
古
代
に
お
け
る
官
撰
史
書
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
六
国
史
の
さ
い
ご
た
る

『
三
代
実
録
』
を
も
っ
て
終
わ
る
。
『
三
代
実
録
』
の
撰
上
は
、
延
喜
元
年

（
九
○
一
）
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
朝
廷
に
お
け
る
国
史
修
撰
の

意
図
が
ま
っ
た
く
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
醍
醐
天
皇
の
あ

と
、
朱
雀
・
村
上
の
二
朝
に
わ
た
り
、
承
平
六
年
（
九
一
三
○
か
ら
安
和
二
年
（
九
六

九
）
ま
で
、
撰
国
史
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
経

緯
の
あ
ら
ま
し
を
、
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
十
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
宣
旨
に
よ

っ
て
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
撰
国
史
所
は
、
最
初
、
藤
原
恒
佐
と
平
伊
望
と
を
別
当
と

し
、
の
ち
大
江
朝
綱
と
大
江
維
時
と
に
引
き
継
が
れ
て
、
三
十
四
年
の
な
が
き

に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
草
稿
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
未
定
稿
の
ま
ま
に
打
ち
捨
て
ら
れ
、
つ
い
に
正

本
を
撰
上
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
い
か
に
し
て
潰
え
た
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
『
類
聚
符

一
、
官
撰
史
書
の
終
焉
と
私
撰
史
書
の
成
立

「
大
鏡
」
の
歴
史
観

宣
抄
』
の
伝
え
る
十
八
の
関
係
宣
旨
の
う
ち
、
さ
い
ご
の
宣
旨
の
日
付
け
は
、

は
な
は
だ
暗
示
的
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
連
の
宣
旨

は
、
承
平
六
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
の
も
の
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
さ
い
ご
は
じ
つ
に
、
安
和
二
年
二
月
十
三
日
付
け
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
か
の
安
和
の
変
が
起
き
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
ケ
月
あ

ま
り
の
ち
、
同
年
三
月
廿
五
日
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
三
十
年
あ
ま
り
の
歳
月
を
つ
い
や
し
、
『
三
代
実
録
』
に
つ
づ

く
は
ず
の
官
撰
史
書
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
撰
国
史
所
が
、
そ
の
長
年
の
労

苦
に
報
い
ら
れ
ず
し
て
霧
散
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
安
和
の
変
に
よ
る
混
乱

が
、
か
な
ら
ず
や
、
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ほ
ぼ
三
十

年
ご
と
に
行
な
わ
れ
て
い
た
日
本
紀
講
書
も
ま
た
、
こ
の
四
年
ま
え
の
康
保
二

年
（
九
六
五
）
の
講
書
を
も
っ
て
さ
い
ご
と
し
、
以
後
ふ
た
た
び
行
な
わ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ゑ
て
く
る
と
ぎ
、
九
七
○
年
を
さ
か
い
と
し
て
、
記
紀
に
は
じ

ま
る
古
代
律
令
国
家
の
歴
史
理
念
は
失
な
わ
れ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
古
代
貴
族
社
会
の
変
質
で
も
あ

笠
井
昌
昭

一



っ
た
。
九
七
○
年
代
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
藤
原
氏
の
政
権
独
占
と

と
も
に
、
貴
族
社
会
は
ま
さ
に
一
変
し
た
。
そ
れ
と
あ
い
呼
応
し
て
、
古
代
国

家
の
官
撰
史
書
は
終
焉
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

○

上
に
説
く
ご
と
く
、
『
三
代
実
録
』
に
つ
づ
く
は
ず
の
官
撰
史
書
の
編
纂

が
、
三
十
四
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
準
備
さ
れ
な
が
ら
も
、
つ
い
に
挫
折
し
た

直
接
の
原
因
を
、
も
し
安
和
の
変
お
よ
び
そ
の
後
の
政
局
の
展
開
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
安
和
の
変
が
藤
原
氏
独
裁
の
道
を
成
就
す
る
さ

い
ど
の
政
変
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
は
な
は
だ
大
き

い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
は
、
時
と
し
て
ま
ま
説
か
れ
る
よ
う
な
、

反
律
令
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
摂
関
政
治
は
律
令
的
な
天

皇
の
権
威
を
背
景
と
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
も
う
少
し
綿
密
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
）
・

し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
反
律
令
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

天
皇
を
前
に
押
し
出
し
て
政
治
を
行
な
う
の
が
日
本
古
代
の
律
令
国
家
に
お
け

る
「
晴
」
の
場
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
摂
関
政
治
な
る
も
の
は
、
い
わ
ば
「
蕊

」
の
政
治
で
あ
る
と
い
い
え
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
の
側
面
を
ゑ
て
も
、
十
世

紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
へ
の
そ
れ
は
、
公
的
な
も
の
か
ら
私
的
な
も
の
へ
の
移

り
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
秋
に
あ
た
っ
て
、
公
的
な
「
晴
」
の
文
字

た
る
真
名
に
か
わ
っ
て
、
私
的
な
「
裏
」
の
文
字
た
る
仮
名
が
表
面
に
お
し
だ

さ
れ
て
く
る
の
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

け
だ
し
、
蕊
の
政
治
で
あ
る
摂
関
政
治
の
歴
史
理
念
を
ロ
・
コ
ス
化
す
る
に
あ

二
、
『
栄
花
物
語
」
の
歴
史
観

『
大
鏡
』
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
時
代
を
叙
述
の
対
象
と

し
、
か
つ
『
大
鏡
』
に
先
行
す
る
と
こ
ろ
の
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
、
少
し

で
も
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
栄
花
物
語
』
巻
一
、
「
月
の
宴
」
は
、

