
面
構
編
纂
の
背
を
憶
ふ
と
共
に
、
本
書
も
亦
時
代
の
歴
史
的
モ
ニ

ュ
メ
ン
ト
と
な
る
べ
き
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
菊
判
四
九
一
頁
、
口

絡
二
葉
，
朝
鮮
総
督
府
中
楓
院
獲
行
、
饗
慨
未
詳
×
柴
田
）

　
　
　
○
樂
浪
野
釣
塚
　
　
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
會

　
人
物
を
温
描
い
た
竹
靱
航
．
漆
塗
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
骨
か
胤
榮
浪
の
一
＋
口
墳
か

ら
出
土
し
た
こ
と
に
就
い
て
は
一
部
の
人
々
の
閣
に
観
て
は
當
時

早
く
も
知
ら
れ
て
居
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
一
咋
年
濱
田
博
士
に

糠
っ
て
東
方
叢
誌
墨
院
京
都
研
究
所
の
記
念
講
演
に
際
し
、
こ
の

一
端
が
紹
介
せ
ら
れ
て
か
ら
，
そ
の
人
物
叢
が
漢
代
蝕
像
石
に
通

す
る
と
こ
ろ
が
有
る
に
と
ど
ま
ら
す
、
其
の
筆
致
色
彩
等
の
優
秀

な
黙
か
ら
，
糊
代
総
点
の
實
粗
を
推
さ
し
む
る
右
力
な
資
料
と
し

て
一
般
に
深
き
興
味
と
女
心
と
を
與
へ
、
こ
れ
が
詳
細
な
る
饗
掘

報
告
の
一
臼
も
溶
く
嚢
表
さ
れ
ん
こ
と
は
等
し
く
霜
眉
さ
れ
た
所

で
あ
っ
た
。

　
倦
て
こ
の
直
穿
彩
簾
塚
と
題
す
る
獲
掘
報
告
書
が
其
の
待
望
に

封
ふ
る
も
の
た
る
固
よ
り
言
を
倹
た
ぬ
。
先
づ
其
の
内
容
は
序
説

第
一
編
第
二
面
繋
詮
に
分
ち
、
第
一
編
に
於
て
は
上
記
バ
ス
ク
ッ

　
　
　
　
紹
　
　
　
奔

ト
の
嵩
置
さ
れ
た
大
同
郡
南
串
颪
南
非
里
の
古
墳
に
就
い
て
記
し

て
居
る
。
こ
れ
は
横
穴
式
系
統
に
属
す
る
太
榔
墳
で
羨
道
前
室
主

室
か
ら
成
り
、
主
室
に
は
木
糖
三
個
と
木
馬
太
偶
等
の
存
在
が
注

意
さ
れ
る
が
繭
室
の
副
葬
品
に
比
す
る
と
遣
物
の
嚢
見
が
梢
少
な

い
。
前
室
の
唄
物
は
見
る
可
き
も
の
多
く
、
就
中
こ
の
バ
ス
ケ
ッ

ト
所
謂
彩
鐘
を
第
一
に
墓
げ
る
。
こ
れ
は
大
略
長
さ
轟
O
O
ヨ
幅
鴎
O

o
ヨ
高
さ
ト
。
O
o
奪
の
長
方
形
の
蟹
胎
漆
器
で
、
其
の
周
縁
及
び
身

の
立
上
り
の
部
分
に
漆
枠
を
作
り
、
こ
れ
に
魚
骨
黄
濃
線
茶
褐
灘

墨
等
の
色
漆
を
用
ひ
て
繋
菱
文
龍
文
管
長
電
畜
文
園
燕
子
文
等
を

施
し
、
こ
れ
に
加
ふ
る
に
大
小
九
十
鯨
の
人
物
が
描
か
れ
て
居
る
。

こ
の
内
大
き
く
描
か
れ
た
入
物
に
傍
記
の
存
す
る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
に
糠
る
と
そ
の
人
物
が
當
時
人
口
に
野
営
し
た
孝
子
傳
等
を

題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
、
猶
山
東
武
氏
祠
の
叢
像

石
の
そ
れ
と
一
致
し
た
も
の
す
ら
存
す
る
。
其
の
描
法
は
顔
手
等

の
輪
廓
は
毛
の
様
な
細
線
を
以
っ
て
す
る
に
反
し
、
衣
服
の
知
き

は
却
っ
て
大
艦
粗
略
な
描
線
を
用
ひ
て
居
る
、
色
彩
の
鮎
に
於
て

も
男
女
の
顔
な
ど
色
を
異
に
し
衣
服
に
於
て
も
勿
論
そ
の
配
合
と

調
和
に
留
意
さ
れ
て
居
る
。
歴
代
帝
王
齪
な
ど
を
聯
想
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
號
　
　
四
…
七
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紹
　
　
　
　
介

