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宗
史
の
分
野
に
於
い
て
な
お
右
の
如
く
劃
期
的
な
行

績
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
ぞ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
於
け
る
新
天
地
を
開
拓
す

る
も
の
で
、
ひ
と
え
に
敬
仰
の
至
り
で
あ
る
。
た
だ

併
し
そ
の
故
に
又
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
史
料

そ
の
も
の
に
つ
き
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
あ
っ

て
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る

（
特
に
鏡
御
影
の
輿
論
の
如
き
）
。
併
し
そ
の
天
才
的

な
洞
察
力
は
、
凡
人
十
年
の
歩
み
を
一
挙
に
進
ま
し

め
る
も
の
で
、
学
術
の
飛
躍
的
進
展
は
、
そ
れ
に
よ

つ
て
よ
く
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
書
を
か
え
り
み
て
、

昭
和
初
頭
以
来
の
真
宗
史
の
進
展
が
、
著
者
に
よ
る

も
の
の
多
い
こ
と
に
今
更
に
感
ず
る
次
第
で
あ
る
。

筆
者
は
早
く
よ
り
本
書
諸
論
の
恩
恵
を
浴
し
て
居

り
、
成
書
を
ひ
た
す
ら
待
望
し
て
い
た
の
で
寸
言
を

さ
さ
げ
た
く
筆
を
と
っ
た
が
、
蕪
辞
、
い
た
ず
ら
に

名
著
を
け
が
し
た
か
の
感
が
あ
る
。
ひ
と
え
に
著
者

の
高
容
を
得
た
い
。
　
（
A
5
判
、
本
文
」
三
五
五
頁
、

索
引
一
五
頁
、
図
版
一
一
葉
、
定
価
八
五
〇
円
、
平

楽
寺
書
店
刊
）
　
　
　
　
　
－
藤
島
達
朗
一
…

吉
村
茂
樹
著

国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究

一

　
吉
村
博
士
は
さ
き
に
昭
和
九
年
、
岩
波
講
座
日
本

歴
史
第
十
四
回
の
中
に
、
　
『
国
司
制
の
崩
壊
』
を
発

表
せ
ら
れ
た
が
、
同
書
は
、
明
治
三
十
年
に
書
か
れ

た
故
喜
田
貞
吉
博
士
の
『
国
司
制
の
変
遷
』
　
（
史
学

雑
誌
八
ノ
ニ
・
四
）
等
の
先
駆
的
業
績
を
除
け
ば
、

こ
れ
ま
で
の
国
司
制
度
に
関
す
る
研
究
中
、
も
っ
と

も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て

き
た
。
搏
±
は
そ
の
後
間
も
な
く
、
昭
和
十
一
年
に

『
郡
司
制
度
の
研
究
』
　
（
史
学
雑
誌
四
七
ノ
十
一
）

『
上
代
に
於
け
る
地
方
制
度
の
一
考
専
一
特
に
国

司
と
郡
司
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
』
　
（
歴
史
地
理

六
七
ノ
一
）
等
を
発
表
せ
ら
れ
、
醒
郡
可
に
関
す
る

研
究
を
一
段
と
す
す
め
ら
れ
た
。
こ
の
二
作
は
共
に

本
書
第
二
編
附
載
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
郡

司
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
先
に
発
表
さ

れ
た
坂
本
太
郎
博
士
の
『
郡
司
の
非
律
令
的
性
質
』

（
歴
史
地
理
五
三
ノ
一
）
や
、
音
村
氏
の
研
究
と
相

前
後
し
て
発
表
さ
れ
た
宮
城
栄
昌
氏
の
郡
司
関
係
諸

論
文
『
郡
の
成
立
並
に
郡
司
対
農
風
関
係
の
強
化
』

（
史
潮
六
ノ
ニ
）
『
平
安
朝
中
期
以
前
の
地
方
政
治
の

＝
凹
』
（
歴
史
教
育
十
一
ノ
七
）
そ
の
他
と
共
に
、

律
令
時
代
地
方
政
治
の
研
究
を
大
い
に
推
進
し
た
作

品
と
し
て
学
界
の
注
召
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
吉
村
博
士
は
爾
来
二
十
年
、
倦
む
こ
と
な
く
そ
の

