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
手
掛
か
り
と
し
て
中
国
文
化
の
受
容
を
検
討
し
て
き
た
︒
本
物
語
の
異
国
描
写
は
︑
お
そ

ら
く
は
原
典
で
あ
る
漢
籍
で
は
な
く
︑
和
文
化
さ
れ
た
中
国
の
物
語
や
唐
絵
︑
あ
る
い
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
な
ど
の
類
書
的
な
知
識
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
見
ら
れ
る
漢
詩
文
の
知
識
を
︑
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
よ
う
に
学
問
の
家
と
い
う
出
自
を
持

つ
菅
原
孝
標
女
の
個
人
的
能
力
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
不
適
切
で
︑
む
し
ろ
社
会
一
般
に
普
及
し
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑

﹃
枕
草
子
﹄
に
見
ら
れ
る
清
少
納
言
と
中
宮
定
子
・
男
性
官
人
ら
の
知
的
な
や
り
と
り
や
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
成
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑

上
流
貴
族
層
と
中
流
貴
族
層
の
縦
横
に
渉
る
交
流
の
中
で
︑
日
本
文
化
に
適
合
し
た
中
国
文
化
︵
い
わ
ば
常
識
と
し
て
﹁
知
っ
て
お
く
べ
き
﹂
と
さ

れ
た
中
国
故
事
︶
が
精
選
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
日
本
の
中
で
精
選
さ
れ
た
中
国
文
化
が
︑
権
門
へ
の
出
仕
を
軸
と
す
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る
文
化
の
総
体
の
中
で
共
有
さ
れ
︑
異
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

か
つ
て
米
田
雄
介
氏
は
︑
平
安
時
代
の
文
化
を
論
じ
た
際
︑
﹁
文
化
を
創
造
す
る
人
も
︑
文
化
を
享
受
す
る
人
も
︑
と
も
に
宮
廷
サ
ロ
ン
を

一
歩
も
踏
み
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る⑬
﹂
と
述
べ
た
が
︑
そ
の
評
価
は
消
極
的
に
過
ぎ
よ
う
︒
文
化
の
中
心
地
が
宮
廷
サ
ロ
ン
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
が
︑
そ
れ
は
諸
階
層
の
人
々
の
権
門
へ
の
出
仕
を
通
し
て
サ
ロ
ン
の
外
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

津
本
信
博
﹁
物
語
作
者
と
し
て
の
孝
標
女
﹂
﹃
更
級
日
記
の
研
究
﹄
早
稲
田
大

学
出
版
部
︑
一
九
八
二
︑
池
田
利
夫
﹃
更
級
日
記

浜
松
中
納
言
物
語
攷
﹄
武
蔵

野
書
院
︑
一
九
八
九
な
ど

②

池
田
利
夫
﹁
浜
松
中
納
言
物
語
に
於
け
る
唐
土
の
問
題
﹂
前
掲
﹃
更
級
日
記

浜
松
中
納
言
物
語
攷
﹄
︵
初
出
：
一
九
六
〇
︶

③

小
林
保
治
編
著
﹃
唐
物
語
全
釈
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
九
八
︒
引
用
箇
所
は
三
二

一
頁
︒

④

漢
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
以
下
︑
巻
数
︑
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
の
頁
数
︑
出
典
︑
作
者
を
示
す
︒
た
だ
し
漢
詩
由
来
の
表
現

は
こ
の
ほ
か
に
も
数
例
見
ら
れ
る
︒

﹁
蘭
蕙
苑
の
嵐
の
﹂
︵
巻
一
・
四
一
頁
︶
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
菊
︑
菅
原
文
時
／

﹁
こ
の
花
開
け
て
後
﹂
︵
同
︶
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
菊
︑
元
稹
／
﹁
蓬
莱
洞
の

月
﹂
︵
巻
三
・
二
六
六
頁
︶
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
菊
︑
菅
原
文
時
／
﹁
眼
は
芙
蓉

に
似
た
り
︑
胸
は
玉
に
似
た
り
﹂
︵
同
・
二
六
七
頁
︶
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹁
上
陽

白
髪
人
﹂
︑
白
居
易
／
﹁
二
千
里
の
ほ
か
の
﹂
︵
同
・
二
七
七
頁
︶
﹃
和
漢
朗

詠
集
﹄
十
五
夜
︑
白
居
易
／
﹁
霜
の
の
ち
の
夢
﹂
︵
巻
五
・
三
九
七
頁
︶
﹃
和

漢
朗
詠
集
﹄
王
昭
君
︑
大
江
朝
綱

加
え
て
出
典
未
詳
で
あ
る
が
︑
﹁
鳥
は
林
と
契
れ
り
︑
林
枯
れ
ぬ
れ
ば
鳥
﹂
︵
巻

四
・
三
〇
八
頁
︶
も
何
ら
か
の
漢
詩
に
依
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑤

津
本
信
博
﹁
菅
原
孝
標
女
と
そ
の
周
辺
の
人
々
﹂
前
掲
﹃
更
級
日
記
の
研
究
﹄

は
︑
菅
原
孝
標
女
に
関
係
す
る
人
物
を
網
羅
的
に
考
証
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
以
下

の
親
族
に
関
す
る
記
述
は
︑
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
︑
御
物
本
﹃
更
級
日
記
﹄
勘
物
︑
﹃
権

記
﹄
な
ど
に
依
っ
た
︒

⑥

﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
雑
二
︵
九
五
九
︶

⑦

山
本
淳
子
﹁
一
条
朝
に
お
け
る
漢
詩
文
素
養
に
関
す
る
社
会
規
範
と
紫
式
部
﹂

﹃
紫
式
部
日
記
と
王
朝
貴
族
社
会
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
六
︵
初
出
：
二
〇
一

六
︶
で
は
︑
女
性
と
漢
詩
文
素
養
を
め
ぐ
る
当
時
の
一
般
社
会
に
お
け
る
状
況
が

簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
﹁
漢
文
の
詩
句
や
故
事
を
知
る
こ
と

が
︑
遊
び
の
場
で
の
知
的
お
し
ゃ
れ
と
認
め
ら
れ
︑
女
性
が
そ
れ
に
応
対
す
る
こ

と
が
賞
賛
さ
れ
た
︒
ま
た
そ
の
レ
ベ
ル
は
類
書
等
か
ら
手
軽
に
得
ら
れ
る
程
度
で

十
分
だ
っ
た
﹂
︵
三
一
一
頁
︶
と
の
指
摘
が
あ
る
︒
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
作
者

に
限
ら
ず
︑
そ
の
傾
向
は
当
時
の
貴
族
女
性
一
般
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
︒

⑧

﹁
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
﹂
等
の
絵
巻
に
見
ら
れ
る
中
国
の
宮
殿
建
築
・
寺
院
建

築
は
︑
柱
や
欄
干
は
赤
く
︑
屋
根
は
紺
青
か
緑
青
に
塗
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ

う
し
た
中
国
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
実
際
の
宋
の
建
築
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
︒
﹃
参
天
台
五
臺
山
記
﹄
延
久
四
年
︵
一
〇
七
二
︶
九
月
十
日
条
で
は
︑

金
山
寺
の
様
子
を
﹁
荘
厳
甚
妙
︑
宛
如
壱

衆
香
城
一︒
以
壱

紺
青
緑
青
朱
砂
等
貴
丹
一

皆
悉
画
︒
処
々
高
欄
或
有
壱

黒
漆
塗
一︑
或
有
壱

朱
塗
一

﹂
と
記
述
し
て
い
る
︒

⑨

上
村
和
直
・
上
原
真
人
・
前
田
義
明
﹁
瓦
と
瓦
窯
の
変
遷
﹂
角
田
文
衞
総
監
修
︑

古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
集
﹃
平
安
京
提
要
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
九
四

⑩

玉
上
琢
彌
﹁
昔
物
語
の
構
成
﹂
﹃
源
氏
物
語
研
究
﹄
源
氏
物
語
評
釈
別
巻
一
︑

角
川
書
店
︑
一
九
六
六
︑
一
一
三
頁
︵
初
出
：
一
九
四
三
︶
︒
た
だ
し
物
語
音
読
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論
に
対
し
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
物
語
享
受
方
法
は
元
の
物
語
を
改
作
し
た
も
の
を

読
み
聞
か
せ
る
と
い
う
︑
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
︑
真
の
物
語
享
受

た
り
え
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
︵
中
野
幸
一
﹁
古
代
物
語
の
読
者
の
問
題

物
語
音
読
論
批
判

﹂
﹃
物
語
文
学
論
攷
﹄
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
七
一

︵
初
出
：
一
九
六
三
︶
な
ど
︶
︒
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
の
是
非
に
は
立
ち
入
ら
ず
︑

物
語
と
絵
画
が
本
来
的
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す

る
に
と
ど
め
る
︒

⑪

伊
井
春
樹
﹁
絵
物
語
の
読
者
た
ち
﹂
﹃
物
語
の
展
開
と
和
歌
資
料
﹄
風
間
書
房
︑

二
〇
〇
三
︵
初
出
：
一
九
九
〇
︶

⑫

和
田
律
子
﹁
文
化
世
界
確
立
の
構
想

祐
子
内
親
王
家
サ
ロ
ン
の
形
成

﹂
﹃
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
﹄
新
典
社
︑
二
〇
〇
八
︵
初
出
：

一
九
七
七
︶
︑
福
家
俊
幸
﹃
更
級
日
記
全
注
釈
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
五
︑

な
ど

⑬

米
田
雄
介
﹁
平
安
時
代
の
文
化

唐
様
か
ら
和
様
へ

﹂
﹃
摂
関
制
の
成

立
と
展
開
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
︑
二
八
二
頁
︵
初
出
：
一
九
九
一
︶

第
二
章

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
め
ぐ
っ
て

漢
籍
に
よ
る
文
化
受
容

第
一
節

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
概
要

本
章
で
は
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
異
国
表
現
を
検
討
す
る
︒
本
作
は
鎌
倉
時
代
初
期
の
成
立
で
あ
る
が
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
設
定
が
類

似
す
る
︒
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
異
国
描
写
や
そ
の
背
後
に
あ
る
中
国
文
化
受
容
の
相
違
点
・
共
通
点
が
明
ら
か
に
な
る
と
期

待
で
き
る
︒

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
作
者
は
︑
藤
原
定
家
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
︒
根
拠
と
な
る
の
は
﹃
無
名
草
子
﹄
の
次
の
一
節
で
あ
る
︒

ま
た
︑
定
家
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
は
べ
め
る
は
︑
ま
し
て
︑
た
だ
気
色
ば
か
り
に
て
︑
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
に
は
べ
る
な
る
べ
し
︒

﹃
松
浦
の
宮
﹄
と
か
や
こ
そ
︑
ひ
と
へ
に
﹃
万
葉
集
﹄
の
風
情
に
て
︑
﹃
う
つ
ほ
﹄
な
ど
見
る
心
地
し
て
︑
愚
か
な
る
心
も
及
ば
ぬ
さ
ま
に
は
べ
る
め
れ
︒