世
始
り
て
の
ち
、
こ
の
国
の
承
か
ど
六
十
余
代
に
な
ら
せ
給
に
け
れ
ど
、

こ
の
次
第
書
き
つ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
こ
ち
よ
り
て
の
事
を
ぞ
記
す
べ

、
》
二
宮
Ｏ

と
、
書
き
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
近
き
世
」
と
そ
れ
以
前
と
を
区
別
す

る
歴
史
意
識
の
働
い
て
い
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
注
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
『
栄
花
物
語
』
の
い
う
近
き
世
と
は
、
い
つ
か
ら
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
は
宇
多
な
い
し
は
醍
醐
天
皇
以
後
、
つ
ま
り
十
世
紀
初
頭
以
後
で
あ
る
が
、

な
お
端
的
に
い
え
ば
、
村
上
天
皇
以
後
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
宇
多
・
醍
醐
・

朱
雀
の
三
代
は
、
村
上
朝
を
引
き
出
し
て
く
る
た
め
の
、
い
わ
ば
前
提
に
し

か
す
ぎ
な
い
。
じ
じ
つ
、
巻
一
「
月
の
宴
」
の
大
部
分
は
、
村
上
天
皇
を
中

心
と
し
、
そ
こ
に
お
け
る
藤
原
師
輔
の
人
物
な
ら
び
に
位
置
づ
け
が
お
こ
な
わ

れ
、
巻
一
の
終
り
に
い
た
っ
て
、
師
輔
没
後
の
朝
廷
の
た
よ
り
な
さ
と
、
そ
れ

た
っ
て
、
（
六
国
史
の
漢
文
体
に
代
わ
っ
て
）
蕊
の
文
字
た
る
仮
名
が
採
用
さ

２

れ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
む
し
ろ
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
成
立
し
て
く
る
の
が
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
与
え
ら
れ
た
紙
数
の
都
合
上
、
『
大
鏡
』
に
重
き
を
お
い
て
、
考
察

を
試
み
た
い
。

一
一
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に
追
い
打
ち
を
か
け
る
が
ご
と
き
村
上
天
皇
の
崩
御
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
起
こ
っ
て
く
る
安
和
の
変
と
を
え
が
く
。

今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
藤
原
氏
の
政
権
独
占
へ
の
道
と
そ
の
間
の
他
氏
排

斥
の
歴
史
は
、
応
天
門
の
変
に
よ
る
大
伴
氏
と
紀
氏
の
衰
退
、
阿
衡
の
紛
議
に

よ
る
橘
氏
の
失
脚
、
あ
る
い
は
延
喜
に
お
け
る
菅
原
道
真
の
左
遷
、
そ
し
て
安

和
の
変
に
よ
る
源
高
明
の
没
落
、
と
い
っ
た
筋
ゑ
ち
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
宇
多
・
醍
醍
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
は
い
て
も
、
道
真

左
遷
の
こ
と
は
え
餓
か
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
『
栄
花
物
語
』
の

作
者
な
り
編
者
な
り
の
意
識
の
な
か
に
、
道
長
の
栄
花
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ

ろ
は
、
藤
原
師
輔
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
確
立
は
安
和
の
変
に
あ
る
の
だ
、
と
い

う
考
え
方
が
明
白
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
道
長
時
代
の
人

び
と
の
近
世
の
観
念
は
、
村
上
朝
を
そ
の
起
点
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

今
日
の
摂
関
時
代
設
定
の
う
え
か
ら
い
っ
て
も
、
け
だ
し
妥
当
す
る
も
の
、
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
摂
関
時
代
の
設
定
に
お
い
て
、
え
が
き
は
じ
め
ら
れ
た
『
栄
花

物
語
』
は
、
巻
一
「
月
の
宴
」
の
叙
述
の
な
か
に
、
摂
関
政
治
の
本
質
を
み
ご

と
に
描
き
出
し
て
ふ
せ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、
女
た
ち
を
も
っ
て
い
る
貴
族
た
ち
が
自
分
の
女
を

な
ん
と
か
入
内
さ
せ
よ
う
と
い
う
競
争
、
そ
し
て
入
内
さ
せ
た
女
に
皇
子
が
生

ま
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
に
一
喜
一
憂
し
て
い
る
姿
が
如
実
に
描
写
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
外
戚
と
し
て
の
権
力
を
得
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
運
命
が
か
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

太
政
大
臣
忠
平
の
長
男
で
あ
り
、
左
大
臣
で
も
あ
る
一
の
人
実
頼
も
、
入
内

さ
せ
た
女
が
早
逝
し
た
ば
か
り
に
、
弟
の
右
大
臣
師
輔
に
実
質
的
な
権
力
の
座

を
奪
わ
れ
る
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
、
女
に
第
一
皇
子
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
た
藤
原
元
方
も
、
皇
女
を
生
む
こ
と
だ
ろ
う
と
た
か
を
括
っ
て
い
た
師
輔
の

女
の
腹
に
、
第
二
皇
子
が
生
ま
れ
た
た
め
、
衆
寡
敵
せ
ず
、
失
意
の
う
ち
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
う
。

け
つ
き
よ
く
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
師
輔
じ
し
ん
の
力
に
よ
っ
て
、
権
力
の

座
が
か
ち
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
そ
の
人
が
女
を
も
っ
た
か
。
第

二
に
、
入
内
さ
せ
た
女
に
皇
子
が
生
ま
れ
る
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

権
力
の
座
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
運
命
的
な
支
配
の
な
か
に
あ

ヲ
（
》
Ｏ

い
ま
は
巻
一
を
垣
間
見
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
『
栄
花
物
語
』
の
主
人
公
た
る