研
究
を
深
め
ら
れ
、
こ
の
長
薯
を
学
界
に
贈
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
今
の
べ
た
ご
と
く
、
昭
和
十
年
代
前
半

に
は
、
律
令
時
代
地
方
政
治
に
関
す
る
研
究
が
輩
出

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
戦
後
の
学
界
に
お
け

る
今
日
に
至
る
ま
で
の
古
代
の
地
方
研
究
は
庄
園
の

問
題
、
あ
る
い
は
戸
籍
計
帳
等
を
資
料
と
す
る
社
会

階
厨
の
問
題
に
集
中
せ
ら
れ
、
政
治
制
度
の
研
究
は

閑
却
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
本
書
こ
そ
は
、
そ

う
し
た
間
隙
を
埋
め
、
今
後
の
研
究
へ
の
一
大
展
望

台
、
も
し
く
は
前
進
の
基
礎
と
な
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
、
こ
の
七
百
余
事
の
大
著
の
中
に
多
数

引
用
せ
ら
れ
た
史
料
は
、
著
者
数
十
年
の
球
心
の
博

捜
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
の
研
究
考
を
御
益
せ

し
め
る
こ
と
大
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
わ

が
国
で
最
も
整
備
さ
れ
た
史
料
の
最
大
の
宝
庫
で
あ

る
史
料
編
纂
所
に
三
十
余
年
勤
務
、
研
鎭
せ
ら
れ
て

来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
、
他
の
い
か
な
る
研

究
者
も
、
そ
の
史
料
的
博
捜
の
完
肇
と
い
う
点
に
お

い
て
及
び
得
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
貧
弱
な
個
人
蔵
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書
に
頼
っ
て
細
々
と
研
究
を
続
け
る
地
方
在
住
の
私

ど
も
の
羨
望
に
堪
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
私

の
本
雷
に
態
す
る
批
評
の
ご
と
き
も
、
史
料
蒐
集
の

遺
漏
、
不
備
を
指
摘
す
る
こ
と
な
ど
は
到
底
企
て
及

ば
な
い
。
た
だ
本
書
の
内
容
の
極
く
大
要
を
紹
介

し
、
併
せ
て
望
蜀
の
辞
を
二
三
つ
ら
ね
た
い
と
思

う
。

二

　
本
書
の
構
成
は
四
型
に
分
た
れ
て
い
る
。
第
一
編

緒
論
に
お
い
て
は
、
研
究
の
範
圏
・
方
針
。
資
料
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
針
と
し
て
著
者
は
、
『
研

究
の
申
心
が
国
司
制
度
の
運
用
並
び
に
変
質
・
衰
頽

等
の
問
題
に
か
か
っ
て
み
る
以
上
、
論
考
の
焦
点
が

自
ら
内
容
上
の
結
構
に
あ
る
が
故
に
、
形
式
に
関
す

る
問
題
は
い
き
ほ
ひ
そ
の
便
に
従
は
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
ま
た
そ
の
運
用
・
変
質
。