︵
二
五
七
頁
︶
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﹃
無
名
草
子
﹄
の
成
立
時
期
は
正
治
二
年
︵
一
二
〇
〇
︶
秋
か
ら
建
仁
元
年
︵
一
二
〇
一
︶
十
一
月
以
前
と
推
定
さ
れ
て
お
り
︑
作
者
は
俊
成

卿
女
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る①
︒
俊
成
卿
女
は
藤
原
定
家
に
と
っ
て
実
の
姪
に
あ
た
り
︑
﹃
無
名
草
子
﹄
の
記
述
は
親
族
に
よ
る
評
と
し
て
信
憑

性
が
高
い
と
さ
れ
る
︒
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
正
確
な
成
立
時
期
は
決
し
難
い
が
︑
十
二
世
紀
末
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
本
作
は
三
巻
か
ら
な
り
︑

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
唐
を
舞
台
に
し
て
い
る
︒

第
二
節

異
国
描
写
と
漢
籍

そ
れ
で
は
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
見
て
い
こ
う
︒
地
名
・
人
名
・
官
職
名
の
典
拠
に
関
し
て
は
萩
谷
朴
氏
に
よ
る
優
れ
た
研
究
が

あ
る
た
め②
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
考
に
さ
れ
た
い
が
︑
氏
の
研
究
か
ら
重
要
な
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
中
国
の
地
名
は
﹃
浜
松
中
納
言

物
語
﹄
と
同
様
複
数
散
見
す
る
︒
具
体
的
に
は
﹁
明
州
﹂
﹁
商
山
﹂
﹁
潼
関
﹂
﹁
蜀
山
﹂
﹁
剣
閣
﹂
﹁
長
安
﹂
﹁
金
墉
城
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
多
く
が
し
か
る
べ
き
典
拠
を
踏
ま
え
︑
物
語
の
内
容
に
適
し
た
地
名
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
潼
関
﹂

﹁
蜀
山
﹂
﹁
剣
閣
﹂
は
﹁
長
恨
歌
﹂
で
有
名
な
安
禄
山
の
乱
に
関
わ
る
地
名
で
あ
る
が
︑
物
語
中
で
は
︑
燕
王
の
叛
乱
に
よ
り
主
人
公
橘
氏
忠

ら
新
皇
帝
側
が
落
ち
の
び
て
い
く
過
程
で
記
さ
れ
る
︒
状
況
の
近
似
性
か
ら
︑
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
地
名
の
選
択
と
言
え
る
︒

実
在
の
中
国
の
人
物
名
で
は
︑
﹁
金
日
磾
﹂
な
る
人
物
が
見
え
る
︒
物
語
中
で
は
︑
文
皇
帝
が
﹁
漢
武
の
金
日
磾
︑
我
が
国
の
人
に
あ
ら
ざ

り
き
︒
人
を
用
ゐ
る
こ
と
は
︑
た
だ
そ
の
か
た
ち
︑
心
に
従
ふ
べ
し
﹂
︵
巻
一
・
三
二
頁
︶
と
︑
外
国
人
で
あ
る
橘
氏
忠
を
唐
皇
帝
が
重
用
す
る

こ
と
を
正
当
化
す
る
際
の
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
︒
彼
の
生
涯
は
﹃
漢
書
﹄
巻
六
八
・
霍
光
金
日
磾
伝
に
詳
し
い
が
︑
金
日
磾
が
漢
王
朝
に
と

っ
て
は
外
国
人
で
あ
っ
た
こ
と
︑
幼
帝
を
補
佐
し
た
こ
と
な
ど
は
橘
氏
忠
の
特
徴
と
一
致
し
て
お
り
︑
萩
谷
氏
の
指
摘
通
り
金
日
磾
は
橘
氏
忠

の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
︒
さ
ら
に
︑
物
語
で
幼
帝
即
位
後
に
叛
乱
を
起
こ
す
文
皇
帝
の
弟
燕
王
は
漢
の
燕
王
旦
に
︑
物
語
の
女
主
人

公
と
も
い
え
る
鄧
皇
后
は
後
漢
の
和
帝
の
皇
后
︑
鄧
皇
后
に
そ
の
モ
デ
ル
が
比
定
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
萩
谷
氏
の
緻
密
な
考
証
に
裏
付
け

ら
れ
た
従
う
べ
き
見
解
で
あ
り
︑
物
語
と
史
実
の
人
物
像
の
間
に
は
細
部
に
至
る
ま
で
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
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ま
た
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
は
そ
の
他
多
く
の
唐
人
が
登
場
す
る
が
︑
そ
れ
ら
の
人
物
名
は
基
本
的
に
作
者
の
創
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
た

だ
し
諸
注
釈
に
よ
れ
ば
︑
架
空
の
人
物
名
も
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
に
見
え
る
実
在
の
人
名
に
示
唆
を
受
け
る
か
︑
あ
る
い
は
複
数
の
実
在

の
人
名
を
合
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
︒
確
か
に
そ
の
可
能
性
は
高
い
が
︑
上
述
の
三
名
ほ
ど
直
接
的
な
史
書
の
影
響
を
受
け
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
︑
ひ
と
ま
ず
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
先
行
研
究
の
指
摘
に
従
っ
て
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
お
け
る
地
名
・
人
名
・
人
物
造
型
の
典
拠
を
概
観
し
て
き
た
が
︑
そ
の
様
相
は

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
は
異
な
る
︒
地
名
・
人
名
い
ず
れ
に
し
て
も
物
語
の
内
容
に
即
し
た
典
拠
を
持
つ
も
の
が
選
ば
れ
︑
特
に
人
物
造
型

に
は
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
の
影
響
が
著
し
い
︒
金
日
磾
や
燕
王
旦
︑
鄧
皇
后
な
ど
は
他
の
物
語
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
人
物
で
は
な
く
︑
漢

籍
に
精
通
し
た
作
者
で
あ
っ
て
こ
そ
典
拠
に
し
得
た
人
物
と
言
え
よ
う
︒

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
漢
籍
由
来
の
異
国
描
写
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
︑
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
典
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
漢
籍
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
︒
既
に
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
は
挙
げ
た
が
︑
諸
注
釈
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
他

﹃
尚
書
﹄
﹃
礼
記
﹄
﹃
文
選
﹄
﹃
史
記
﹄
﹃
晋
書
﹄
﹃
蒙
求
﹄
な
ど
を
出
典
と
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
︒

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
れ
ら
の
漢
籍
の
う
ち
︑
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
と
そ
れ
以
外
で
は
︑
利
用
の
仕
方
に
明
ら
か

な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
先
行
研
究
で
は
こ
の
点
に
意
義
を
見
出
だ
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
漢
籍
の
在
り
方
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
は
︑
先
述

の
よ
う
に
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
人
物
や
物
語
の
造
型
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
︒
﹃
文
選
﹄
そ
の
他
の
漢
籍
も
中
国
の
歴
史
を
想
起
さ
せ

る
故
事
を
織
り
込
む
こ
と
で
物
語
に
異
国
ら
し
さ
を
与
え
て
お
り
︑
か
つ
そ
の
故
事
の
出
典
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐

書
﹄
の
よ
う
な
唐
代
に
つ
い
て
の
史
書
に
至
っ
て
は
︑
架
空
の
人
名
を
創
作
す
る
際
や
官
職
名
を
書
く
際
に
参
考
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
特

定
の
部
分
を
典
拠
と
し
た
故
事
と
し
て
引
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
例
外
と
し
て
は
︑
安
禄
山
の
乱
の
記
述
が
燕
王
の
乱
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と

と
︑
太
宗
の
皇
后
長
孫
氏
の
発
言
と
鄧
皇
后
の
﹁
牝
鶏
の
朝
す
る
戒
め
を
恐
れ
て
﹂
︵
巻
二
・
六
七
頁
︶
と
い
う
発
言
が
一
致
す
る
こ
と
が
挙
げ
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ら
れ
る
︒
た
だ
し
こ
の
二
箇
所
に
つ
い
て
も
︑
唐
代
に
つ
い
て
記
し
た
史
書
の
み
を
典
拠
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
前
者
に
関
し
て
は
︑
史
実

と
し
て
の
安
禄
山
の
乱
は
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
に
記
述
が
あ
る
に
し
て
も
︑
作
者
や
読
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
﹁
長
恨
歌
﹂
で
描
か
れ
た

安
禄
山
の
乱
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
後
者
に
関
し
て
も
︑
﹁
牝
鶏
の
朝
す
る
戒
め
﹂
は
﹃
尚
書
﹄
を
出
典
と
し
︑
様
々
な
漢
籍
に
見
ら
れ
る

表
現
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
で
は
︑
唐
代
に
つ
い
て
の
史
書
の﹅

み﹅

を
典
拠
と
す
る
故
事
は
皆
無
で
あ
る
と
言
え
る
︒

す
な
わ
ち
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
人
名
・
官
職
名
に
関
し
て
は
唐
代
に
つ
い
て
の
史
書
を
参
考
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
故
事
や
人

物
造
型
に
関
し
て
は
︑
古
典
的
な
漢
籍
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
違
い
は
何
故
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
三
節

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
漢
籍
知
識

ま
ず
は
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
作
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
定
家
が
ど
の
よ
う
な
漢
籍
を
読
ん
で
い
た
か
を
確
認
し
よ
う
︒
定
家
が
学
習
・
貸
借
し

た
こ
と
が
﹃
明
月
記
﹄
か
ら
知
ら
れ
る
漢
籍
に
は
︑
﹃
白
氏
文
集
﹄
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
﹃
尚
書
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
北
史
﹄
﹃
貞
観
政
要
﹄
﹃
史
記
﹄
﹃
文

選
﹄
︵
日
記
に
現
れ
る
順
︶
が
あ
る③
︒
書
名
が
明
記
さ
れ
た
も
の
は
以
上
で
あ
る
が
︑
﹃
明
月
記
﹄
に
は
漢
籍
を
出
典
と
す
る
表
現
が
見
え
︑
加

え
て
﹃
礼
記
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
楚
辞
﹄
﹃
蒙
求
﹄
な
ど
は
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
存
の
﹃
明
月
記
﹄
か
ら
は
定
家
が
﹃
旧
唐

書
﹄
や
﹃
新
唐
書
﹄
を
読
ん
だ
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
お
け
る
唐
に
つ
い
て
の
確
か
な
知
識
を
考
慮
す
る

と
︑
唐
代
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
漢
籍
を
﹃
貞
観
政
要
﹄
以
外
に
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
︒
﹃
明
月
記
﹄
に
は
欠
巻
も
多

く
︑
定
家
の
読
書
状
況
を
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
︑
先
行
研
究
の
よ
う
に
﹃
明
月
記
﹄
の
み
か
ら
定
家
の
漢
籍
の
素
養
を
考

察
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で
定
家
と
い
う
個
人
の
問
題
か
ら
視
野
を
広
げ
て
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
典
拠
と
な
っ
た
漢
籍
が
日
本
で

歴
史
的
に
い
か
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
︒

ま
ず
﹃
尚
書
﹄
﹃
礼
記
﹄
に
関
し
て
は
︑
学
令
�
・
経
周
易
尚
書
条
に
﹁
凡
経
︑
周
易
︑
尚
書
︑
周
礼
︑
儀
礼
︑
礼
記
︑
毛
詩
︑
春
秋
左
氏