道
長
の
ぱ
あ
い
も
同
様
で
あ
る
。
道
長
の
ぱ
あ
い
は
、
さ
ら
に
九
九
五
年
に
左

大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
じ
た
い
が
、
疫
病
の
流
行
と
い
う
運
命
的
支
配
で
あ

り
、
そ
れ
を
ぱ
の
ち
の
『
犬
鏡
』
は
、
い
み
じ
く
も
喝
破
し
て
い
る
。
し
か

も
、
か
れ
の
栄
花
は
、
彼
が
女
運
に
め
ぐ
ま
れ
、
一
家
に
三
后
を
立
て
た
こ
と

に
よ
っ
て
絶
頂
に
達
す
る
。

『
栄
花
物
語
』
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
主
流
に
の
し
あ
が
っ
た
人
の
栄
光
を

え
が
く
が
、
そ
の
一
方
で
す
で
に
ゑ
た
藤
原
元
方
を
は
じ
め
、
多
く
の
破
れ
去

っ
た
人
び
と
の
悲
し
ゑ
を
え
が
く
。
し
か
も
、
そ
の
失
意
に
陥
っ
た
人
び
と
の

魂
が
怨
霊
と
な
っ
て
、
栄
花
の
座
に
あ
る
人
び
と
に
鼈
を
な
げ
か
け
る
こ
と
に

な
る
の
も
、
す
で
に
巻
一
に
お
い
て
、
冷
泉
天
皇
の
狂
気
を
元
方
の
怨
霊
の
せ

い
に
帰
す
る
こ
と
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
怨
霊
は
、
栄
花
の
座
に
あ
る
人
び

と
の
疑
心
暗
鬼
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ま
り
そ
れ
は
他
の
面

か
ら
い
え
ば
、
栄
花
の
座
に
あ
る
人
び
と
が
、
ゑ
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
己
が

権
力
を
生
承
だ
し
た
の
だ
、
と
い
う
確
信
を
究
極
に
お
い
て
も
ち
え
な
か
っ
た

一
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『
大
鏡
』
は
、
『
栄
花
物
語
」
と
同
じ
時
代
を
え
が
き
な
が
ら
、
な
か
な

か
、
一
筋
繩
で
は
と
ら
え
に
く
い
書
物
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
同
じ

時
代
を
叙
述
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
両
者
の
と
っ
た
形
態
上
、
性
質
上
の
差
異

は
、
好
箇
の
史
学
史
的
考
察
題
材
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
大
鏡
』
に
た
い
す
る
論
議
の
大
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
、

こ
と
、
裏
が
え
せ
ぱ
、
運
命
的
な
る
も
の
の
支
配
の
手
中
に
埋
没
し
て
い
る
こ

と
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
栄
花
物
語
』
が
そ
の
後
半
に
、
精
根
こ
め
て
え
が
き
だ
す
道
長
の
仏
道
帰

依
、
法
成
寺
伽
藍
の
建
立
も
、
け
だ
し
、
こ
の
運
命
的
な
る
も
の
の
支
配
の
中

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
ひ
と
の
、
そ
の
不
安
か
ら
安
住
へ
の
ゑ
ち
を
み
つ
け
だ

そ
う
と
す
る
、
ひ
と
つ
の
あ
が
き
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ゑ
て
く
れ
ば
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
た
ん
に
手
ぱ
な
し
に
道
長

の
栄
花
を
讃
歎
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
初
巻
に
お
い
て
摂
関
政
治
の
本
質

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
に
歴
史
の
動
か
し
手
を
運
命
に

ゑ
る
史
観
の
成
立
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
、
や
は
り
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
か
つ
て
、
西
郷
信
綱
氏
は
『
日
本
古
代
文
学
史
』
に
お
い
て
、
『
栄
花

物
語
』
に
は
「
こ
の
種
の
作
品
に
い
ち
ば
ん
大
切
な
政
治
の
本
質
的
把
握
が
な

３

い
」
と
き
め
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
改
稿
版
に
お
い
て
、
そ
の
一
言
を
抹
殺
さ

４

れ
た
の
は
、
け
だ
し
当
然
の
処
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
か
く
し
て

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
、
六
国
史
に
は
承
ら
れ
な
か
っ
た
、
ひ
と
つ
の
運

命
史
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
大
鏡
』
に
引

き
つ
が
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
な
お
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三
、
『
大
鏡
』
の
立
場

『
大
鏡
』
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
序
・
本
紀
・
列
伝
・
藤
氏
物
語
・
昔
物
語
と
い
う
形
を
と
り
、
本
紀
は
す

な
わ
ち
帝
紀
で
、
文
徳
・
清
和
・
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
・
冷

泉
・
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
の
十
四
代
に
わ
た
り
、
列
伝
と
は

す
な
わ
ち
摂
関
家
列
伝
で
、
冬
嗣
以
下
、
良
房
・
良
相
・
長
良
・
基
経
・
時
平

そ
の
成
立
年
代
、
あ
る
い
は
作
者
の
比
定
・
究
明
に
集
中
し
て
き
た
観
が
あ

る
。
『
大
鏡
』
の
な
か
に
語
ら
れ
る
『
今
年
万
寿
二
年
』
と
い
う
の
を
そ
の
ま

ま
成
立
年
代
と
承
る
説
は
、
伴
信
友
い
ら
い
今
日
な
お
反
覆
さ
れ
る
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
色
あ
せ
て
お
り
、
応
徳
三
年
（
一
○
八
六
）
ご
ろ
と
す

る
説
、
あ
る
い
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
大
鏡
』
の
裏
書
な
ど
と
の
関
係
か

ら
元
永
・
保
安
の
こ
ろ
（
二
一
八
’
二
一
三
）
と
す
る
説
な
ど
が
、
現
在
な
お
交
錯

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
者
を
だ
れ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
藤
原
為
業
と