衰
頚
等
の
如
き
問
題
は
、
こ
れ
ま
た
実
に
複
雑
な
る

事
態
に
あ
っ
て
、
自
ら
そ
れ
ら
の
考
察
に
も
種
々
な

る
方
法
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
ら
の
解

鴫
に
当
り
、
特
に
留
守
所
並
び
に
領
国
知
行
制
の
問

題
に
重
点
を
措
い
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
本
研
究
に

於
て
取
扱
ふ
べ
き
主
な
る
時
代
が
、
自
ら
平
安
時
代

特
に
そ
の
中
期
以
降
鎌
倉
時
代
に
亙
っ
た
（
中
略
）

　
特
に
留
意
し
た
所
は
国
司
制
度
の
崩
壊
す
る
に
至

っ
た
時
代
の
特
質
並
び
に
そ
の
背
景
と
な
っ
た
と
惟

は
れ
る
事
情
等
を
探
究
し
て
、
そ
の
崩
壊
過
程
と
結

果
と
を
究
明
し
た
事
で
あ
る
。
随
っ
て
そ
の
考
究
に

当
っ
て
或
は
国
司
制
度
の
成
立
、
或
は
遙
任
・
年
官

の
制
、
或
は
売
官
。
成
功
の
制
、
或
は
留
守
所
の
諸

問
題
を
中
心
と
し
て
、
荘
園
。
守
護
・
地
頭
等
に
関

す
る
問
題
の
当
然
之
に
関
連
し
た
審
は
言
ふ
ま
で
も

な
い
。
　
（
下
略
）
』
（
七
頁
）
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。

こ
の
言
葉
の
ご
と
く
本
書
の
重
点
が
第
三
編
国
司
制

度
崩
壊
の
過
程
　
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
編

の
み
で
四
百
頁
に
近
い
分
量
を
占
め
て
い
る
こ
と
、

そ
の
申
で
も
第
四
章
留
守
所
の
発
展
　
に
百
四
十
余

頁
、
第
五
高
慢
国
知
行
制
の
進
展
　
が
百
余
頁
を
占

め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
著
岩
は
ま
ず
第
二
編
園
司
制
度
の
変
質
　
の
第
一

章
律
令
制
度
と
時
勢
の
推
移
　
に
お
い
て
、
律
令
制

度
と
律
令
時
代
社
会
の
推
移
の
概
観
、
と
く
に
律
令

法
の
運
用
。
実
施
の
欠
陥
に
基
づ
く
そ
の
衰
頽
を
考

え
、
つ
い
で
国
司
の
問
題
に
関
連
深
い
地
方
情
勢
の

推
移
を
土
地
問
題
を
中
心
に
眺
め
、
つ
い
で
第
三
簾

に
お
い
て
令
制
の
改
変
を
全
外
官
申
心
に
概
観
す

る
。
こ
の
箇
所
は
す
で
に
著
者
が
岩
波
講
座
日
本
歴

史
中
に
『
平
安
時
代
の
政
治
』
と
し
て
発
表
せ
ら
れ

た
得
意
の
壇
場
で
あ
る
。
史
料
的
に
詳
密
な
裏
付
け

を
な
し
た
精
細
な
記
述
で
あ
っ
て
、
令
外
官
研
究
の

基
礎
を
学
界
に
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。
欲
を
い

え
ば
、
か
か
る
各
新
令
外
官
の
並
列
を
さ
ら
に
す
す

め
、
そ
れ
ら
の
出
現
の
事
情
の
歴
史
的
情
勢
よ
り
す

る
説
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
と
は
関

係
が
薄
い
の
で
省
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
章
国
司
制
度
の
欠
陥
　
は
力
の
入
れ
ら
れ
た

章
で
あ
り
、
官
制
上
に
お
け
る
不
備
と
実
質
上
に
お

け
る
不
備
と
が
あ
げ
ら
れ
、
第
三
章
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
の
不
備
の
点
が
い
か
に
改
変
さ
れ
た
か
を
各
方

面
よ
り
検
討
し
た
。
官
制
上
の
不
備
と
し
て
は
、
国

の
等
級
基
準
の
不
明
、
国
司
任
用
資
格
に
関
す
る
令

の
規
定
の
不
備
、
任
限
の
問
題
に
隠
せ
摂
津
職
を
特

別
職
と
す
る
の
謂
れ
な
き
を
指
摘
す
る
。
実
質
と
の

不
備
と
し
て
、
国
司
と
郡
司
と
の
職
掌
が
相
交
錯
し

て
分
ち
難
き
点
、
郡
司
と
の
関
係
に
不
正
不
当
な
る

問
題
の
起
り
易
い
点
、
特
に
国
司
の
得
分
に
関
す
る

不
備
を
捲
蒸
す
る
。

　
第
三
章
第
一
節
に
は
、
国
の
廃
置
統
合
、
浜
名
変

更
、
員
外
権
任
国
司
の
問
題
、
任
期
の
変
遷
等
が
取

扱
わ
れ
る
。
こ
の
章
の
問
題
に
は
、
著
者
は
挙
げ
て

居
ら
れ
な
い
が
、
平
野
邦
雄
氏
の
『
八
世
紀
に
お
け

る
国
司
の
人
的
構
成
』
（
日
本
歴
史
六
〇
・
六
一
、
昭
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和
二
十
八
年
）
の
ご
と
き
研
究
（
そ
の
他
に
も
挙
げ