伝
︑
各
為
壱

一
経
一︒
孝
経
︑
論
語
︑
学
者
兼
習
飲

之
﹂
と
あ
り
︑
﹃
文
選
﹄
に
関
し
て
も
︑
﹃
令
集
解
﹄
同
条
引
用
の
古
記
に
﹁
問
︑
注
文
選
爾
雅
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亦
読
︑
未
飲

知
︑
必
令
飲

読
以
不
︒
答
︑
任
飲

意
耳
︒
不
壱

必
令
淫

読
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
律
令
導
入
段
階
か
ら
日
本
で
学
習
さ
れ
て
い
た
漢
籍

で
あ
る
︒
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
晋
書
﹄
に
関
し
て
は
︑
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
︶
十
一
月
癸
未
条
に
︑
紀
伝
生
が
学

ぶ
べ
き
書
物
と
し
て
﹁
三
史
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
﹃
続
日
本
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
︵
七
六
九
︶
十
月
甲
辰
条
に
は
大
宰
府
の
要
請
に

対
し
て
︑
﹁
詔
賜
壱

史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
各
一
部
一

﹂
と
あ
る
︒
八
世
紀
中
葉
の
中
央
に
は
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄

﹃
晋
書
﹄
が
揃
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
大
宰
府
で
も
学
習
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
白
居
易
の
詩
集
に
関

し
て
は
︑
﹃
文
徳
天
皇
実
録
﹄
仁
寿
元
年
︵
八
五
一
︶
九
月
乙
未
条
に
︑
承
和
年
間
に
藤
原
岳
守
が
唐
人
の
貨
物
を
検
校
し
た
際
﹁
元
白
詩
筆
﹂

を
取
得
し
天
皇
に
奏
上
し
た
と
あ
る
の
が
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
︒
ま
た
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
﹃
白
氏
文
集
﹄
奥
書
か
ら
︑
入
唐
僧
恵
萼
が
会
昌

四
年
︵
八
四
四
︶
に
﹃
白
氏
文
集
﹄
を
書
写
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
は
い
つ
頃
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
開
運
二
年
︵
九
四
五
︶
成
立
の
﹃
旧
唐
書
﹄
は
天
永

四
年
︵
一
一
一
三
︶
藤
原
茂
明
加
点
本
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
裏
書
に
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
嘉
祐
六
年
︵
一
〇
六
〇
︶
成
立
の
﹃
新
唐
書
﹄
に
つ
い
て

は
永
治
元
年
︵
一
一
四
一
︶
に
藤
原
頼
長
が
学
習
し
た
︵
﹃
台
記
﹄
康
治
二
年
︵
一
一
四
三
︶
九
月
三
十
日
条
︶
の
が
︑
そ
の
早
い
事
例
で
あ
る④
︒
ま

た
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
事
例
と
し
て
︑
﹃
江
談
抄
﹄
﹁
広
相
七
日
中
見
壱

一
切
経
一︑
凡
書
籍
皆
横
見
事
﹂
︵
巻
五

六
三
︶
の
﹁
又
唐
高
宗
時
有
壱

通

乾
年
号
一︒
反
音
不
吉
也
︒
仍
改
飲

之
︒
此
事
見
壱

唐
書
一︒
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
対
応
す
る
内
容
は
﹃
旧
唐
書
﹄
の
み
に
見
え
る⑤
こ
と
か
ら
︑

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
唐
書
﹂
と
は
﹃
旧
唐
書
﹄
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
影
響
を
与
え
た
書
籍
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
を
概
観
し
て
き
た
が
︑
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
以
外
は
承
和

年
間
に
は
既
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
国
内
に
お
け
る
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
十
二
世
紀

初
頭
以
降
で
あ
る
︒
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
作
者
が
故
事
や
物
語
の
骨
格
の
形
成
に
用
い
た
の
は
日
本
に
三
百
年
以
上
前
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
漢

籍
で
あ
る
一
方
︑
人
物
名
や
官
職
名
と
い
っ
た
﹁
唐
ら
し
さ
﹂
の
文
飾
と
も
い
え
る
部
分
に
用
い
ら
れ
た
漢
籍
は
︑
確
認
し
う
る
限
り
で
は
物

語
成
立
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
前
ま
で
し
か
そ
の
存
在
を
遡
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
漢
籍
の
利
用
の
違
い
を
単
純
に
請
来
時
期
の
違
い
に
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よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
は
︑
な
お
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

な
ぜ
な
ら
ば
︑
現
存
す
る
唐
代
に
つ
い
て
の
史
書
と
し
て
は
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
平
安
時
代
に
お
い
て
は
別

の
書
籍
が
一
般
に
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
現
在
は
散
逸
し
た
﹃
唐
暦
﹄
で
あ
る
︒
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄

に
﹁
唐
暦
四
十
巻
﹂
と
見
え
る
こ
と
か
ら
九
世
紀
に
は
日
本
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
︑
﹃
権
記
﹄
﹃
小
右
記
﹄
に
も
貸
借
の
記
事
が
見

え
る⑥
︒
し
た
が
っ
て
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
作
者
が
実
際
に
唐
代
の
知
識
の
源
泉
と
し
た
書
物
は
︑
先
行
研
究
が
参
考
と
し
て
挙
げ
る
﹃
旧
唐

書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
で
は
な
く
︑
﹃
唐
暦
﹄
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
ら
ば
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
作
者
が
唐
代
の
物
語
を
書

く
に
あ
た
っ
て
あ
え
て
漢
・
後
漢
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
面
に
出
し
た
理
由
と
し
て
︑
﹃
旧
唐
書
﹄
﹃
新
唐
書
﹄
の
伝
来
が
新
し
く
︑
当
時
の
社
会
が

唐
代
に
つ
い
て
の
知
識
を
物
語
に
昇
華
で
き
る
段
階
に
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
説
明
で
き
な
い
︒
唐
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
既
に
﹃
唐

暦
﹄
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
る
た
め
に
︑
次
節
で
は
本
稿
の
問
題
意
識
の
中
心
で
あ
る
国
風
文
化
期
に
時
代
を
上
ら
せ
て
︑
男
性
官
人

を
中
心
と
し
た
漢
籍
受
容
︑
そ
し
て
中
国
文
化
受
容
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑
鎌
倉
時
代
初
期
の
﹃
松
浦
宮
物

語
﹄
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
問
題
は
︑
国
風
文
化
期
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
つ
ま
り
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
成
立
期
と
国
風
文

化
期
に
は
約
二
百
年
の
時
代
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら
を
取
り
巻
く
漢
籍
の
状
況
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
が
な
い
の
で
あ
る
︒

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
鎌
倉
初
期
の
文
学
作
品
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
漢
籍
受
容
の
問
題
に
お
い
て
は
国
風
文
化
期
を
考
え
る
う
え
で
も
十
分

参
考
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

第
四
節

漢
籍
に
よ
る
文
化
受
容

国
風
文
化
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
漢
籍
が
受
容
さ
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
漢
詩
文
集
と
金
言
成
句
集
を
確
認
し
て
み
よ

う
︒
当
該
期
の
漢
文
が
多
く
収
め
ら
れ
た
﹃
本
朝
麗
藻
﹄
﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
つ
い
て
︑
諸
注
釈⑦
を
参
考
に
し
て
漢
詩
文
の
典
拠
と
な
っ
た
漢
籍

24 (664)



を
挙
げ
る
と
︑
﹃
詩
経
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
史
記
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
等
が
多
い
︒
こ
れ
ら
が
平
安
時
代
の
官
人
の
漢
籍
知
識
の
基
盤

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
同
様
の
傾
向
は
金
言
成
句
集
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
そ
の
一
つ
で
あ
る
﹃
世
俗
諺
文
﹄
は
︑
源
為
憲
が
藤
原
頼

通
の
た
め
に
著
し
た
書
で
あ
る
︒
本
書
の
執
筆
意
図
と
特
色
は
︑
序
文
に
明
ら
か
で
あ
る
︒

夫
言
語
者
自
交
壱

俗
諺
一

者
︑
多
出
壱

経
籍
一︒
雖
壱

釈
典
儒
書
一︑
為
壱

街
談
巷
説
一︒
然
而
必
不
飲

知
壱

本
所
淫

出
矣
︒
︵
略
︶
是
以
世
之
口
実
︑
内
外
本
文
︑
管
見
所

飲

及
︑
且
一
百
五
十
二
門
︑
六
百
卅
一
章
︑
勒
成
壱

三
巻
一︒
名
為
壱

世
俗
諺
文
一︒

こ
の
よ
う
に
﹃
世
俗
諺
文
﹄
と
は
︑
当
時
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
諺
を
部
門
に
分
け
て
出
典
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
本
書

は
︑
貴
族
社
会
で
常
識
と
さ
れ
て
い
た
漢
籍
知
識
と
そ
の
出
典
を
効
率
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
格
好
の
資
料
と
言
え
る
︒
さ
て
﹃
世
俗
諺

文
﹄
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
は
︑
引
用
件
数
が
多
い
漢
籍
か
ら
﹃
論
語
﹄
﹃
史
記
﹄
﹃
礼
記
﹄
﹃
毛
詩
﹄
﹃
文
選
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
﹃
漢

書
﹄
と
続
く
︒
ま
た
同
様
の
金
言
成
句
集
に
は
鎌
倉
初
期
成
立
の
﹃
玉
函
秘
抄
﹄
﹃
明
文
抄
﹄
﹃
管
蠡
抄
﹄
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
引
用

数
の
多
い
上
位
五
位
の
漢
籍
を
調
べ
る
と
︑
﹃
玉
函
秘
抄
﹄
で
は
﹃
文
選
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
礼
記
﹄
﹃
孝
経
﹄
︑
﹃
明
文
抄
﹄
で
は
﹃
文
選
﹄

﹃
史
記
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
礼
記
﹄
︑
﹃
管
蠡
抄
﹄
で
は
﹃
礼
記
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
論
語
﹄
の
順
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
金
言
成
句
集
で
引
用
数
の
順
位
に
相
違
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
漢
籍
に
際
立
っ
た
差
異
は
な
い
︒
諺
と
し

て
当
時
の
人
々
に
親
し
ま
れ
た
故
事
は
﹃
詩
経
﹄
﹃
礼
記
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
孝
経
﹄
等
の
七
経
を
構
成
す
る
経
書
︑
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
の

三
史
︑
﹃
文
選
﹄
な
ど
を
出
典
と
し
て
い
た
︒
な
お
金
言
成
句
集
に
お
け
る
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
占
め
る
位
置
は
意
外
に
小
さ
い
よ
う
に
も
思
え

る
が
︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
等
の
漢
詩
文
集
や
女
流
文
学
へ
の
影
響
を
考
え
れ
ば
︑
﹃
白
氏
文
集
﹄
も
ま
た
当
時
の
中
国
知
識
を
構
成
す
る
重
要
な
書