圓
味
を
幣
び
た
容
貌
と
肥
っ
た
艦
賑
　
を
一
様
に
持
っ
て
居
る
が
男

女
小
堂
等
の
個
性
を
捉
ふ
る
こ
と
や
彼
等
の
動
作
に
封
ず
る
注
意

も
亦
忘
れ
て
は
居
な
い
。

　
激
励
の
外
、
彩
文
漆
阻
・
同
巻
筒
・
同
案
・
硯
及
び
無
勢
・
上
方
作

獣
帯
鏡
・
墨
書
木
札
等
興
味
あ
る
遺
物
が
存
し
、
猫
…
こ
の
前
室
の
壁

面
の
一
部
に
黒
白
朱
黄
等
を
以
っ
て
描
か
れ
允
壁
叢
の
あ
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
る
）
こ
れ
は
木
颪
の
腐
朽
の
た
め
、
逡
憾
な
が
ら
殆

ど
剥
落
し
て
熾
る
が
騎
馬
人
物
の
圏
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

圓
版
に
掲
げ
ら
れ
た
模
像
を
通
じ
、
重
代
流
行
の
騎
馬
の
一
例
と

し
て
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
e

　
第
二
編
は
大
間
江
面
轟
轟
里
道
掘
の
二
嘗
墳
に
就
い
て
記
し
て

居
る
。
こ
れ
は
彩
鰹
塚
の
完
全
な
る
に
反
し
，
過
去
共
に
盗
掘
の

難
に
枳
遇
し
、
そ
の
灘
か
ら
興
味
の
減
す
る
は
趨
れ
な
い
が
、
荊
者

の
横
穴
式
複
素
で
あ
る
の
に
封
し
、
堅
雪
活
躍
室
で
あ
る
鮎
か
ら

割
譲
古
墳
の
墓
片
上
の
問
題
に
註
し
面
繋
家
電
値
に
於
て
は
心
し

も
遜
色
あ
り
と
は
謂
ふ
を
得
な
い
。
更
に
慧
物
中
堅
に
注
意
す
べ

き
も
の
は
、
二
者
の
一
な
る
二
〇
一
號
墳
か
ら
前
漢
末
の
元
始
居

鑛
等
の
紀
年
銘
を
有
す
る
漆
器
の
撒
黙
出
土
し
て
居
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
第
二
観
　

四
一
入

る
。
書
式
に
於
て
は
從
來
の
出
土
品
に
於
け
る
と
格
罰
の
差
蓮
は

認
め
難
い
が
こ
の
墳
墓
の
年
代
観
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
論