る
べ
き
も
の
あ
れ
ど
略
す
）
を
参
照
、
加
味
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。
著
者
は
他
の
学
者

の
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
が
少
い
点
は
後
に
も
指
摘

す
る
が
、
本
辞
を
読
む
場
合
に
物
足
ら
ぬ
点
で
あ

る
。
本
章
に
お
け
る
國
の
統
合
廃
置
に
は
、
そ
の
理

由
を
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
掘
下
げ
て
研
究
し
て
頂

く
と
、
更
に
興
味
あ
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
に
は
解
由
制
、
監
察
制
、
得
分
の
変
化
の
問

題
、
京
宮
と
の
兼
官
、
外
官
間
の
兼
官
を
遙
任
の
問

題
に
関
連
せ
し
め
て
説
く
。
畿
内
国
司
の
特
殊
性
に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
点
な
ど
、
も
っ
と
掘
下
げ
て
、

各
地
方
の
国
司
の
特
殊
性
な
ど
考
え
て
頂
く
と
興
味

が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
次
の
附
載
二
の
「
志
摩

守
の
特
殊
性
」
の
ご
と
く
、
す
ぐ
れ
た
研
究
が
の
せ

ら
れ
て
い
る
。
附
載
一
、
三
に
つ
い
て
は
前
述
の
如

く
郡
司
に
つ
い
て
詳
細
に
論
致
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
制
度
史
、
と
く
に
国
司
ど
の
関
係
の
点
は
、
力

が
入
っ
て
い
る
が
、
宮
城
栄
昌
氏
の
研
究
の
如
き
対

農
民
関
係
、
郡
司
職
の
機
能
性
の
点
が
不
充
分
で
、

も
の
足
ら
ぬ
。
総
体
に
著
者
の
研
究
は
制
度
、
組
織

の
点
に
精
で
あ
っ
て
、
実
際
政
策
、
機
能
の
点
に
お

い
て
比
較
的
禰
粗
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も

本
書
中
で
、
そ
の
点
を
考
究
し
た
の
が
次
に
く
る
第

三
編
第
一
章
国
司
制
度
運
…
川
の
実
績
、
と
く
に
第
二

節
の
国
司
の
政
績
　
の
項
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に

お
い
て
も
国
司
の
社
会
経
済
政
策
は
あ
ま
り
の
べ
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
事
実
に
お
い
て
、
当
代
の
国
司
の