籍
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
︒

さ
て
﹃
本
朝
麗
藻
﹄
に
は
︑
学
者
で
は
な
い
公
卿
ら
に
よ
る
漢
詩
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
︑
彼
ら
が
上
述
の
よ
う
な
漢
籍
を
ど
の
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よ
う
に
習
得
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
男
性
官
人
の
漢
籍
の
学
習
の
様
子
を
︑
古
記
録
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
︒

古
記
録
に
は
記
主
が
漢
籍
の
教
授
を
請
う
記
事
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
︒
例
え
ば
藤
原
行
成
は
︑
為
忠
朝
臣
に
﹃
毛
詩
﹄
を
︑
大
学
博
士
広
澄

宿
禰
に
﹃
古
文
尚
書
﹄
を
教
授
さ
れ
て
い
る⑧
︒
為
忠
朝
臣
と
は
寛
弘
六
年
︵
一
〇
〇
九
︶
の
敦
良
親
王
の
御
湯
殿
読
書
に
奉
仕
し
て
い
る
惟
宗

為
忠
の
こ
と
で
あ
り
︑
大
学
博
士
広
澄
宿
禰
と
は
海
広
澄
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹃
権
記
﹄
長
保
四
年
︵
一
〇
〇
二
︶
三
月
十
九
日
条
に
﹁
明
経
助
教

為
忠
︑
淑
光
幷
広
澄
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
両
人
と
も
に
明
経
道
出
身
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
か
ら
は
︑

藤
原
師
通
が
惟
宗
孝
言
か
ら
﹃
文
選
﹄
﹃
毛
詩
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
史
記
﹄
を⑨
︑
寛
治
四
年
︵
一
〇
九
〇
︶
か
ら
永
長
元
年
︵
一
〇
九
六
︶
に
か
け
て

大
江
匡
房
か
ら
継
続
的
に
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
を
学
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る⑩
︒
惟
宗
孝
言
︑
大
江
匡
房
と
も
に
文
章
道
出
身
の

人
物
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
摂
関
期
の
男
性
官
人
は
︑
明
経
道
や
文
章
道
出
身
の
人
物
を
介
し
て
漢
籍
を
学
習
し
て
い
た
︒
﹃
延
喜
大
学
寮
式
﹄
講
書
日
限

条
に
よ
れ
ば
︑
大
学
寮
で
講
説
さ
れ
た
漢
籍
は
﹃
礼
記
﹄
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
﹃
周
礼
﹄
﹃
儀
礼
﹄
﹃
毛
詩
﹄
﹃
周
易
﹄
﹃
尚
書
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
孝
経
﹄

﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
﹃
文
選
﹄
等
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
先
に
見
た
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
や
﹃
本
朝
麗
藻
﹄
﹃
本
朝
文
粋
﹄
で
重
要
な
典
拠

と
さ
れ
た
書
物
と
大
部
分
が
重
な
る
︒
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
関
し
て
は
大
学
寮
で
は
正
式
に
講
説
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
大
江
家
に
よ
り
延
喜
以
降

歴
代
天
皇
に
教
授
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る⑪
︒

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
お
い
て
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
に
依
拠
し
た
表
現
が
著
し
い
の
に
対
し
︑
唐
代
の
故
事
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
意

外
に
も
少
な
い
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
と
﹃
唐
暦
﹄
な
ど
の
唐
代
の
史
書
と
利
用
方
法
の
大
き
な
違
い
は
︑

儒
者
に
よ
り
講
説
さ
れ
た
か
否
か
の
差
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
摂
関
期
に
お
い
て
も
﹃
唐
暦
﹄
は
読
ま
れ
て
は
い
た
が
︑
三
史
の
よ
う
に

大
学
寮
出
身
の
師
に
つ
い
て
積
極
的
に
﹁
学
習
す
る
﹂
対
象
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
定
家
の
時
代
に
至
っ
て
も
︑
典
拠
た
り
得
る

古
典
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
こ
う
し
た
学
習
の
入
門
段
階
に
あ
た
る
幼
学
書
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
︒
桃
裕
行
氏
に
よ
れ
ば
︑
平
安
時
代
に
は
﹃
蒙
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求
﹄
﹃
千
字
文
﹄
﹃
李
嶠
百
二
十
詠
﹄
が
幼
学
の
教
科
書
と
し
て
学
ば
れ
た
と
い
う⑫
︒
﹃
李
嶠
百
二
十
詠
﹄
﹃
蒙
求
﹄
は
八
世
紀
初
頭
～
前
半
の
作

と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
内
容
は
や
は
り
﹃
文
選
﹄
や
経
書
︑
史
書
︵
特
に
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
︶
に
典
拠
を
持
つ
も
の
が
多
い⑬
︒
こ
の
よ
う
な
書

物
を
教
科
書
と
し
て
学
び
育
っ
た
平
安
貴
族
が
︑
同
時
代
の
中
国
よ
り
も
は
る
か
に
遡
る
時
代
の
中
国
の
思
想
・
事
跡
を
も
と
に
し
て
漢
詩
文

を
作
り
上
げ
た
の
も
︑
ご
く
自
然
な
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
唐
代
の
書
物
が
上
述
の
よ
う
な
経
史
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
︑
日
本
に
お
け
る
経
書
や
﹃
史
記
﹄
﹃
漢
書
﹄
﹃
後
漢
書
﹄
の
重
視
は
必
ず
し
も
日
本
国
内
の
問
題
の
み
な
ら
ず
︑
唐
に

お
け
る
学
問
状
況
を
い
わ
ば
二
次
的
に
受
容
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
こ
ま
で
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
異
国
描
写
を
手
掛
か
り
に
︑
漢
籍
利
用
と
い
う
側
面
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
の
在
り
方
を
検
討
し
て
き

た
︒
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
は
高
度
な
漢
籍
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
表
現
が
多
い
︒
た
だ
し
唐
代
に
つ
い
て
の
史
書
と
そ
れ
以
外
の
漢
籍
の
利
用

方
法
に
は
明
確
な
違
い
が
認
め
ら
れ
た
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
中
国
の
古
典
知
識
を
間
接
的
に
学
ぶ
幼
学
の
あ
り
方
や
︑
大
学
寮
出
身
の
官
人
に

師
事
し
て
学
習
す
る
と
い
っ
た
平
安
貴
族
の
漢
籍
へ
の
接
し
方
が
あ
っ
た
︒
国
風
文
化
期
に
お
い
て
は
宋
と
の
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
相
対
的
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
依
然
と
し
て
令
式
に
規
定
さ
れ
た
漢
籍
と
﹃
白
氏
文
集
﹄
で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
状
況
は
鎌
倉

時
代
初
期
ま
で
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

①

久
保
木
哲
夫
・
樋
口
芳
麻
呂
﹃
松
浦
宮
物
語
・
無
名
草
子
﹄
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
40
︑
小
学
館
︑
一
九
九
九

②

萩
谷
朴
﹁
松
浦
宮
物
語
作
者
と
そ
の
漢
学
的
素
養
﹂
﹃
松
浦
宮
全
注
釈
﹄
若
草

書
房
︑
一
九
九
七
︵
初
出
：
一
九
四
一
︶

③

﹃
明
月
記
﹄
正
治
二
年
︵
一
二
〇
〇
︶
三
月
十
日
条
︑
元
久
元
年
︵
一
二
〇
四
︶

八
月
二
日
条
︑
七
日
条
︑
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶
二
月
廿
四
日
条
︑
承
元
二
年

︵
一
二
〇
八
︶
九
月
八
日
条
︑
建
暦
二
年
︵
一
二
一
二
︶
正
月
四
日
条
︑
建
保
五

年
︵
一
二
一
七
︶
七
月
四
日
条
︑
嘉
禄
元
年
︵
一
二
二
五
︶
三
月
廿
七
日
条
︑
寛

喜
元
年
︵
一
二
二
九
︶
五
月
四
日
条
︑
五
日
条
︑
十
一
月
廿
二
日
条
︑
十
二
月
四

日
条
︑
廿
三
日
条

④

太
田
晶
二
郎
﹁
﹃
唐
暦
﹄
に
つ
い
て
﹂
﹃
太
田
晶
二
郎
著
作
集
﹄
第
一
冊
︑
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
九
一
︵
初
出
：
一
九
六
三
︶

⑤

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
五
・
本
紀
第
五
︑
儀
鳳
三
年
︵
六
七
八
︶
十
二
月
条
に
﹁
詔
停
壱

明
年
通
乾
之
號
一︒
以
壱

反
語
不
善
故
一

也
﹂
と
あ
る
︒
﹃
新
唐
書
﹄
巻
三
・
本
紀
第

三
・
儀
鳳
三
年
十
二
月
癸
丑
条
に
は
︑
﹁
罷
壱

通
乾
號
一

﹂
と
あ
る
の
み
︒

⑥

﹃
権
記
﹄
長
保
三
年
︵
一
〇
〇
一
︶
三
月
二
日
条
︑
﹃
小
右
記
﹄
長
和
元
年
︵
一

〇
一
二
︶
七
月
廿
五
日
条
︑
万
寿
四
年
︵
一
〇
二
七
︶
六
月
十
五
日
条
︑
長
元
三

年
︵
一
〇
三
〇
︶
九
月
廿
七
日
条
︒
長
元
三
年
九
月
廿
七
日
条
は
︑
大
日
本
古
記

国風文化期における中国文化受容（小塩）
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録
で
は
﹁
廣
暦
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
巻
数
も
四
十
巻
と
一
致
し
て
お
り
︑
﹁
唐
暦
﹂

の
誤
り
と
見
て
よ
い
︒

⑦

川
口
久
雄
・
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
編
﹃
本
朝
麗
藻
簡
注
﹄
勉
誠
社
︑
一
九
九
三
︑

大
曾
根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
﹃
本
朝
文
粋
﹄
新
日
本
古
典
文
学
大
系

27
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
︑
後
藤
昭
雄
﹃
本
朝
文
粹
抄
﹄
一
～
四
︑
勉
誠
出
版
︑

二
〇
〇
六
～
二
〇
一
五

⑧

﹃
権
記
﹄
長
保
四
年
︵
一
〇
〇
二
︶
五
月
一
日
条
︑
寛
弘
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶

三
月
廿
一
日
条

⑨

﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
応
徳
二
年
︵
一
〇
八
五
︶
十
一
月
廿
五
日
条
︑
寛
治
五
年

︵
一
〇
九
一
︶
十
一
月
四
日
条
別
記
︑
寛
治
七
年
︵
一
〇
九
三
︶
十
二
月
廿
八
日

条
︑
永
長
元
年
︵
一
〇
九
六
︶
十
一
月
廿
三
日
条

⑩

﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
寛
治
四
年
︵
一
〇
九
〇
︶
四
月
廿
八
日
条
︑
十
二
月
九
日