い
う
旧
説
を
除
い
て
も
、
十
人
ち
か
い
人
物
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
宇
多
源
氏
で
あ
る
源
道
方
、
そ
の
子
乗
方
、
あ
る
い
は
源
師
房
の
子
の

顕
房
、
俊
房
、
顕
房
の
孫
雅
定
、
そ
し
て
源
俊
明
（
隆
国
男
）
・
ま
た
藤
原
氏

の
方
か
ら
は
、
道
長
の
子
の
藤
原
能
信
、
勧
修
寺
流
の
藤
原
資
国
な
ど
が
そ
れ

５

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
の
異
説
（
院
政
前
と
み
る
か
院
政
開
始
後
と

み
る
か
）
や
、
作
者
を
大
き
く
わ
け
て
源
氏
と
藤
原
氏
の
ど
ち
ら
に
承
る
か

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
説
は
、
け
つ
き
よ
く

『
大
鏡
』
の
内
容
、
あ
る
い
は
そ
の
著
作
目
的
を
ど
う
み
る
か
に
か
か
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
『
大
鏡
』
の
内
容
の
複
雑
さ
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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・
仲
平
・
忠
平
・
実
頼
・
頼
忠
・
師
尹
・
師
輔
・
伊
尹
・
兼
通
・
為
光
・
公

季
・
兼
家
・
道
隆
・
道
兼
・
道
長
の
二
十
人
の
列
伝
に
分
か
た
れ
て
い
る
。
ま

た
、
藤
氏
物
語
は
藤
原
鎌
足
か
ら
頼
通
ま
で
十
三
代
に
わ
た
り
、
昔
物
語
は
、

光
孝
天
皇
即
位
当
日
の
話
以
下
、
和
歌
技
芸
に
関
す
る
風
流
證
、
神
事
仏
事
に

た
い
す
る
信
仰
讃
が
多
く
み
ら
れ
、
藤
原
氏
の
人
び
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
部

源
氏
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
大
鏡
』
は
長
い
年
代
に
わ
た
り
、
多
く
の
人

び
と
に
つ
い
て
物
語
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
話
の
中
心
は
、
じ
つ
は
『
栄
花

物
語
』
と
同
じ
く
、
道
長
そ
の
ひ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は

巻
一
冒
頭
の
世
継
の
こ
と
ば
に
、

と
し
ご
ろ
、
「
む
か
し
の
人
に
た
い
め
し
て
、
い
か
で
世
の
中
の
見
き
く

こ
と
を
も
、
き
こ
え
あ
は
せ
む
。
こ
の
た
だ
い
ま
の
入
道
殿
下
の
御
あ
り
さ

ま
を
も
申
あ
は
せ
ば
や
」
と
お
も
ふ
に
、
あ
は
れ
に
う
れ
し
く
も
あ
ひ
申
た

る
か
な
。

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
、

ま
め
や
か
に
世
次
が
申
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
は
こ
と
ご
と
か
は
。
た
だ
い

ま
の
入
道
殿
下
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、

道
俗
男
女
の
お
ま
へ
に
て
申
さ
ん
と
思
ふ
。

と
い
う
と
き
、
そ
の
道
長
に
つ
い
て
は
、
そ
の
世
に
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
を
の
べ

る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
世
継
は
な
お
こ
と
ば
を
継
い
で
、

「
世
間
の
、
摂
政
・
関
白
と
申
し
、
大
臣
・
公
卿
と
き
こ
ゆ
る
、
い
に
し

へ
い
ま
の
、
ゑ
な
こ
の
入
道
の
御
あ
り
さ
ま
の
や
う
に
こ
そ
、
お
は
し
ま
す

ら
め
」
と
ぞ
、
い
ま
や
う
の
ち
ご
ど
も
は
お
も
ふ
ら
ん
か
し
。
さ
れ
ど
も
、

そ
れ
、
さ
あ
ら
ぬ
こ
と
な
り
。

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
『
大
鏡
』
は
、
こ
の
道
長
の
栄
花
が
、
と
く

く
つ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
『
大
鏡
」
の
目
的
は
、
道
長
の
世
に
す
ぐ
れ
た
栄
花
を
説
く
こ
と

に
あ
る
、
こ
と
は
確
か
だ
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
し
て
は
爽
雑
物
が
め
だ
ち
す

ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
來
雑
物
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
ご
と
く
、

王
威
の
強
調
、
な
い
し
は
、
い
わ
ゆ
る
『
大
鏡
』
の
も
つ
批
判
性
、
将
来
源
氏

が
栄
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
ふ
う
な
予
言
的
言
説
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
、
た
だ
た
ん
に
道
長
の
栄
花
を
調
い
あ
げ
る
こ
と

に
「
大
鏡
』
の
目
的
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
不
響
和
音
を
奏
で
る
部
分
と
看

倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
か
ら
、
『
大
鏡
』
は
、
た
ん
に
道
長
の
栄
花
を

説
く
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
藤
原
氏
が
摂
関
政
治
に
よ
っ

て
権
を
得
た
よ
う
に
、
源
氏
は
院
政
に
よ
っ
て
権
を
得
よ
う
と
す
る
希
望
を
こ

こ
に
託
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
『
大
鏡
』
の
成
立
を
院
政
開
始
後
に
お

き
、
そ
の
作
者
を
宇
多
源
氏
た
る
中
院
雅
定
に
象
よ
う
と
す
る
説
が
で
て
く

る
。
ま
た
、
作
者
を
源
俊
明
・
源
顕
房
と
す
る
説
も
、
同
様
な
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
爽
雑
物
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
ま
ず
、
よ
く

い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
〔
大
鏡
』
の
批
判
性
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
『