政
策
そ
の
も
の
が
欠
如
し
て
居
り
、
史
料
面
に
表
れ

る
こ
と
が
少
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
今
後
こ
の
方

面
が
開
拓
さ
れ
る
要
が
あ
る
。
附
載
の
地
方
庶
民
の

困
慮
に
つ
い
て
　
に
お
け
る
盗
賊
や
人
民
の
暴
動
の

表
は
便
利
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題

に
つ
い
て
も
、
谷
森
累
歳
氏
の
古
典
的
研
究
は
お
く

と
し
て
も
、
す
で
に
慶
応
大
学
今
宮
新
教
授
の
海
賊

の
研
究
（
東
西
三
八
所
収
）
そ
の
他
や
、
尾
張
国
解

文
の
研
究
も
川
上
多
助
氏
の
研
究
（
歴
史
地
理
四
四

ノ
三
、
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
所
収
）
等
が
直
に

連
想
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
先
学
の
研
究
と
の
関
連
、

批
判
を
盛
入
れ
て
頂
き
た
い
と
思
っ
た
。

　
第
二
章
は
遙
任
並
び
に
兼
官
の
制
に
つ
い
て
、
第

三
章
は
密
冗
富
並
び
に
成
功
の
制
に
つ
い
て
詳
細
に
究

明
し
た
。
第
四
章
留
守
所
の
発
展
、
第
五
章
魚
圏
知

行
制
の
発
展
の
両
道
に
は
著
者
が
自
負
揚
言
せ
ら
れ

る
ご
と
く
、
虚
し
い
史
料
を
表
示
し
て
、
国
司
制
末

期
の
こ
れ
ら
組
織
の
変
遷
発
展
を
明
継
に
考
究
せ
ら

れ
た
。
ま
さ
に
力
作
と
い
え
よ
う
。
今
後
こ
れ
ら
の

問
題
は
本
書
を
通
過
せ
ず
し
て
論
じ
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
既
往
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
の
は

竹
内
理
三
教
授
で
あ
っ
て
、
そ
の
『
在
庁
官
人
の
武

士
化
』
　
（
史
学
雑
誌
四
八
ノ
六
、
昭
和
十
一
年
）
は

在
庁
官
人
、
留
守
所
に
関
す
る
最
も
精
細
な
大
作
で

あ
っ
た
が
、
本
書
は
さ
ら
に
こ
れ
を
超
え
て
、
多
く

の
史
料
を
菟
塾
し
て
所
論
を
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
領

国
知
行
制
に
関
し
て
は
同
じ
く
竹
内
教
擬
の
瞥
寺
院

知
行
園
の
消
長
』
　
（
寺
領
荘
園
の
研
究
所
取
、
昭
和

十
七
年
）
な
る
力
作
が
既
に
あ
っ
て
、
従
来
の
権
威

で
あ
っ
た
が
、
本
懲
は
更
に
こ
れ
を
超
え
て
詳
密
で

あ
る
。
ま
た
第
三
章
に
扱
わ
れ
た
密
訴
・
成
功
の
閥

題
に
つ
い
て
は
、
竹
内
氏
の
『
成
功
。
栄
爵
考
』

（
寺
院
経
済
史
研
究
所
収
、
昭
和
十
年
）
や
時
野
谷
滋

氏
の
『
年
給
制
度
の
基
礎
的
研
究
』
　
（
史
学
雑
誌
五

九
ノ
三
、
昭
和
二
十
五
年
）
等
が
あ
る
が
、
国
司
の

み
に
関
し
て
は
本
雷
の
研
究
は
比
較
的
詳
し
い
。
し

か
し
こ
こ
で
私
σ
不
審
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
竹
内
氏

の
在
庁
官
人
や
寺
院
知
行
国
の
研
究
の
ご
と
き
は
そ

の
発
表
当
時
に
お
い
て
も
名
論
文
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
極
め
て
類
似
し
た
内
容
を
も
つ

既
往
の
研
究
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
雷
に
は
何
等

言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
竹
内
氏

の
先
輩
で
あ
り
、
こ
の
研
究
も
竹
内
氏
の
そ
れ
に
或

は
先
立
っ
て
、
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
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れ
ぬ
が
、
早
く
発
表
さ
れ
た
既
往
の
研
究
に
対
し
て

は
一
応
批
判
な
り
言
及
な
り
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
薔
は
著
者
の
学
位
論
文
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
は
特
に
既
往
の

研
究
史
が
問
題
の
提
起
に
際
し
て
叙
述
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
著
者
の
第
四
・
五
章
に
お
け
駒