条
︑
永
長
元
年
︵
一
〇
九
六
︶
十
二
月
五
日
条
な
ど

⑪

﹃
江
吏
部
集
﹄
中
巻
・
人
倫
部

近
日
蒙
壱

綸
命
一︑
点
壱

文
集
七
十
巻
一︒
夫
江
家
之
為
壱

江
家
一︑
白
楽
天
之
恩
也
︒

故
何
者
︑
延
喜
聖
代
千
古
・
維
時
父
子
共
為
壱

文
集
之
侍
読
一︒
天
暦
聖
代
維

時
・
斉
光
父
子
共
為
壱

文
集
之
侍
読
一︒
天
禄
御
宇
斉
光
・
定
基
父
子
共
為
壱

文

集
之
侍
読
一︒
爰
当
今
盛
興
壱

延
喜
天
暦
之
故
事
一︑
匡
衡
独
為
壱

文
集
之
侍
読
一︒

挙
周
未
飲

遇
飲

昇
︒
欲
飲

罷
不
飲

能
︒
以
飲

詩
慰
飲

意
︒

⑫

桃
裕
行
﹁
上
代
に
於
け
る
教
科
書
の
変
遷
﹂
﹃
上
代
学
制
の
研
究
︹
修
訂
版
︺
﹄

桃
裕
行
著
作
集
第
一
巻
︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
︵
初
出
：
一
九
三
五
︶

⑬

早
川
光
三
郎
﹃
蒙
求
﹄
上
︑
新
釈
漢
文
大
系
58
︑
明
治
書
院
︑
一
九
七
三
︑
福

田
俊
昭
﹃
李
嶠
と
雜
詠
詩
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二

第
三
章

対
外
交
流
と
中
国
文
化
受
容
の
再
検
討

さ
て
前
章
ま
で
の
検
討
で
︑
国
風
文
化
期
の
中
国
文
化
受
容
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
︑
大
学
で
講
説
さ
れ
て
い
た
漢
籍
の

貴
族
層
へ
の
浸
透
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ま
た
一
般
的
に
男
性
ほ
ど
漢
籍
に
精
通
し
て
い
な
か
っ
た
女
性
も
︑
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄

の
よ
う
な
類
書
的
な
書
物
や
物
語
・
絵
画
に
よ
っ
て
中
国
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
本
章
で
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
︑

国
風
文
化
に
お
け
る
対
外
交
流
の
役
割
を
ど
の
程
度
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
り
た
い
︒
唐
物
が
増
加
す
る
こ
と
で
中
国
文
化

が
広
く
受
容
さ
れ
︑
そ
れ
が
国
風
文
化
の
基
盤
と
な
っ
た
と
い
う
言
説
は
実
証
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

国
風
文
化
期
に
お
け
る
書
物
の
輸
入
に
関
し
て
は
︑
外
交
・
政
治
・
宗
教
に
わ
た
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
︑
特
に
藤
原
道
長
を
中
心
に

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た①
︒
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
︑
道
長
が
漢
籍
を
積
極
的
に
蒐
集
し
た
こ
と
︑
ま
た
そ
う
し
た
道
長
の
態
度
が
文
化
形
成
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
一
方
で
佐
藤
全
敏
氏
は
国
風
文
化
論
の
前
提
と
し
て
唐
物
や
漢
籍
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て

28 (668)



検
討
を
加
え
︑
平
安
貴
族
が
入
手
で
き
た
漢
籍
と
は
意
外
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
た②
︒
こ
の
よ
う
な

研
究
動
向
を
う
け
て
︑
本
章
で
は
当
時
の
漢
籍
の
輸
入
状
況
を
史
料
に
即
し
て
改
め
て
考
え
た
い
︒
こ
こ
で
︑
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
確
実
な
書
物
を
古
記
録
な
ど
か
ら
抽
出
す
る
︵
﹁
手
本
﹂
も
数
例
見
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
省
略
し
た
︶
︒
本
稿
で
は
国
風
文
化
が
花
開
い
た
時
代

で
あ
り
︑
か
つ
古
記
録
の
残
存
状
況
の
良
い
﹃
小
右
記
﹄
﹃
権
記
﹄
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
﹃
左
経
記
﹄
﹃
春
記
﹄
の
現
存
期
間
に
限
っ
て
事
例
を
挙
げ

る
︒
な
お
括
弧
内
は
贈
答
者
↓
被
贈
答
者
で
あ
る
︒

①
摺
本
一
切
経
︵
奝
然
︶﹃
日
本
紀
略
﹄
﹃
百
錬
抄
﹄
﹃
小
右
記
﹄
永
延
元
年
︵
九
八
七
︶
二
月
十
一
日
条

※
後
に
奝
然
の
遺
弟
が
道
長
に
献
上
し
︑
さ
ら
に
後
年
法
成
寺
に
移
さ
れ
る
︵
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
仁
二
年
︵
一
〇
一
八
︶
正
月
十
五
日
条
︑

﹃
小
記
目
録
﹄
同
十
六
日
条
︑
﹃
日
本
紀
略
﹄
﹃
左
経
記
﹄
治
安
元
年
︵
一
〇
二
一
︶
八
月
一
日
条
︶
︒

②
経
教
︵
雲
黄
山
僧
行
辿
↓
源
信
︶﹃
日
本
紀
略
﹄
正
暦
二
年
︵
九
九
一
︶
九
月
廿
一
日
条

③
﹃
法
華
示
珠
指
﹄
﹃
竜
女
成
仏
義
﹄
﹃
十
六
観
経
記
﹄
﹃
仏
国
荘
厳
論
﹄
﹃
心
印
銘
﹄
︵
杭
州
奉
先
寺
源
清
↓
暹
賀
︶﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
十
二
・
江

匡
衡
﹁
為
壱

僧
正
覚
慶
一

答
壱

大
宋
国
奉
先
寺
和
尚
一

牒
﹂
︑
﹃
日
本
紀
略
﹄
長
徳
二
年
︵
九
九
六
︶
十
二
月
廿
六
日
条

④
﹃
五
臣
注
文
選
﹄
﹃
文
集
﹄
︵
曾
令
文
↓
藤
原
道
長
︶﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
弘
三
年
︵
一
〇
〇
六
︶
十
月
廿
日
条

⑤
摺
本
﹃
注
文
選
﹄
摺
本
﹃
文
集
﹄
︵
藤
原
道
長
↓
一
条
天
皇
︶﹃
御
堂
関
白
記
﹄
﹃
権
記
﹄
﹃
還
幸
部
類
記
﹄
所
引
﹃
野
記
﹄
寛
弘
七
年
︵
一
〇

一
〇
︶
十
一
月
廿
八
日
条

⑥
﹁
大
遼
作
文
﹂
︵
寂
照
↓
藤
原
道
長
︶﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
元
年
︵
一
〇
一
二
︶
九
月
廿
一
日
条

⑦
摺
本
﹃
文
集
﹄
︵
念
救
↓
藤
原
道
長
︶﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
二
年
︵
一
〇
一
三
︶
九
月
十
四
日
条

⑧
﹃
老
子
道
経
﹄
︵
念
救
↓
藤
原
実
資
︶﹃
小
右
記
﹄
長
和
二
年
︵
一
〇
一
三
︶
九
月
廿
四
日
条

⑨
﹃
文
集
﹄
︵
常
智
↓
藤
原
道
長
︶﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
四
年
︵
一
〇
一
五
︶
七
月
十
五
日
条

⑩
摺
本
﹃
文
集
﹄
同
﹃
文
選
﹄
︵
藤
原
道
長
↓
敦
良
親
王
︶﹃
小
右
記
﹄
﹃
左
経
記
﹄
万
寿
二
年
︵
一
〇
二
五
︶
七
月
三
日
条
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⑪
唐
摸
本
﹃
広
韻
﹄
葉
子
︑
同
﹃
玉
篇
﹄
葉
子
︑
新
書
﹃
文
集
﹄
葉
子
︵
大
中
臣
輔
親
↓
藤
原
頼
通
︶﹃
小
右
記
﹄
長
元
二
年
︵
一
〇
二
九
︶
四

月
四
日
条

⑫
摺
本
﹁
︵
史
書
で
は
な
く
暦
と
し
て
の
︶
唐
暦
﹂
︵
藤
原
隆
家
↓
藤
原
頼
通
︶﹃
春
記
﹄
長
暦
三
年
︵
一
〇
三
九
︶
閏
十
二
月
廿
八
日
条

⑬
﹁
大
宋
暦
﹂
﹃
百
練
抄
﹄
永
承
五
年
︵
一
〇
五
〇
︶
九
月
廿
八
日
条

実
際
に
は
ほ
か
に
も
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
が
数
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
︑
確﹅

実﹅

に﹅

中﹅

国﹅

で﹅

制﹅

作﹅

さ﹅

れ﹅

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
が
史
料
上
裏
付
け
ら
れ
る
事
例
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
︵
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
事
例
は
他
に
も
存
在
す
る

が
︑
こ
こ
で
は
確
実
な
事
例
の
み
を
挙
げ
た
︶
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
次
の
三
点
で
あ
る
︒

一
点
目
は
史
料
上
確
認
さ
れ
得
る
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
当
該
時
期
に
漢
籍
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
示
す
史
料
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
︒
中
国
か
ら
多
く
の
文
物
が
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
説
は
意
外
に
も
史
料
的

根
拠
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
な
お
唐
物
に
関
す
る
記
事
自
体
は
古
記
録
に
多
く
見
え
る
が
︑
そ
の
大
部
分
は
香
薬
・
布
製
品
で
あ

り
︑
漢
籍
で
は
な
い
︒
こ
の
事
実
は
﹃
参
天
台
五
臺
山
記
﹄
延
久
四
年
︵
一
〇
七
二
︶
十
月
十
五
日
条
で
︑
宋
皇
帝
の
﹁
本
国
要
壱-
用
漢
地
一

是

何
物
貨
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
︑
成
尋
が
﹁
本
国
要
壱-
用
漢
地
一︑
香
薬
・
茶
垸
・
錦
・
蘇
芳
等
也
﹂
と
答
え
た
こ
と
と
も
合
致
す
る
︒
香
薬
や

繊
維
製
品
と
い
っ
た
唐
物
は
︑
儀
式
の
際
な
ど
に
場
を
荘
厳
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
古
記
録
か
ら
確
認
で
き
︑
貴
族
の
生
活
に
不
可

欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
︒
一
方
で
漢
籍
も
唐
物
の
一
種
と
い
え
よ
う
が
︑
実
際
に
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
書
物
が
読
ま
れ
た
り

贈
与
・
貸
借
さ
れ
た
り
し
た
事
例
は
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
﹃
台
記
﹄
と
い
っ
た
摂
関
家
の
人
物
に
よ
る
日
記
に
集
中
し
て
あ
ら

わ
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
他
の
古
記
録
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
成
尋
の
返
答
は
︑
こ
う
し
た
一
般
的
に
は
書

物
の
輸
入
に
は
熱
心
で
な
い
︵
あ
る
い
は
経
済
的
に
難
し
い
︶
貴
族
社
会
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
こ
の
問
題
を
考
え
る

う
え
で
︑
﹃
参
天
台
五
臺
山
記
﹄
延
久
四
年
十
二
月
廿
九
日
条
等
に
引
用
さ
れ
る
﹃
楊
文
公
談
苑
﹄
所
引
の
寛
弘
五
年
︵
一
〇
〇
八
︶
九
月
の