大
鏡
』
が
批
判
的
だ
と
い
う
の
は
、
と
く
に
道
長
伝
の
法
成
寺
造
営
に
つ
い
て

の
条
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
継
の
「
か
く
た
の
し
き
弥
勒
の
よ
に
こ
そ
あ

ひ
て
侍
れ
や
」
と
い
う
こ
と
ば
に
た
い
す
る
、
繁
樹
の
「
た
だ
い
ま
は
、
こ
の

御
堂
の
夫
を
頻
に
め
す
事
こ
そ
人
は
た
へ
が
た
げ
に
申
め
れ
と
、
そ
れ
は
さ
は

７

き
き
給
は
ぬ
か
」
と
い
う
問
い
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
こ
の
繁
樹
の
こ
と
ば
だ
け
を
、
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し

て
、
取
り
上
げ
れ
ば
、
か
な
り
強
く
聞
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
継
は
こ
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つ
ぎ
に
、
王
威
の
強
調
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
つ

う
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
時
平
伝
に
、
道
真
の
怨
霊
が
雷
神
と
化
し
て
清
凉
殿

に
落
ち
か
か
っ
た
と
き
、
時
平
ひ
と
り
太
刀
を
ぬ
い
て
立
ち
向
い
、
「
い
き
て

も
我
が
つ
ぎ
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
。
今
日
、
神
と
な
り
給
へ
り
と
も
、

こ
の
よ
に
は
我
に
と
こ
ろ
を
お
き
給
く
し
。
い
か
で
か
さ
ら
で
は
あ
る
べ
き

ぞ
」
と
、
に
ら
承
や
っ
た
と
こ
ろ
、
一
度
は
し
ず
ま
っ
た
と
い
う
話
を
物
語
っ

た
あ
と
に
、
「
さ
れ
ど
そ
れ
は
、
か
の
お
と
ど
の
い
み
じ
ゅ
う
お
は
す
る
に
は

あ
ら
ず
、
王
威
の
か
ぎ
り
な
く
お
は
し
ま
す
る
に
よ
り
て
、
理
非
を
し
め
し
た
ま

９

へ
る
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
あ
げ
ら
れ
る
の
が
つ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
の
あ
け
は
な
し
の
道
長
讃
美
と
は
ち
が
う
と
こ
ろ

で
、
こ
の
よ
う
に
王
威
が
摂
関
の
権
よ
り
も
上
に
あ
る
こ
と
を
詞
し
て
い
る
の

は
、
現
実
の
事
態
と
し
て
院
政
が
出
現
し
、
摂
関
政
治
を
お
さ
え
た
と
き
に
、

こ
の
『
大
鏡
』
が
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
こ
と

も
、
ま
た
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
事
例
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
『

大
鏡
』
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
比
類
な
い
道
長
の
栄
花
を
の
べ
る
の
だ
と
い

れ
を
軽
く
い
な
し
て
、
繁
樹
も
ま
た
あ
っ
さ
り
そ
れ
に
同
意
し
て
し
ま
う
と
い

う
前
後
の
関
係
の
な
か
に
、
こ
の
こ
と
ば
を
置
い
て
承
れ
ば
、
こ
の
一
言
を
も

っ
て
、
『
大
鏡
』
が
批
判
的
立
場
に
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
、

き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
文
章
全
体

か
ら
す
れ
ば
、
一
見
批
判
的
と
み
え
る
繁
樹
の
言
辞
は
、
そ
れ
に
反
論
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
法
成
寺
造
営
に
た
い
す
る
讃
美
を
き
わ
だ
た
せ
る
た

め
の
、
文
学
的
修
辞
と
さ
え
承
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
は
、
た
ん
に
出
来
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
道
長
の
栄
花
を
説
こ
う
と

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
今
日
の
道
長
の
栄
花
が
存
在
す
る
か
を
た

づ
ね
よ
う
と
す
る
。

っ
て
に
う
け
た
ま
は
れ
ば
、
法
華
経
一
部
を
と
き
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
こ

そ
、
ま
づ
余
教
を
ぱ
と
き
た
ま
ひ
け
れ
◎
そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
は
い

ふ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
し
か
の
ご
と
く
に
、
入
道
殿
の
御
さ
か
へ
を
申
さ
ん

と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
余
教
の
と
か
る
上
と
い
い
つ
く
し
。

と
ヒ
ュ
的
に
い
わ
れ
た
そ
れ
は
、
歴
史
に
ひ
そ
む
原
因
と
そ
の
結
果
を
あ
ら
わ

に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

因
果
関
係
の
究
明
は
、
歴
史
学
の
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
過
去

に
お
け
る
個
々
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
と
は
か

う
そ
の
表
舌
の
う
ら
に
、
す
で
に
王
威
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
た
、
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
大
鏡
』
は
、
道
長
の
栄
花
を
の
べ
る
こ
と
が
目
的

だ
か
ら
、
「
帝
王
の
次
第
は
申
さ
で
も
あ
り
ぬ
く
け
れ
ど
」
と
い
い
つ
つ
、
そ

の
「
入
道
殿
下
の
御
栄
花
も
な
に
に
よ
り
て
ひ
ら
け
た
ま
ふ
ぞ
と
思
へ
ぱ
、
先

み
か
ど
后
の
御
あ
り
さ
ま
を
申
べ
き
な
り
」
と
い
っ
て
、
序
に
つ
い
で
帝
紀
を

掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
す
で
に
、
道
長
の
栄
花
の
背
景

に
は
王
威
の
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
淀
み
て
く
る
と
、
王
威
の
強
調
と
い
う
こ
と
は
、
『
大
鏡
』
に
お

