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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
特
集
・
八
世
紀
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

｜
、
問
題
点
・
雑
誌
『
古
代
文
学
』
に
お
け
る

研
究
史
を
め
ぐ
っ
て

漢
文
体
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
に
関
し
て
は
最
近
の
『
古
代

文
学
』
に
盛
ん
な
提
言
が
見
ら
れ
る
。
か
な
り
長
々
し
い
引
用
に
な
っ
て

し
ま
竜
フ
が
、
問
題
点
の
所
在
を
明
か
に
す
る
た
め
に
整
理
し
て
見
た
い
。

「
古
代
文
学
」
別
は
特
集
・
後
期
万
葉
で
あ
っ
た
が
論
文
「
文
字
と
万

葉
集
」
で
古
橋
信
孝
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
字
は
渡
来
の
も
の
で
あ
り
、
渡
来
人
に
よ
っ
て
こ
そ
強
い
呪
力
を

発
揮
し
た
。
渡
来
と
は
異
郷
か
ら
訪
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
神
の
側
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
だ
。
つ
ま
り
古
代
の
日
本
は
、
こ
の

世
の
も
の
は
神
の
世
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
、
フ
世
界

観
に
基
づ
い
て
、
外
国
の
文
化
を
容
易
に
受
け
容
れ
た
。
中
国
や
朝

鮮
の
文
化
が
日
本
よ
り
は
る
か
に
高
度
だ
っ
た
と
い
う
説
明
は
一
面

の
権
威
を
文
字
が
象
徴
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
字
と
い

う
記
号
は
、
そ
の
意
味
内
容
を
保
証
す
る
も
の
が
な
い
か
ぎ
り
、
た

だ
の
線
的
な
形
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
形
は
こ
う
い
う
意
味
内
容
を
示

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
（
中
略
）

そ
成
り
立
つ
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
実
用
的
な
面
も
あ
る
が
、

『
日
本
書
紀
』
と
記
述

ｌ
漢
文
に
よ
る
書
記
行
為
Ｉ

律
令
国
家
は
文
字
に
よ
っ
て
こ

’

実
用
的
な
面
も
あ
る
が
、
国
家

を
越
え
さ
せ
る
共
同
性
を
可
能
に
し
た
の
だ
。
（
傍
線
は
多
田
に
よ

る
。
以
下
同
様
）

文
字
の
支
配
性
Ⅱ
正
当
性
に
よ
る
新
た
な
共
同
性
の
確
立
を
説
く
訳
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
二
様
の
途
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
純
正
漢
文
体
と
和
化

漢
文
体
と
呼
ば
れ
る
表
記
法
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
前
者
こ
そ
が
本
来
、

正
当
で
あ
り
権
威
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
古
事
記
』

は
後
者
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
言
葉
」
と
「
記
述
」
の
相
克
の
問

題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
以
下
の
『
古
代
文
学
」
の
論
文
に

結
実
し
て
い
っ
た
。

『
古
代
文
学
』
皿
は
特
集
・
日
本
書
紀
で
あ
っ
た
。
論
文
「
文
字
と
言

葉
あ
る
い
は
和
語
と
漢
語
の
葛
藤
」
で
山
田
直
巳
氏
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

い
わ
ば
日
本
書
紀
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
言
葉
は
、
過
渡
期
の
言

葉
で
あ
り
、
呪
的
・
神
話
的
要
素
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
同
時
に
律

令
の
言
葉
に
匹
敵
す
る
シ
ス
テ
ム
の
言
葉
と
も
な
り
え
て
い
た
。

す
と
い
う
了
解
は
国
家
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の

了
解
の
共
同
性
が
国
家
だ
っ
た
。
言
語
を
異
に
す
る
人
々
も
、
文
字

の
了
解
さ
え
で
き
れ
ば
交
通
が
可
能
に
な
る
。
文
字
は
言
語
の
差
異

し
た
が
っ
て
右
の
日
本
書
紀
の
言
葉
は
、
漢
文
を
正
格
の
形
で
採

多

田

元
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も
あ
っ
た
。

「
典
拠
あ
る
詞
句
を
用
い
る
こ
と
」
と
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
和
語
世

界
の
伝
承
と
決
別
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ま
さ
に
「
日
本

書
紀
」
に
お
け
る
書
記
行
為
に
よ
っ
て
齋
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
『
古
事
記
」
の
あ
り
よ
う
と
異
な
っ
た
も
の
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
に

相
違
な
い
。
無
論
『
古
事
記
』
も
ま
た
記
述
の
産
物
で
あ
る
以
上
同
様
の

問
題
を
は
ら
ん
で
い
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
和
化
漢
文
の
志
向
し
た
も
の