﹁
治
部
卿
源
従
英
︵
俊
賢
カ
︶
書
﹂
は
興
味
深
い
︒
こ
こ
に
は
﹁
所
飲

諮
唐
暦
以
后
史
籍
及
他
内
外
経
書
︑
未
飲

来
壱

本
国
一

者
︑
因
寄
壱

便
風
一

為

30 (670)



飲

望
︒
商
人
重
飲

利
唯
載
壱

軽
貨
一

而
来
︑
上
国
之
風
絶
而
無
飲

聞
︒
学
者
之
恨
在
壱

此
一
事
一

﹂
と
あ
る
︒
ま
ず
明
ら
か
な
の
は
平
安
貴
族
の
中
に

﹃
唐
暦
﹄
以
降
の
最
新
の
漢
籍
を
希
求
し
て
い
た
層
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
漢
籍
を
思
う
よ
う
に
入
手
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
︑

﹁
宋
商
人
が
利
益
を
重
ん
じ
て
軽
い
貨
物
︵
香
薬
や
繊
維
製
品
な
ど
の
類
で
あ
ろ
う
︶
を
載
せ
て
来
朝
す
る
﹂
た
め
と
し
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う

に
︑
輸
入
漢
籍
は
一
部
の
層
に
と
っ
て
は
熱
心
に
蒐
集
す
る
対
象
で
あ
っ
た
が
︑
一
方
で
平
安
貴
族
と
宋
商
人
の
双
方
と
も
に
漢
籍
の﹅

み﹅

を
重

要
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
漢
籍
は
唐
物
全
体
の
中
で
必
ず
し
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

二
点
目
は
︑
漢
籍
の
贈
与
に
関
与
し
た
人
物
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
上
記
の
事
例
で
は
︑
日
本
人
で
は
天
皇
家
・
摂
関
家
・
天

台
僧
が
中
心
と
な
っ
て
い
る③
︒
こ
の
偏
り
は
対
象
と
し
た
史
料
が
数
種
類
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
︑
他
の
古
記
録
に

範
囲
を
広
げ
て
み
て
も
︑
漢
籍
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
え
る
日
記
と
し
て
は
︑
先
述
の
よ
う
に
﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
﹃
台
記
﹄
が
挙
げ
ら
れ

る
程
度
で
あ
る
︒
二
つ
の
日
記
の
記
主
で
あ
る
藤
原
師
通
︑
藤
原
頼
長
は
い
ず
れ
も
摂
関
家
の
嫡
流
で
あ
り
︑
宋
の
書
物
を
比
較
的
自
由
に
入

手
で
き
た
の
は
や
は
り
摂
関
・
大
臣
ク
ラ
ス
の
高
位
の
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
﹃
台
記
﹄
康
治
二
年
︵
一
一
四
三
︶
十
一
月

廿
四
日
条
に
も
注
目
し
た
い
︒

︵
前
略
︶
先
日
借
壱

信
俊
一

周
易
正
義
摺
本
︑
以
壱

美
紙
一

能
書
之
人
令
飲

写
飲

之
了
︒
今
日
以
壱

前
少
納
言
俊
通
一

為
飲

使
︑
遣
壱

信
俊
之
許
一

曰
︑
請
以
壱

書
本
一

替
壱

摺
本
一︒
若
不
飲

許
飲

所
飲

請
者
︑
此
正
義
之
外
︑
信
俊
所
飲

欲
飲

得
之
全
経
末
文
五
十
巻
︑
新
書
壱-
写
之
一︒
是
余
深
愛
壱

摺
本
一

之
故
也
︒
︵
後
略
︶

藤
原
頼
長
は
非
常
に
学
問
熱
心
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
︑
宋
商
人
の
劉
文
沖
に
目
録
を
渡
し
書
物
の
購
入
を
依
頼
し
た
こ
と
も
あ
っ
た④
︒
当
時

内
大
臣
の
地
位
に
あ
り
︑
商
人
と
の
交
渉
が
可
能
で
あ
っ
た
頼
長
で
さ
え
も
︑
摺
本
の
入
手
の
た
め
に
は
代
替
の
新
写
本
と
︑
場
合
に
よ
っ
て

は
相
手
の
所
望
し
て
い
た
本
の
写
本
も
与
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
ほ
ど
に
︑
摺
本
は
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
摂
関
家
と
宋
商
人
・
入
宋
僧
と

の
間
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
宋
の
漢
籍
が
大
量
に
輸
入
さ
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れ
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
上
記
の
記
事
で
頼
長
が
摺
本
﹃
周
易
正
義
﹄
を
借
り
た
人
物
は
明
経
博
士
の
清
原
信
俊
で
あ
る
︒
儒
家
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ

た
漢
籍
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
︑
次
の
事
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
﹃
江
談
抄
﹄
﹁
王
勃
元
稹
集
事
﹂
︵
巻
五

五
︶
に
︑
﹁
又
被
飲

命
云
︑
注
王

勃
集
︑
注
杜
工
部
集
等
︑
所
壱

尋
取
一

也
︒
元
稹
集
度
々
雖
飲

誂
壱

唐
人
一︑
不
壱

求
得
一

云
々
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
大
江
家
も
商
人
を
介
し
て
漢
籍

を
輸
入
し
て
い
た⑤
︒
た
だ
し
︑
た
び
た
び
の
注
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
元
稹
集
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
に
も
注
目
し
た
い
︒
摂
関
家

と
同
じ
く
︑
商
人
と
直
接
交
渉
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
大
江
家
に
あ
っ
て
も
︑
必
ず
し
も
望
み
の
書
物
を
購
入
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
対
外
交
流
に
よ
っ
て
漢
籍
を
入
手
で
き
た
人
物
は
︑
主
と
し
て
天
皇
家
・
摂
関
家
・
天
台
僧
・
儒
家
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
︒

さ
ら
に
彼
ら
に
あ
っ
て
も
漢
籍
を
意
の
ま
ま
に
入
手
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
当
時
の
漢
籍
の
輸
入
状
況
を
考
え
る
う
え
で
看
過
し
が

た
い
事
実
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
一
般
の
貴
族
層
が
宋
の
書
籍
を
容
易
に
入
手
で
き
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒
史
料
に
残
ら
な
い
交
易
品
の

存
在
も
考
慮
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
︑
少
な
く
と
も
現
存
す
る
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
限
り
で
は
︑
貴
族
層
に
広
く
輸
入
漢
籍
が
行
き
渡
っ
た

と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
か
︒
平
安
時
代
の
様
々
な
書
物
に
お
け
る
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
引
用
が
全
て
唐
代
の
旧
鈔
本
の
本
文
に
依
る
も
の
で

あ
り
︑
藤
原
道
長
が
摺
本
﹃
白
氏
文
集
﹄
を
入
手
し
た
後
も
摺
本
の
影
響
が
広
ま
っ
た
事
実
は
依
然
確
認
で
き
な
い
と
す
る
太
田
次
男
氏
の
研

究⑥
は
︑
こ
の
想
定
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
宋
で
出
版
さ
れ
た
漢
籍
は
一
部
の
階
層
に
は
受
容
さ
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
最
新
の
文
化
が
即

時
的
に
貴
族
層
に
浸
透
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

三
点
目
は
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
の
種
類
で
あ
る
︒
先
に
挙
げ
た
﹃
小
右
記
﹄
長
元
二
年
︵
一
〇
二
九
︶
四
月
四
日
条
の
唐
摸
本
﹃
広
韻
﹄
と
は
︑

大
中
祥
符
元
年
︵
一
〇
〇
八
︶
成
立
の
﹃
広
韻
﹄
を
指
す
と
考
え
ら
れ
︑
宋
で
出
版
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
二
十
年
ほ
ど
で
日
本
に
伝
来
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
最
新
の
書
籍
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
が
︑
検
討
し
た
時
期
に
お
い
て
輸
入
さ
れ
た
漢
籍

の
中
心
を
な
す
の
は
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
ら
の
多
く
は
献
上
品
と
し
て
見
え
る
が
︑
そ
の
後
実
際
の
学
習
や
読
書
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に
供
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
前
章
ま
で
の
考
察
の
よ
う
に
︑
平
安
時
代
に
お
い
て
は
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄

の
み
な
ら
ず
︑
大
学
寮
で
学
ば
れ
て
い
た
経
書
や
史
書
も
同
様
に
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
少
な
く
と
も
藤
原
道
長
・
頼
通
の
時
代
ま
で
は
こ
れ
ら

の
古
典
的
な
漢
籍
が
積
極
的
に
輸
入
さ
れ
た
形
跡
が
見
え
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
宋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
は
︑
当
時
の
中
国
知
識
を
支

え
た
漢
籍
の
一
部
を
構
成
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
で
き
よ
う⑦
︒

以
上
三
点
の
検
討
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
宋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
が
当
時
の
文
化
に
広
範
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
は
難

し
い
︒
少
な
く
と
も
文
学
的
側
面
に
お
い
て
は
︑
対
外
交
流
が
国
風
文
化
の
形
成
に
与
え
た
影
響
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
抱
か

ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
こ
で
対
外
交
流
と
い
う
視
点
を
一
度
離
れ
て
︑
漢
籍
が
ど
の
よ
う
に
学
習
さ
れ
︑
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
よ
う
︒
先
に
見
た
漢
籍

の
献
上
や
購
入
と
い
っ
た
方
法
を
除
く
と
︑
書
物
が
伝
播
す
る
唯
一
の
方
法
は
書
写
で
あ
っ
た
︒
﹃
権
記
﹄
に
は
藤
原
行
成
が
一
条
天
皇
や
藤

原
道
長
の
求
め
に
応
じ
て
漢
籍
を
含
む
様
々
な
書
物
を
書
写
し
た
記
事
が
見
え
︑
﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
に
も
﹃
陳
書
﹄
を
大
江
匡
房
に
書
写
さ

せ
た
記
事
が
見
え
る⑧
︒
ま
た
漢
籍
に
限
ら
ず
︑
各
家
の
日
記
な
ど
が
貸
借
・
書
写
さ
れ
た
の
は
︑
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
平
安

貴
族
が
漢
籍
を
入
手
す
る
方
法
と
し
て
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
︑
貸
借
と
そ
れ
に
伴
う
書
写
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
内
裏
や
宮
家
︑
摂
関
家
︑

儒
家
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
書
物
が
唐
や
宋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
ら
が
世
に
広
ま
る
方
法

と
し
て
は
書
写
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︒
当
時
国
内
で
流
通
し
て
い
た
漢
籍
の
多
く
は
︑
日
本
人
の
筆
に
よ
る
国
内
に
お
け
る
再
生
産
の
産
物
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒

さ
ら
に
漢
籍
を
入
手
し
た
だ
け
で
は
読
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
弘
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶
八
月
二
日
条
に
﹁
所
飲

読

華
句
文
十
巻
点
了
﹂
と
あ
る
が
如
く
︑
訓
点
を
施
す
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は

藤
原
師
通
の
よ
う
に
︑
大
江
匡
房
当
人
に
江
家
本
の
点
を
移
写
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た⑨
︒
幼
年
よ
り
漢
籍
に
親
し
み
漢
詩
文
を
詠
む
平
安
貴
族