を
倹
た
ぬ
。
此
の
外
、
竿
頭
金
具
・
車
輻
歌
守
護
晶
・
式
占
天
地
盤

等
が
興
味
を
惹
く
。
後
詮
に
於
て
は
此
等
諸
墳
の
螢
造
年
代
と
基

制
上
に
於
け
る
位
置
と
に
論
及
し
て
居
る
。
其
の
構
造
は
上
記
の

如
く
一
は
弁
職
八
式
翠
室
木
榔
…
墳
な
る
に
饗
し
，
他
は
塵
穴
式
複
室

太
榔
墳
で
且
つ
隠
縫
境
の
形
式
に
酷
似
し
て
居
る
。
其
の
副
葬
品

に
就
い
て
観
る
に
漆
器
に
於
て
前
者
が
磐
代
工
宮
の
製
品
等
で
日

用
の
而
も
高
償
な
る
什
器
多
き
に
封
し
、
他
は
比
較
的
麗
製
の
器

物
か
多
い
。
そ
の
装
飾
文
な
ど
を
比
較
す
る
も
爾
者
の
間
に
明
か

な
蕪
異
が
認
め
ら
れ
る
。
猫
後
者
で
は
明
器
の
存
左
が
特
に
注
意

さ
れ
る
Q
さ
て
木
榔
境
と
並
等
墳
と
の
螢
造
年
代
で
あ
る
が
噛
に

於
て
は
前
漢
か
ら
後
漢
中
期
、
他
は
後
漢
中
期
以
後
爾
晋
に
及
ぶ

と
し
て
居
る
。
尤
も
こ
れ
は
流
行
年
代
の
上
下
限
の
決
定
で
あ
っ

て
、
周
よ
り
中
問
に
於
て
は
繭
者
並
び
に
行
は
れ
た
。
か
く
て
叉

こ
の
闘
折
衷
的
な
太
辱
併
用
境
も
行
は
れ
、
こ
れ
に
二
種
の
構
遣

が
あ
る
が
、
彩
簾
塚
は
此
の
一
範
疇
に
入
る
。
最
後
に
此
の
塚
の

管
造
年
代
を
考
定
し
、
累
物
中
確
定
的
．
年
代
を
示
す
も
の
を
含
ま

（　190　）



な
い
が
、
鏡
古
泉
器
物
の
形
式
な
ど
か
ら
推
し
て
後
漢
末
期
に
比

定
す
べ
し
と
述
べ
、
從
っ
て
，
石
心
里
の
豊
麗
は
更
に
年
代
を
掌

り
、
前
漢
末
期
か
ら
後
漢
初
期
に
あ
る
も
の
と
結
ん
で
居
る
。
附

録
と
し
て
吉
川
學
士
の
樂
浪
幽
土
漢
臨
圖
像
致
重
な
る
一
文
が
あ

る
。
博
引
傍
謹
至
ら
ざ
る
な
き
致
詮
で
あ
る
が
、
立
直
を
云
へ
ば

行
文
に
句
護
鮎
を
用
ひ
る
親
切
が
欲
し
か
っ
た
。
一
般
の
讃
者
に

偉
し
て
文
章
に
於
け
る
理
解
の
容
易
と
正
確
と
は
墨
術
的
論
述
に

屯
す
る
限
り
少
し
も
其
の
償
値
を
害
ふ
も
の
で
な
い
と
思
ふ
。
猶

届
書
田
博
士
の
英
文
の
綱
要
が
載
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
簡
に
し
て
要

を
得
た
も
の
で
あ
る
。
（
圃
版
百
三
十
蝕
Q
朝
鮮
宵
蹟
研
究
會
獲
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
）

○
北
佐
久
郡
の
考
古
三
三
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
　
一
郎
著

　
本
書
は
岡
じ
著
者
の
『
南
佐
久
郡
の
考
古
墨
的
調
査
』
（
昭
立
動

年
刊
）
に
若
い
で
そ
の
一
下
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
信
州
千
曲
川
最
上
流
の
一
盆
地
、
佐
久
李
の
考
古
畢
的
調

査
は
一
と
ほ
り
完
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
エ
キ
ゾ
ー
ス

　
　
　
　
紹
　
　
　
介

テ
ィ
ヴ
に
調
査
さ
れ
た
地
域
は
全
盤
で
も
稀
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙

甚
だ
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
云
へ
る
。
か
く
て
考
古
墨
に
お
け
る

地
域
調
査
な
る
も
の
が
如
何
な
る
槻
．
黙
か
ら
，
從
っ
て
ま
た
如
何

に
な
さ
る
べ
き
か
と
の
論
議
に
も
一
つ
の
焦
総
が
與
へ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
寒
寒
と
て
も
地
域
調
査
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。
鳥
居

龍
馬
博
士
の
上
伊
那
、
梅
原
末
治
氏
の
鳥
取
縣
、
島
田
貞
彦
氏
の
滋

賀
縣
に
お
け
る
調
査
や
、
地
方
輿
の
｝
部
に
お
い
て
は
自
然
に
行

は
れ
て
る
た
が
、
そ
れ
ら
は
現
行
政
蹟
劃
を
塞
と
す
る
も
の
で
何

ら
必
然
性
を
も
た
な
い
。
本
書
が
特
に
地
理
的
な
最
小
軍
位
を
取

上
け
た
の
は
大
い
に
累
量
的
な
意
味
を
異
に
し
て
む
る
。
い
ま
端

的
そ
の
成
果
に
就
い
て
見
る
に
地
理
的
な
概
括
を
行
っ
た
と
こ
ろ

は
成
功
し
て
み
る
、
遺
跡
の
地
貌
に
よ
る
分
類
統
計
と
そ
の
軍
面

的
・
垂
直
的
な
分
布
を
周
回
に
し
て
み
る
と
こ
ろ
は
確
か
に
ひ
と

つ
の
結
果
が
獲
ら
れ
た
。
し
か
る
に
時
間
的
推
移
を
論
ぜ
ら
れ
る

「
考
察
」
の
部
は
や
エ
冗
長
に
失
し
，
こ
の
地
域
調
査
か
ら
す
る
特

別
な
結
果
は
ほ
と
ん
ど
出
て
み
な
い
。
こ
れ
は
地
域
調
査
の
一
般

的
な
成
果
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
即
ち
、
地
域
調

査
で
あ
る
故
に
そ
の
地
域
そ
の
も
の
と
し
て
は
甚
だ
重
要
な
結
果
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