史
料
の
古
文
書
学
的
考
察
の
ご
と
き
は
、
そ
の
蔽
蓄

の
閃
き
を
見
せ
た
も
の
で
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
大
介

の
性
質
の
考
定
な
ど
、
広
汎
な
古
文
雷
の
知
識
に
よ

っ
て
下
さ
れ
た
鉄
案
で
あ
ろ
う
。

　
第
六
章
に
は
国
司
の
地
方
豪
族
化
を
扱
い
、
第
四

編
に
は
国
司
制
度
崩
壌
の
結
果
　
と
し
て
第
一
章
に

国
衙
領
の
私
領
化
、
第
二
章
に
武
家
政
治
の
確
立
を

扱
い
、
附
載
と
し
て
国
司
制
度
の
遺
肇
と
し
て
、
伊

勢
の
北
畠
、
飛
騨
の
姉
小
路
、
土
佐
の
一
条
の
室
町

時
代
三
国
司
に
論
及
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
衙

領
と
武
家
の
研
究
に
お
い
て
も
、
既
往
の
研
究
、
例

え
ば
故
清
水
三
男
氏
の
『
国
衙
領
と
武
士
』
　
（
史
林

二
七
ノ
四
）
の
如
き
問
題
作
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
の
は
物
足
ら
ぬ
。

三

　
以
上
本
書
の
各
編
、
章
目
を
極
め
て
粗
雑
に
紹
介

し
た
に
す
ぎ
ぬ
が
、
本
葬
の
ご
と
く
史
料
の
徹
底
的

博
捜
と
精
密
な
考
証
の
上
に
立
つ
研
究
は
稀
に
み
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
歴
史
事
実
の
蘭
明
と
い
う
点
で

は
浅
学
後
脚
の
簗
者
な
ど
の
殆
ん
ど
加
う
べ
き
何
物

も
な
い
。
む
ろ
ん
多
少
著
者
と
解
釈
を
異
に
す
る
点

も
な
い
で
は
な
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
第
三
野
卑
二

節
　
巡
察
使
を
論
じ
て
、
東
山
道
巡
察
使
淡
海
三
船

が
、
そ
の
心
に
自
ら
の
名
達
を
志
し
て
検
慨
す
る
こ

と
苛
酷
に
失
し
た
と
の
続
紀
の
記
述
に
よ
り
、
巡
察

使
に
そ
の
人
を
得
ざ
り
し
例
と
さ
れ
た
。
し
か
し
私

見
で
は
三
船
が
処
罰
し
た
下
野
介
は
弓
削
薩
摩
即
ち

道
鏡
の
一
門
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
道
鏡
が
全

盛
を
誇
っ
て
い
た
時
代
に
、
敢
え
て
そ
の
一
門
の
者

の
不
正
を
餐
め
て
処
罰
し
た
三
船
は
、
そ
の
故
に
道

鏡
か
ら
弾
劾
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
三
船
こ
そ
は
却

っ
て
廉
直
剛
毅
、
当
時
比
を
見
ぬ
そ
の
勇
気
の
点
よ

り
い
っ
て
、
誠
に
そ
の
人
を
得
た
も
の
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
史
実
の
解
釈
よ
り
も
更
に
、
著
者
に
対

し
て
学
界
よ
り
或
は
異
論
の
提
出
さ
れ
る
か
も
知
れ

ぬ
も
の
は
歴
史
観
の
点
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
ラ
ン
ケ

史
学
的
、
歴
史
主
義
的
立
場
に
お
い
て
は
完
壁
と
も

い
い
得
る
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
研
究

に
は
歴
史
事
実
の
精
細
な
考
証
、
聞
明
と
再
構
成
を

飽
迄
も
精
細
に
追
究
す
る
史
学
的
方
法
の
他
に
、
歴

史
事
実
の
意
味
的
連
関
を
明
ら
か
に
し
、
史
実
を
意

味
的
に
構
成
し
、
法
則
化
す
る
社
会
科
学
的
方
法
の

二
面
が
あ
る
。
む
ろ
ん
法
則
化
と
い
っ
て
も
、
西
欧

の
歴
史
発
展
の
法
則
そ
の
他
を
演
繹
的
に
あ
て
は
め

る
如
ぎ
を
い
う
の
で
は
な
く
、
史
実
の
帰
納
的
実
証

の
方
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
律
令
制
の
崩
壊
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
上
げ
た
本
書