に
あ
っ
て
も
︑
漢
籍
を
白
文
で
読
む
の
で
は
な
く
訓
点
を
施
し
た
状
態
で
読
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
ろ
う
︒
平
安
時
代
中
期
以
降

国風文化期における中国文化受容（小塩）
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﹁
学
問
の
家
﹂
が
成
立
す
る
に
従
い
︑
江
家
点
な
ど
の
各
家
の
﹁
読
み
﹂
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
平
安
時
代
の
人
々
は
こ
う
し
た
訓
点

に
従
っ
て
漢
籍
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
摂
関
期
に
至
っ
て
﹃
白
氏
文
集
﹄
等
が
愛
好
さ
れ
︑
女
房
層
に
も
漢
籍
知
識
に
優

れ
た
人
が
次
々
と
現
れ
た
背
景
に
は
︑
儒
家
に
よ
る
訓
点
の
発
明
や
︑
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
絵
画
化
・
物
語
化
と
い
う
︑
国
内
に
お
け
る
中

国
文
化
理
解
の
た
め
の
様
々
な
努
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
対
外
交
流
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
国
内
の
動
き
が
見
過
ご
さ
れ
が

ち
で
あ
る
︒
仮
に
白
文
の
状
態
の
漢
籍
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
即
ち
漢
籍
の
理
解
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
お
き
た
い
︒

加
え
て
絵
画
の
問
題
も
︑
対
外
交
流
が
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
た
か
を
明
ら
か
に
し
難
い
︒
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
仏
画
の
存
在
は
史
料

か
ら
数
例
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が⑩
︑
こ
れ
ら
と
物
語
絵
や
屛
風
絵
と
は
隔
た
り
が
あ
る
︒
川
口
久
雄
氏
は
女
性
や
子
供
向
け
の
絵
画
が
宋
か

ら
多
く
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る⑪
が
︑
そ
の
よ
う
な
史
料
的
痕
跡
が
見
当
た
ら
な
い
以
上
︑
少
な
く
と
も
﹁
多

く
﹂
も
た
ら
さ
れ
た
事
実
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
漢
籍
・
絵
画
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
ら
が
中
国
か
ら
多
く
輸
入
さ
れ
貴
族
層
に
行
き
渡
っ
た
と
い
う
事
実
は
史
料

的
に
確
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
書
写
や
唐
絵
の
よ
う
な
国
内
に
お
け
る
生
産
・
再
生
産
活
動
で

あ
る
︒
榎
本
淳
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
代
中
国
文
化
は
馴
染
み
や
す
い
物
へ
と
変
容
し
︑
そ
の
受
容
層
も
広
が
る
︒
し
か
し
そ
の

要
因
は
唐
物
の
増
大
で
は
な
く
︑
遣
唐
使
時
代
以
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
文
物
の
咀
嚼
が
結
実
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

飯
沼
清
子
﹁
藤
原
道
長
の
書
籍
蒐
集
﹂
﹃
風
俗
﹄
二
七
︵
二
︶
︑
一
九
八
八
︑
岡

部
明
日
香
﹁
藤
原
道
長
の
漢
籍
輸
入
と
寛
弘
期
日
本
文
学
へ
の
影
響
﹂
王
勇
・
久

保
木
秀
夫
編
﹃
奈
良
・
平
安
期
の
日
中
文
化
交
流

ブ
ッ
ク
ロ
ー
ド
の
視
点
か

ら

﹄
農
山
漁
村
文
化
協
会
︑
二
〇
〇
一
︑
手
島
崇
裕
﹁
平
安
中
期
の
対
外
交

渉
と
摂
関
家

入
北
宋
僧
の
社
会
的
位
置
把
握
の
た
め
の
基
礎
的
考
察
﹂
﹃
平

安
時
代
の
対
外
関
係
と
仏
教
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
一
四
︵
初
出
：
二
〇
〇
四
︶

②

佐
藤
全
敏
﹁
国
風
と
は
何
か
﹂
︒
前
掲
第
一
章
注
⑧

③

天
台
僧
の
対
外
交
流
に
関
し
て
は
︑
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
④
西
本
氏
論
文
に

詳
し
い
︒

④

﹃
宇
槐
記
抄
﹄
仁
平
元
年
︵
一
一
五
一
︶
九
月
廿
四
日
条

⑤

﹃
平
安
遺
文
﹄
︵
九

四
六
二
三
︶
所
収
の
﹁
大
宰
府
政
所
牒
案
﹂
︵
太
宰
府
神

社
文
書
︶
に
よ
れ
ば
︑
天
徳
元
年
︵
九
五
七
︶
に
日
延
が
呉
越
か
ら
請
来
し
た
漢
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籍
の
う
ち
︑
外
書
﹃
春
秋
要
覧
﹄
﹃
周
易
会
釈
﹄
各
廿
巻
が
大
江
家
に
留
め
ら
れ

た
︒
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
も
大
江
家
に
は
中
国
の
書
物
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
︒

⑥

太
田
次
男
﹁
そ
の
受
容
並
び
に
白
氏
文
集
研
究
史
概
要
﹂
﹃
旧
鈔
本
を
中
心
と

す
る
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
﹄
下
︑
勉
誠
社
︑
一
九
九
七
︵
初
出
：
一
九
九
四
︶

⑦

た
だ
し
こ
う
し
た
状
況
は
﹃
台
記
﹄
の
時
代
で
は
や
や
異
な
る
︒
﹃
台
記
﹄
に

は
﹃
礼
記
正
義
﹄
﹃
周
易
正
義
﹄
を
始
め
様
々
な
摺
本
が
見
え
︑
か
つ
そ
れ
ら
は

頼
長
の
学
習
に
供
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
寛
治
六
年
︵
一
〇
九
二
︶
二
月
十
二
日
条

⑨

﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
十
月
廿
七
日
条

⑩

例
え
ば
︑
奝
然
は
十
六
羅
漢
絵
像
を
︑
周
良
史
は
文
殊
と
十
六
羅
漢
の
絵
像
を

も
た
ら
し
て
い
る
︵
﹃
百
錬
抄
﹄
永
延
元
年
︵
九
八
七
︶
二
月
十
一
日
条
︑
﹃
小
右

記
﹄
長
元
四
年
︵
一
〇
三
一
︶
三
月
十
日
条
︑
﹃
左
経
記
﹄
同
年
九
月
十
八
日
条
︶
︒

な
お
︑
増
補
史
料
大
成
﹃
左
経
記
﹄
に
は
﹁
早
旦
詣
栖
霞
寺
︑
奉
拝
自
唐
食
品
許

所
送
文
殊
幷
十
六
羅
漢
絵
像
︑
資
無
憂
樹
菩
提
樹
葉
幷
茶
羅
葉
︑
南
岳
大
師
奉
見

普
賢
之
処
士
五
台
山
石
等
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
条
は
諸
本
で
文
字
の
混
乱
が
多
く
︑

意
味
が
通
じ
な
い
部
分
が
あ
る
︒
﹁
唐
食
品
﹂
に
関
し
て
は
︑
﹃
小
右
記
﹄
に

﹁
向
壱

栖
霞
寺
一

拝
壱

文
殊
像
一︒
太
宋
商
客
良
史
附
壱-
属
故
盛
笇
一︒
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
正
し
く
は
﹁
唐
人
良
史
﹂
で
あ
り
︑
﹁
人
良
﹂
が
書
写
の
過
程
で
﹁
食
﹂
一

文
字
と
し
て
誤
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
様
に
﹁
資
﹂
に
関
し
て
も
︑
﹃
小

右
記
註
釈

長
元
四
年
﹄
︵
黒
板
伸
夫
監
修
・
三
橋
正
編
・
小
右
記
講
読
会
︑
八

木
書
店
︑
二
〇
〇
八
︶
の
よ
う
に
﹁
資

も
た
ら

す
﹂
と
訓
読
す
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
次
見
﹂

を
一
文
字
と
し
て
誤
写
し
た
も
の
と
見
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
︒
﹁
資
無
憂
樹
﹂
で

一
語
と
見
る
先
行
研
究
も
あ
る
が
︑
こ
れ
は
誤
り
で
︑
当
該
条
で
は
無
憂
樹
・
菩

提
樹
・
沙
羅
の
い
わ
ゆ
る
仏
教
三
聖
樹
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
﹁
茶
羅
﹂
は
﹁
沙
羅
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
一
部
の
研
究
の
よ
う
に
﹁
荼
羅
﹂
に

改
め
る
必
要
は
な
い
︒

⑪

川
口
久
雄
﹃
平
安
朝
の
漢
文
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
一

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
異
国
描
写
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
平
安
時
代
の
人
々
が
何
に
よ
っ
て
異
国

像
を
形
成
し
て
い
た
か
︑
そ
し
て
そ
れ
に
関
わ
る
中
国
文
化
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
て
き
た
︒

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
異
国
描
写
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
き
た
当
時
の
文
学
的
側
面
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
在
り
方

は
︑
大
き
く
分
け
て
物
語
・
絵
画
と
漢
籍
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
国
風
文
化
期
に
は
漢
籍
の
絵
画
化
や
物
語
化
が
進
ん
だ
が
︑
こ
れ

ら
が
身
分
を
超
え
て
共
有
さ
れ
た
要
因
と
し
て
︑
﹁
宮
仕
え
﹂
を
軸
と
し
た
文
化
的
総
体
の
存
在
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
漢
籍
に
関
し
て
は
︑
﹃
白

氏
文
集
﹄
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
令
式
に
規
定
さ
れ
た
経
書
・
史
書
が
な
お
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
背
景
と
し
て
は
︑
平
安
貴
族
の
教
養
が
︑

幼
学
や
成
人
後
の
大
学
寮
出
身
の
人
物
を
介
し
た
学
習
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
内
で
完
結
す
る
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問
題
で
あ
る
︒

な
お
誤
解
の
無
い
よ
う
に
言
い
添
え
て
お
く
と
︑
国
風
文
化
に
お
い
て
対
外
交
流
が
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
︒

平
安
貴
族
が
唐
物
を
希
求
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
ま
た
仏
教
界
に
お
い
て
日
宋
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
た

だ
し
こ
れ
ら
の
事
例
を
国
風
文
化
一
般
の
事
象
と
し
て
敷
衍
し
て
し
ま
う
と
︑
国
内
の
問
題
が
見
え
づ
ら
く
な
り
︑
そ
の
在
り
方
が
ゆ
が
め
ら

れ
た
も
の
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
︒
本
稿
で
は
こ
の
点
を
問
題
と
考
え
︑
国
風
文
化
の
内
実
を
再
検
討
し
た
︒

こ
こ
で
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
提
示
し
た
﹁
中
国
文
化
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
い
︒
平
安
貴
族
が
愛
好
し
た
唐
物
は
現
実
の
﹁
中

国
﹂
の
文
化
で
あ
り
︑
律
令
制
以
来
学
習
さ
れ
て
き
た
漢
籍
や
物
語
化
さ
れ
た
中
国
故
事
︑
唐
絵
な
ど
は
範
疇
と
し
て
の
﹁
中
国
﹂
の
文
化
と