け
る
部
分
的
な
爽
雑
物
で
は
な
く
、
そ
の
最
初
か
ら
そ
の
根
底
に
ふ
か
く
置
か

れ
て
い
た
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
っ
た
、
と
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
そ
れ
は
『
大
鏡
』
全
体
を
考
え
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
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ぎ
ら
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
は
、
天
皇
家
の
永
遠
性
の
よ
っ
て

く
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
、
ま
た
こ
と
に
『
日
本
書
紀
』
は
「
詩
明
即
位
前
紀
」

に
異
例
の
ス
。
ヘ
ー
ス
を
さ
き
、
そ
こ
に
天
武
政
権
の
よ
っ
て
き
た
る
正
統
性
を

根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
。
記
・
紀
に
お
い
て
は
、
多
少
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

、
、

原
因
と
結
果
に
よ
る
歴
史
的
説
明
を
承
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
『
続
日
本

紀
』
以
下
の
い
わ
ゆ
る
五
国
史
に
お
い
て
は
、
原
因
と
結
果
に
お
け
る
歴
史
的

考
察
態
度
は
、
ほ
と
ん
ど
ゑ
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
、
『
大
鏡
』
に
お
い

て
、
原
因
と
結
果
を
承
き
わ
め
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
た
ん
な
る
歴
史
的
説
明

に
終
わ
ら
ず
、
す
る
ど
い
歴
史
的
洞
察
に
ま
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
思
索
は
、
仏
教
的
因
果
論
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
儒
教
的
思
想
を
根
底
と
す
る
六
国
史
と
は
、
ま
っ
た

く
異
な
る
歴
史
観
、
あ
る
い
は
歴
史
的
洞
察
を
も
た
ら
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は

同
時
に
反
面
、
運
命
史
観
の
色
彩
を
濃
厚
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
く

く
つ
な
道
長
の
栄
花
も
、
そ
の
原
因
を
た
ず
ね
れ
ば
、
け
つ
き
よ
く
道
長
個
人

の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
所
詮
、
道
長
じ
し
ん
も
運
命
の
人
で
あ
る
と
い

う
、
深
い
洞
察
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
所
以
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
は
、
す
で
に
ゑ
た
ご
と
く
、
巻
一
「
月
の
宴
」
に
お
い
て
、

摂
関
政
治
の
「
お
お
ぢ
」
政
治
た
る
本
質
を
あ
き
ら
か
に
し
た
が
、
『
大
鏡
』

は
さ
ら
に
そ
の
「
お
お
ぢ
」
政
治
の
カ
ラ
ク
リ
を
さ
ま
ざ
ま
に
露
呈
し
て
ゑ
せ

た
。
摂
関
政
治
が
「
お
お
ぢ
」
政
治
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
藤
原
氏
そ
の
も
の

の
権
力
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
な
く
、
王
威
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
理
の
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
大
鏡
』
は
、
王
威
と
藤

原
氏
の
権
が
、
冬
嗣
か
ら
道
長
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
、
ぶ
つ
つ

か
り
、
相
即
し
、
あ
る
と
き
は
相
手
を
圧
倒
し
、
と
い
う
姿
を
描
き
出
し
て
み

せ
た
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
承
れ
ば
、
す
で
に
大
化
改
新
に
お
け
る
律
令
制
度
へ
の
方
向

づ
け
に
お
い
て
、
神
な
が
ら
の
天
皇
権
力
と
、
儒
教
的
な
律
令
制
度
と
は
た
が

い
に
矛
盾
し
た
要
素
を
は
ら
み
つ
つ
、
儒
教
的
か
つ
法
治
的
律
令
制
度
を
土
台

と
し
て
、
そ
の
上
に
伝
統
的
天
皇
制
が
乗
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
加
算
的
構
造
が

成
立
し
た
。
律
令
は
つ
い
に
天
皇
に
た
い
す
る
な
ん
ら
の
規
定
も
設
け
る
こ
と

な
く
、
両
者
は
い
わ
ば
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
と
し
て
、
大
化
改
新
か
ら

天
武
持
統
朝
ま
で
は
天
皇
専
制
の
面
を
強
く
奏
で
、
や
が
て
大
宝
律
令
の
制
定

と
と
も
に
、
律
令
制
を
代
表
す
る
太
政
官
政
治
の
面
が
逆
に
主
旋
律
を
奏
で
は

じ
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
政
治
史
は
、
こ
の
二
つ
の
主
旋
律
の
さ
ま
ざ
ま

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
演
奏
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

藤
原
氏
は
し
だ
い
に
太
政
官
政
治
の
代
表
者
と
な
り
、
摂
関
時
代
に
は
、
天
皇

と
藤
原
氏
の
二
要
素
に
圧
縮
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
洞
察
は
、
天
皇
を
前
に
押
し
出
す
律
令
政
治
の
晴
れ

の
時
代
の
記
念
碑
た
る
六
国
史
に
は
あ
ら
わ
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
「
王
威
」
は
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
る
必
要
も
な
い
事
柄
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
摂
関
時
代
史
た
る
『
大
鏡
』
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
表

現
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
王
威
の
強
調
は
、
道
長
の
栄
花
を
説
く
に
あ
た

っ
て
の
爽
雑
物
で
は
な
く
、
道
長
栄
花
の
原
因
を
さ
ぐ
る
と
き
、
当
然
そ
こ
に

立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

王
威
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
と
と
も
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
『
大
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鏡
』
の
下
降
史
観
で
あ
ろ
う
。

道
長
の
栄
花
を
調
う
、
と
い
う
「
序
」
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
素
朴
に
う