の
史
観
を
一
面
的
に
概
括
す
る
こ
と
は
著
者
の
真
意

を
誤
解
す
る
あ
や
ま
ち
を
犯
す
怖
れ
が
あ
る
が
、
本

書
を
読
ん
で
感
ず
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
色
濃
く
み
ら

れ
る
崩
壊
・
没
落
の
史
観
で
あ
る
。
大
化
改
新
な
い

し
奈
良
朝
の
最
初
に
打
建
て
ら
れ
た
律
令
制
度
が
、

壮
大
に
聾
え
立
っ
て
居
り
、
そ
の
中
に
ひ
そ
む
過
誤

と
運
用
の
拙
劣
か
ら
、
次
第
に
時
代
が
下
る
に
従
い

崩
壌
、
混
乱
し
て
、
変
質
し
潰
え
去
っ
て
行
く
と
の

叙
述
か
ら
受
け
る
如
き
感
で
あ
る
。

　
頭
重
よ
り
律
令
制
に
含
ま
れ
た
欠
陥
が
あ
る
と
著

者
は
い
う
。
そ
れ
も
果
し
て
立
法
の
技
術
の
不
手
際

か
、
法
に
関
す
る
知
識
並
び
に
法
を
あ
て
は
め
る
べ

き
社
会
の
実
状
に
対
す
る
知
識
の
欠
如
に
基
く
も
の

と
、
法
の
実
施
、
運
営
に
関
す
る
道
徳
的
欠
陥
と
技

術
的
欠
陥
を
律
令
の
本
質
が
理
想
主
義
的
に
走
り
、

人
間
の
私
欲
を
度
外
視
し
た
と
い
う
本
質
的
欠
陥
と

が
涌
一
視
さ
れ
て
い
る
。
律
令
制
と
は
別
箇
に
ア
プ

リ
オ
リ
に
存
在
す
る
貴
族
制
度
の
存
在
自
体
が
惹
起

76　（252）



磐評と紹介

す
る
悪
と
、
貴
族
自
身
の
理
想
と
す
る
律
令
法
と
が

矛
盾
す
る
欠
陥
と
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
ろ

ん
運
用
の
技
術
的
・
道
徳
的
欠
陥
と
を
混
同
す
べ
き

で
は
な
い
。
そ
う
し
た
欠
陥
を
と
に
か
く
頭
初
か
ら

含
み
つ
つ
も
、
立
派
な
制
度
で
あ
る
律
令
制
の
崩
壊

が
時
代
の
推
移
と
と
も
に
次
第
に
実
現
さ
れ
て
来
る

と
考
え
る
。
事
実
平
安
朝
に
は
漁
家
財
政
は
棊
乱

し
、
欠
乏
し
、
治
安
秩
序
は
乱
れ
、
貴
族
は
末
世
を

歎
ず
る
。
曾
て
中
世
は
暗
黒
晦
代
で
あ
る
と
考
え
る

論
者
も
少
く
な
か
っ
た
。
著
春
は
そ
う
し
た
主
観
的

感
情
を
表
白
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
客

観
的
に
冷
静
に
史
実
の
変
遷
を
叙
述
す
る
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
要
約
す
れ
ば
一
種
の
崩
壊
・
没
落
史
観

が
論
文
の
根
抵
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
中
世
の
公
塚
の
日
録
に
末
世
と
い
い
、
上
世
よ
り

の
没
落
を
考
え
る
説
に
同
ず
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
客
観
的
な
律
令
時
代
の
同
時
代
的
記
録
に
よ

っ
た
と
し
て
も
、
崩
壊
と
繁
乱
が
史
料
の
紙
面
を
掩

う
て
い
る
。
お
よ
そ
こ
れ
ら
史
料
の
す
べ
て
が
日
本

全
国
中
の
一
握
り
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
大
多
数
一
般
罠
衆
の
立
場
は
表
明
さ