い
え
よ
う
︒
現
実
の
﹁
中
国
﹂
＝
宋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
唐
物
の
内
実
を
見
る
と
︑
香
薬
・
繊
維
製
品
の
ほ
か
︑
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
﹃
文
選
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄
は
既
に
日
本
で
受
容
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
写
本
と
摺
本
と
い
う
形

態
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
︑
例
え
ば
吉
備
真
備
の
も
た
ら
し
た
漢
籍

や
承
和
年
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
﹃
白
氏
文
集
﹄
が
そ
の
後
の
日
本
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
と
は
決
定
的
に
異
な
る
︒
遣
唐
使
廃
止
後

も
対
外
交
流
の
中
で
様
々
な
唐
物
が
輸
入
さ
れ
︑
個
々
の
事
象
で
は
中
国
文
化
が
受
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
本
稿
で
検
討
し
た
仮

名
文
学
と
漢
籍
と
の
関
係
に
お
い
て
︑
当
該
時
期
の
対
外
交
流
が
大
勢
と
し
て
そ
の
後
の
文
化
に
見
る
べ
き
変
化
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
︑

第
二
章
で
指
摘
し
た
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
初
頭
に
お
け
る
漢
籍
を
め
ぐ
る
状
況
の
共
通
性
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
単
純
に
国

風
文
化
期
の
対
外
交
流
を
遣
唐
使
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

以
上
の
検
討
よ
り
︑
佐
藤
全
敏
氏
ら
の
提
示
し
た
︑
十
世
紀
初
期
頃
を
起
点
と
し
て
中
国
文
化
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
無
く
な
る

と
い
う
視
角
を
継
承
し
た
い
︒
誤
解
を
恐
れ
ず
に
あ
え
て
大
略
を
示
せ
ば
︑
国
風
文
化
と
は
︑
モ
ノ
と
し
て
の
﹁
中
国
文
化
﹂
す
な
わ
ち
唐
物

を
受
け
入
れ
つ
つ
も
︑
少
な
く
と
も
思
想
的
な
面
に
於
い
て
は
概
ね
承
和
年
間
以
前
の
古
典
的
な
漢
籍
に
拠
っ
た
文
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
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本
稿
で
は
中
国
文
化
受
容
の
一
側
面
と
し
て
︑
文
学
に
注
目
し
て
検
討
を
加
え
て
き
た
︒
﹁
文
字
﹂
で
記
さ
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
物
語
と
古
記

録
を
統
合
的
に
捉
え
る
事
で
︑
文
化
の
内
実
と
そ
の
背
景
を
連
関
さ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
文
化
に
は

文
学
の
ほ
か
に
も
政
治
・
絵
画
・
書
画
・
宗
教
等
の
様
々
な
側
面
が
あ
り
︑
今
回
扱
う
事
の
出
来
な
か
っ
た
問
題
も
数
多
い
︒
今
後
も
各
分
野

の
研
究
に
学
び
な
が
ら
︑
他
分
野
の
資
料
も
含
め
て
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
最
後
に
大
江
匡
房
に
よ
る
﹁
詩
境
記
﹂
の
記
述
を
紹
介
し
た
い
︒
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
が
︑
律
令
導
入
時
に
遡
る
経
史
の
受
容
︑

そ
し
て
承
和
年
間
以
降
の
﹃
白
氏
文
集
﹄
受
容
の
展
開
が
国
風
文
化
と
し
て
昇
華
し
た
こ
と
を
考
え
る
時
︑
こ
の
記
述
は
極
め
て
示
唆
に
富
む
︒

我
朝
起
壱

於
弘
仁
・
承
和
一︑
盛
壱

於
貞
観
・
延
喜
一︑
中
興
壱

於
承
平
・
天
暦
一︑
再
昌
壱

於
長
保
・
寛
弘
一︒
︵
﹃
朝
野
群
載
﹄
巻
三
︶

文
章
経
国
思
想
の
も
と
弘
仁
期
に
漢
詩
文
が
隆
盛
し
︑
承
和
期
ま
で
に
は
主
要
な
漢
籍
が
日
本
に
全
て
揃
い
︑
延
喜
期
頃
に
至
っ
て
菅
原
道

真
や
島
田
忠
臣
の
詩
集
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
﹃
白
氏
文
集
﹄
が
定
着
す
る
︒
こ
れ
ら
の
前
提
を
も
と
に
︑
長
保
・
寛
弘
期
の
国
風
文
化
が
花
開

い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
文
化
の
諸
段
階
あ
る
い
は
連
続
性
は
︑
い
わ
ゆ
る
聖
代
観
と
も
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
︒

※
仮
名
文
学
の
本
文
︑
頁
数
に
つ
い
て
は
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
﹃
更
級
日
記
﹄
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
﹃
栄
花
物
語
﹄
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
﹃
無
名
草
子
﹄
は
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶
︑
﹃
伊
勢
集
﹄
﹃
大
斎
院
前
の
御
集
﹄
は
私
家
集
全
釈
叢
書
︵
風
間
書
房
︶
に
よ
っ
た
︒
な
お
﹃
枕
草
子
﹄
の
段
数
は
︑
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
が
底
本
と
し
て
い
る
三
巻
本
系
統
に
よ
る
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
平
成
二
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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On the Reception of Chinese Culture during the Period of

the Flowering of National Culture, Using the Descriptions of Foreign

Countries in Japanese Literature as a Key

by

OSHIO Kei

This article employs literary works, which have seldom been regarded

favorably as objects of analysis in Japanese historiography, as primary

sources to re-examine the structure of mid-to-late Heian culture (国風文化

kokufû-bunka). Specifically, it employs two fictional narratives, the

Hamamatsu chûnagon monogatari 浜松中納言物語and the Matsuranomiya

monogatari 松浦宮物語, that use foreign countries as the background of the

tales as keys to clarify the reception of Chinese culture and its reality in the

period of kokufû-bunka.

In the first section, I examine the Hamamatsu chûnagon monogatari. One

can note that two types of expression can be discerned therein: expressions

using Chinese literary works (漢籍 kanseki) and expressions that were verbal

representations of Chinese-style paintings. However, the knowledge of

Chinese literary works used by the author had previously been incorporated

in Japanese narratives and paintings including the Collection of Japanese and

Chinese Poems for Singing (和漢朗詠集 Wakan rôeishû), and thus did not

extend beyond the boundaries of common knowledge known to the nobility

of the time. In other words, one could say that there was a certain fixed,

shared knowledge of Chinese literary works within the noble society of the

day. In order to consider the background to the spread of such knowledge, I

next considered the manner in which literature was received.

At that time the mode of the reception of literature differed according to

oneʼs social status. Narrative fiction had a dual character, used both for

entertainment and for education. In the salons of women of the highest ranks

of the nobility, illustrated narratives were collected and also produced. For

women in the middle rank of the nobility, these narratives were difficult to

obtain, but they would occasionally receive them from women in the upper

levels of the nobility. These two different types of reception were brought
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together by women in service to the influential families. In other words, the

middle-ranking noble women who read the narratives given by higher-

ranking noble women and who were the recipients of culture were

transformed into the producers of new culture by becoming involved in the

production of narratives in the salons. In this way, a cultural entity that

spanned social ranks was formed, and the knowledge of Chinese literary

works shared in noble society was selected.

In the second section I examine the Matsuranomiya monogatari. Here too,

one can point out representations of foreign lands based on Chinese literary

works, but unlike the case of the Hamamatsu chûnagon monogatari, a

greater degree of knowledge of Chinese works was required. I have focused

in this article on the fact that classical works and histories such as the Book

of the Han (漢書 Hanshu / Kanjo) and the Book of the Later Han (後漢書

Houhanshu / Gokanjo) and literary works such as the Anthology of the Verse

of Bai Juyi (白氏文集 Baishi wenji / Hakushi bunshû or Hakushi monjû)

played a large part in the basic character building and that histories of the

Tang dynasty were in contrast only used to elaborate on official titles and

charactersʼ names. It can be surmised that this discrepancy was due to the

manner of studying Chinese works by male government officials ever since

the period of kokufû-bunka. Male officials studied under officials who had

been educated in the Daigaku and they often studied Chinese works and

were equipped with sufficient knowledge of classics and histories studied in

the Daigaku and of the Baishi wenji, which was considered equally

important. However, in regard to other Chinese works, it is thought that

they were not studied fully enough to be applied to Japanese literature.

Moreover, from the period of kokufû-bunka to the creation of the

Matsuranomiya monogatari in the late 12th century, one cannot see a great

change in the circumstance regarding the study of Chinese literary works.

In the third section, I examine the influence of foreign relations in the

move to the period of kokufû-bunka based on the foregoing considerations.

Examples of imported Chinese literary works that can be found in historical

records are limited, and it has become clear that only certain social classes

(members of the imperial and regental houses, scholars, and Buddhist monks)

could import literary works with relative ease. Considering that even these

people could not necessarily obtain all the works they sought, there is little

evidence that literary works imported from China were widely disseminated

throughout various social classes. Moreover, the majority of literary works

imported during the period were the Selections of Refined Literature (文選
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Wenxuan / Monzen) and Baishi wenji and did not represent new knowledge.

At least in terms of literature, the Chinese culture that had the most

influence during the period of kokufû-bunka was chiefly from those works

imported prior to the Jôwa era. These works were made into narratives and

pictorialized, and through their study by male officials, they were

incorporated into Japanese culture. While the manner in which Chinese

culture was received during the period of kokufû-bunka involved the

importation of material objects from China, it can be concluded that it

largely depended on classical Chinese knowledge that was a matter of ideas.

A Reappraisal of the Assemblies of Mongol Nobles of 1636

in the Context of the Manchu-Mongol Military Alliance

and the Qing Invasion of Chosŏn

by

KOO Bumjin and LEE Jaekyung

In the tenth lunar month of the first year of the Chongde 崇徳 reign (1636-

1643), or November 1636 according to the Gregorian calendar, Qing Taizong

清太宗 (Hong Taiji) sent his ministers to preside over assemblies of Mongol

nobles at two different venues. This paper will inquire into the pacts

concluded at the 1636 Mongol assemblies from the perspective of the

Manchu-Mongol military alliance, focusing especially on the numbers of

troops (“uksin i ton” in Manchu) shown in the reports of the Manchu

ministers.

In the early seventeenth century, the Manchu rulers needed to augment

their military strength in order to wage wars against their main opponents,

the Ming dynasty and the Caqar (Chakhar) Mongols. For that purpose, they

attempted to win over the Mongol groups in neighboring regions to their

side. Nurhaci, the first ruler of the Manchus, had managed to make pledges

of alliance, first with the Five Qalqa (Khalkha) nobles and then with the

Qorcin (Khorchin) nobles during the Tianming 天命 reign (1616-1626); these

pacts did not, however, lead to substantial military cooperation.

During the Tiancong 天 聡 reign (1627-1636), Hong Taiji successfully

mobilized the Mongol cavalry forces from the nomadic nobles under the
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