け
と
っ
て
、
『
大
鏡
』
を
読
み
す
す
む
と
ぎ
、

か
や
う
に
物
の
は
え
う
べ
／
、
し
き
こ
と
ど
も
も
、
天
暦
の
御
時
ま
で
な

り
。
冷
泉
院
の
御
世
に
な
り
て
こ
そ
、
さ
は
い
へ
ど
も
、
よ
は
く
れ
ふ
た
が

り
た
る
心
ち
せ
し
も
の
か
な
。
よ
の
お
と
る
ふ
る
こ
と
も
、
そ
の
御
時
よ
り

な
り
。

と
、
い
う
ふ
う
な
い
い
方
は
、
な
に
か
そ
ぐ
わ
ぬ
感
じ
さ
え
与
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
『
昔
物
語
』
の
な
か
で
、
芸
能
の
衰
退
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
と
は
芸
能
の
衰
徴
な
ど
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
す
ま

ず
、
師
尹
伝
に
お
け
る

よ
の
な
か
の
か
し
こ
き
ゑ
か
ど
の
御
た
め
し
に
、
も
ろ
こ
し
に
は
、
「
堯

・
舜
の
象
か
ど
」
と
申
、
こ
の
く
に
に
は
「
延
喜
・
天
暦
」
と
こ
そ
は
申
め

れ
。

と
い
う
こ
と
ば
と
、
連
関
づ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
延
喜
・

天
暦
の
の
ち
、
冷
泉
院
の
こ
ろ
か
ら
世
の
中
ぜ
ん
た
い
が
落
ち
下
っ
て
き
た
こ

と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

素
朴
に
考
え
れ
ば
、
道
長
の
栄
花
を
た
た
え
る
一
方
で
、
そ
の
世
は
じ
つ
は

も
う
落
ち
下
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
と
も
受
け
と
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
で
は
や
は
り
、
こ
の
下
降
史
観
は
『
大
鏡
』
に
お
け
る
爽
雑
物
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
さ
き
の
王
威
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

と
き
、
『
大
鏡
』
が
い
わ
ゆ
る
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
思
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
や
は
り
重
大
で
あ
っ
て
、
冷
泉
院
以
降
、
そ
の
王
威
は
ま
さ
に
落
ち
下
っ
て

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
大
鏡
』
の
下
降
史
観
が
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

さ
い
ご
に
『
犬
鏡
』
の
歴
史
思
想
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
大
鏡
」
と
い
う
書
名
が
、
当
初
か
ら
で
な
い
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
『
古

鏡
』
と
い
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
『
世
継
の
か
が
承
の
巻
』
と
も
称
さ
れ
た
の
は

事
実
で
あ
り
、
ま
た
帝
紀
の
末
尾
に
お
け
る
「
あ
き
ら
け
ぎ
鏡
に
あ
え
ば
、
す

ぎ
に
し
も
い
ま
ゆ
く
す
え
の
こ
と
も
ゑ
え
け
り
」
「
す
べ
ら
ぎ
の
あ
と
も
つ
ぎ

つ
ぎ
か
く
れ
な
く
、
あ
ら
た
に
ゑ
ゆ
る
ふ
る
か
が
み
か
も
」
と
い
う
歌
に
よ
っ

て
、
『
大
鏡
』
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
「
鏡
と
し
て
の
歴
史
の
思
想
」
承
語
ら

れ
る
の
が
つ
れ
で
あ
る
。

き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
王
威
の
落
ち
下
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
臣
下
た
る
藤

原
氏
の
栄
花
も
も
た
ら
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
『
大
鏡
』
の
論
理

で
あ
る
と
ゑ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
下
降
史
観
は
け
っ
し

て
爽
雑
物
で
は
あ
り
え
ず
、
『
大
鏡
』
の
根
底
を
さ
さ
え
る
歴
史
観
な
の
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
下
降
史
観
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
、
末
法
史
観
で
あ

ろ
う
。
『
大
鏡
』
は
全
体
と
し
て
ゑ
れ
ぱ
ま
だ
末
法
史
観
は
色
濃
く
た
ち
あ
ら

わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
万
治
二
年
が
如
来
滅
後
一
千
九
百
七
十
年
に
当
る
と
い

う
と
こ
ろ
な
ど
に
断
片
的
に
う
か
が
え
る
し
、
ま
た
、
法
成
寺
の
造
営
に
た
い

し
て
、
前
に
引
い
た
ご
と
く
、
「
か
く
た
の
し
き
弥
勒
の
世
に
こ
そ
あ
ひ
侍
れ

や
」
と
い
う
こ
と
ば
が
吐
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
伺
え
る
で
あ
ろ

う
。
道
長
栄
花
の
絶
頂
点
を
さ
し
て
弥
勒
の
世
と
い
っ
た
こ
と
は
、
な
か
な
か

含
蓄
あ
る
こ
と
ば
と
い
う
べ
く
、
弥
勒
の
世
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
末
法
の

世
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
向
う
に
期
待
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
歴
史
を
鑑
戒
と
み
る
の
は
、
す
で
に
六
国
史
の
根
底
に
あ
る
歴
史

思
想
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
『
大
鏡
』
に
鏡
と
し
て
の
性
格
を
み
る
こ
と

伽

は
、
六
国
史
と
の
間
に
共
通
す
る
歴
史
思
想
を
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し

て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

六
国
史
に
お
け
る
鑑
戒
と
し
て
の
鏡
と
は
、
た
ん
に
過
去
を
う
つ
し
だ
す
鏡

で
は
な
く
、
今
を
照
し
、
未
来
を
照
ら
す
鏡
で
あ
る
。
歴
史
が
そ
の
よ
う
な
も

サ
プ
ス
タ
ン
ス

の
と
し
て
ゑ
ら
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
そ
こ
で
の
歴
史
と
は
、
一
種
の
実
体
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
は
過
去
・
現

在
・
未
来
を
通
じ
て
不
変
で
あ
り
、
等
質
で
あ
る
と
観
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
で
な