れ
て
い
な
い
。
支
配
階
級
で
あ
る
貴
族
に
と
っ
て
、

律
令
と
い
う
六
世
紀
、
七
世
紀
初
に
定
め
ら
れ
た
制

度
の
崩
壊
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
豊
平
せ

し
め
る
新
勢
力
の
蝿
頭
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の

新
勢
力
と
は
主
と
し
て
地
方
豪
族
で
あ
り
、
こ
れ
を

支
え
る
、
或
は
こ
れ
に
隷
属
支
配
さ
れ
、
或
は
律
令

体
制
の
外
へ
投
げ
出
さ
れ
る
曳
衆
が
あ
る
。
そ
れ
は

貴
族
の
感
覚
を
表
す
公
文
書
に
は
無
秩
序
の
如
く
記

さ
れ
て
い
て
も
、
事
実
は
、
律
令
制
と
は
異
っ
た
新

た
な
る
社
会
の
体
系
、
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
興
起

し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
律
令
欄
か
ら
い
っ

て
無
秩
序
に
み
え
る
だ
け
で
、
新
た
な
価
値
体
系
の

成
長
と
エ
ネ
ル
ギ
…
と
を
示
す
。
さ
な
ぎ
か
ら
成
虫

の
出
る
が
如
く
律
令
制
か
ら
新
た
な
る
体
系
が
脱
皮

成
長
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
旧
二
つ
の
体

系
の
聞
の
転
換
が
、
地
方
に
お
い
て
な
さ
れ
る
時
、

そ
の
矛
盾
の
接
点
に
立
つ
も
の
が
国
司
で
あ
ろ
．
う
。

國
司
が
律
令
声
量
権
力
の
出
先
に
お
い
て
、
律
令
制

に
依
拠
し
つ
つ
、
新
な
る
体
系
に
お
い
て
有
利
な
地

位
を
占
め
得
る
存
在
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
。
郡
司
も

ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
国
司
は
矛
盾
の
体
現
者

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
問
題
に
関
連
を
持
っ
て

い
る
興
味
あ
る
問
題
の
中
心
が
あ
る
。
薪
時
代
の
担

手
で
あ
る
武
家
棟
梁
と
そ
れ
に
従
う
守
護
級
有
力
武

士
へ
と
転
化
す
る
に
は
、
し
か
し
国
司
や
郡
司
の
本

質
の
中
に
限
界
を
持
つ
性
質
が
あ
る
。
そ
の
中
で
い

か
な
る
性
絡
の
も
の
が
、
そ
の
限
界
を
破
っ
て
次
代

の
優
勝
者
と
な
る
か
。
新
旧
二
体
系
は
楯
の
両
面
で

あ
り
、
と
く
に
国
司
は
そ
の
楯
の
代
表
的
の
も
の
で

あ
る
が
、
國
司
の
機
能
的
研
究
は
、
こ
う
し
た
貴
族

の
感
覚
で
支
配
さ
れ
た
史
料
の
裏
を
読
み
と
る
新
な

る
価
値
観
に
基
い
て
為
さ
れ
る
と
き
、
新
た
な
問
題

を
生
み
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歴
史
主
義
的
研

究
と
し
て
完
壁
に
近
い
本
書
を
も
っ
て
、
も
は
や
国

司
制
の
問
題
研
究
が
終
止
符
を
打
つ
た
と
は
思
わ
れ

ぬ
。
こ
こ
に
著
者
の
ご
と
き
学
界
の
大
先
輩
の
貴
重

な
・
刀
作
に
対
し
妄
評
を
敢
て
し
、
誓
言
を
つ
ら
ね
た

の
は
、
学
界
が
著
渚
の
大
作
を
こ
え
て
新
た
な
視
角

の
研
究
を
開
拓
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
か
ら
に
他
な
ら

ぬ
。
著
者
が
若
鷺
の
失
礼
に
対
し
何
卒
寛
容
を
璽
れ

た
ま
わ
ん
こ
と
を
。
　
　
（
一
九
五
七
年
東
大
出
版
会

刊
、
　
「
七
〇
〇
円
）
　
　
　
一
横
田
健
｝
…

塩
沢
君
夫

　
　
　
　
　
共
著

川
浦
康
次

　
寄
生
地
主
制
論

　
寄
生
地
主
制
の
形
成
と
慕
末
・
維
新
期
の
経
済
的

発
展
の
問
題
は
日
本
史
の
研
究
の
申
心
課
題
の
　
つ
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