け
ば
、
過
去
は
未
来
へ
の
カ
ガ
ミ
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

六
国
史
の
歴
史
思
想
が
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
ひ
と
つ
の
実
体
と
ゑ
る
の
に
た

い
し
て
、
『
大
鏡
』
は
そ
こ
に
下
降
史
観
を
も
つ
以
上
、
歴
史
は
実
体
で
は
な

く
し
て
変
化
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
が
と
も
な
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
歴
史
を
変
化
と
み
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
『
大
鏡
』
は
、
古

代
律
令
国
家
の
記
念
碑
た
る
六
国
史
と
は
ち
が
っ
た
、
摂
関
時
代
史
と
し
て
の

特
質
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
大
鏡
』
は
そ
れ
以
後
の
『
扶
桑
略
記
』
か
ら
『
愚
管
抄
』
へ

と
つ
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
中
世
的
歴
史
観
の
さ
き
が
け
を
な
し
た
、
と
い
い
え
よ

う
。
し
か
も
「
大
鏡
』
は
そ
の
変
化
の
大
き
な
時
期
を
冷
泉
院
の
時
代
に
ゑ
た

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
の
冒
頭
に
も
い
う
ご
と
く
、
冷
泉
天
皇

の
末
年
に
お
け
る
安
和
の
変
は
、
そ
れ
ま
で
の
政
変
に
ま
さ
っ
て
、
ひ
と
つ
の

時
代
を
劃
し
、
や
が
て
歴
史
思
想
に
も
ひ
と
つ
の
転
機
を
も
た
ら
し
た
大
き
な

事
件
な
の
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

⑩
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
よ
る
と
「
新
国
史
四
十
巻
」
と
あ
り
、
宇
多
・
醍

醐
の
二
代
四
十
二
年
間
を
内
容
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
拾
芥
抄
』
に
は
「
新

国
史
五
十
巻
、
続
三
代
実
録
」
と
も
称
し
た
と
あ
り
、
宇
多
・
醍
醐
・
朱
雀

三
代
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
未
定
稿
の
ま
ま
に
、
こ
の
よ
う
な
二
様
の

も
の
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。

②
仮
名
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
は
「
仮
名
の
採
用
は
、
た
ま
た
ま

（
栄
花
物
語
の
）
作
者
が
女
性
で
あ
っ
た
事
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特

に
そ
の
歴
史
意
識
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
」
と
い
う
見
解
が

と
ら
れ
て
い
る
（
日
本
思
想
史
研
究
会
編
『
日
本
に
お
け
る
歴
史
思
想
の
展

開
』
七
九
。
ヘ
ー
ジ
。
昭
和
四
十
年
。
吉
川
弘
文
館
）

③
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史
』
二
九
三
。
ヘ
ー
ジ
。
昭
和
二
十
六
年
。
岩

波
書
店
。

⑳
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史
改
稿
版
』
二
四
五
。
ヘ
ー
ジ
。
昭
和
三
十

八
年
。
岩
波
書
店
。

⑥
こ
れ
ら
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、
松
村
博
司
『
歴
史
物
語
』
（
昭
和
三
十
六

年
。
塙
書
房
）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
平
田
俊
春
「
大
鏡
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
「
本
邦
史
学
史
論
叢
』
所
収
。

昭
和
十
四
年
。
富
山
房
）

以
上
、
『
大
鏡
』
に
お
い
て
、
一
見
、
部
分
的
な
爽
雑
物
と
み
え
る
も
の

も
、
じ
つ
は
け
っ
し
て
、
爽
雑
物
な
ど
で
は
な
く
、
『
大
鏡
』
の
も
つ
歴
史
思

想
に
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
派
生

し
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
こ
の
ほ
か
に
、
『
大

⑫

鏡
』
に
散
見
す
る
予
言
書
的
性
格
、
『
大
鏡
』
の
史
体
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
本

⑬

質
論
等
々
、
考
察
を
試
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

九



Ａ
Ⅲ
や
筐
Ｅ
旋
猯
乍
卜
刀
Ｌ
Ｌ

⑪
今
中
寛
司
「
『
大
鏡
』
の
摂
関
時
代
史
観
」
（
『
摂
関
時
代
史
の
研
究
』

所
収
。
昭
和
四
十
年
。
吉
川
弘
文
館
）

⑫
原
理
的
な
面
か
ら
だ
け
い
え
ば
、
下
降
史
観
（
末
法
史
観
）
な
い
し
終
末

論
的
史
観
な
る
も
の
は
、
お
の
ず
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
予
言
的
性
格

を
内
包
す
る
も
の
、
と
も
い
い
う
る
。

⑬
『
大
鏡
』
の
対
話
に
よ
る
構
成
、
そ
し
て
噂
話
集
と
し
て
の
性
格
の
面
に

つ
い
て
は
、
簡
単
に
拙
著
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
六

年
。
平
楽
寺
書
店
）
の
中
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

’
一
九
七
二
、
八
、
二
Ｉ

前
掲
、
平
田
圭

⑩
『
愚
管
抄
』

⑦
こ
れ
を
批
判
的
と
ゑ
る
説
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
歴
史
学
研
究
会
・
日
本

史
研
究
会
編
『
日
本
歴
史
講
座
第
八
巻
日
本
史
学
史
』
二
九
・
ヘ
ー
ジ
。

昭
和
三
十
二
年
。
東
京
大
学
出
版
会
。

⑥
松
村
博
司
氏
も
前
掲
書
に
お
い
て
、
こ
れ
を
批
判
的
と
み
る
こ
と
に
は
難

色
を
示
し
て
い
る
。

⑥
王
威
の
強
調
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
に
数
ヶ
所
あ
る
。

前
掲
、
平
田
論
文
参
照
。

一

○