と
の
差
異
は
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
（
後
述
）
。

そ
の
『
日
本
書
紀
」
の
描
き
出
し
て
い
る
特
性
に
つ
い
て
、
同
じ
号
に

収
め
ら
れ
て
い
る
斎
藤
英
喜
氏
の
ヨ
日
本
書
紀
』
と
世
界
宗
教
ｌ
あ
る
い

は
、
実
践
に
開
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
ー
」
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

『
日
本
書
紀
』
は
す
ぐ
れ
て
開
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

け
る
「
語
り
（
声
あ
る
い
は
音
声
）
」
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
の
歴
史
へ
と

上
げ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
右
に
述
べ
た
「
普
遍
性
」

変
貌
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
村
落
共
同

体
レ
ベ
ル
の
「
特
殊
」
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
の
「
普
遍
」
へ
と
い
う
傾

を
言
葉
の
質
と
し
て
示
し
て
い
た
。
（
中
略
）

ま
た
「
史
記
」
「
漢
書
」
「
後
漢
書
」
「
三
国
志
」
「
梁
書
」
「
階
書
」

等
に
基
づ
く
霧
し
い
潤
色
・
引
用
に
よ
っ
て
日
本
書
紀
が
書
か
れ
て

た
だ
っ
た
。
そ
れ
が
高
度
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
普
遍
性
へ
の
途
で

は
、
基
準
と
な
る
中
国
史
書
の
枠
組
み
、
こ
と
ば
、
潤
色
の
あ
り
か

と
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
村
落
レ
ベ
ル
に
お

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
（
世
界
）
を
一
望
の
元
に
捉
え
る
こ

こ
れ
ら
の
典
拠
あ
る
詞
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
る
こ
と
も
注
意
を
要
す
る
。
日
本
書
紀
に
あ
っ
て
、
書
く
こ
と
は
、

修
辞
を
磨
き

を
支
え
る
の

の
一
場
面
と
い
え
よ
う
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
古
代
」
の
現
出

と
い
っ
て
も
よ
い
。

『
日
本
書
紀
』
が
は
ら
み
こ
む
特
異
性
を
天
武
天
皇
の
異
教
性
に
求
め

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
異
性
を
突
出
さ
せ
る
の
も
ま
た
異
国
語
た
る

漢
文
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
天
皇
号
の
問
題
と
も
関
連
す
る

重
要
な
指
摘
と
思
わ
れ
る
。

ど
い
複
合
的
な
状
況
の
中
に
身
を
置
く
大
海
人
皇
子
の
姿
が
見
え
て

く
る
。
「
大
海
人
皇
子
」
の
像
は
、
王
権
の
な
か
の
、
い
わ
ば
「
異
教
」

を
身
に
つ
け
る
皇
子
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
新
た
な
知
識
Ⅱ

技
術
を
実
践
す
る
皇
子
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
は
必
然
的
に
「
異

教
」
に
及
ん
で
し
ま
う
。
（
中
略
）

家
を
構
成
す
る
官
人
た
ち
に
と
っ
て
の
、
「
官
吏
の
学
と
し
て
の
実
際

的
意
義
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
的
な
意
義
と
は
、

け
っ
し
て
律
令
国
家
を
維
持
す
る
政
治
的
な
効
用
に
限
定
さ
れ
る
も

も
な
く
、
「
日
本
書
紀
」
が
律
令
制
国
家
の
基
本
理
念
・
規
範
の
テ
キ

周
知
の
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
成
立
の
翌
年
、
養
老
五
年

（
七
二
一
年
）
か
ら
弘
仁
、
承
和
、
元
慶
、
延
喜
、
承
平
、
康
保
と
、

二
百
五
十
年
に
わ
た
っ
て
「
日
本
紀
講
」
（
講
書
）
が
開
催
さ
れ
、
宮

廷
の
中
で
講
読
さ
れ
て
き
た
。
（
中
略
）

宮
中
に
お
い
て
「
日
本
紀
講
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で

の
で
は
な
い
。
（
中
略
）

さ
て
、
こ
こ
に
は
、

こ
そ
、
『
日
本
書
紀
』
が
描
く
、
ま
さ
し
く
一
回
的
で
、
特
異
な
歴
史

ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
日
本
書
紀
」
の
講
読
は
、
古
代
国

し
か
し
か
か
る
異
教
の
皇
子
が
即
位
し
た
「
天
武
天
皇
」
の
時
代

仏
教
・
陰
陽
道
・
道
教
と
の
、
か
な
り
き
わ
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こ
の
よ
う
な
書
記
言
語
と
音
声
言
語
と
の
ぶ
つ
か
り
合
を
積
極
的
に
論

じ
続
け
て
い
る
の
が
呉
哲
男
氏
で
あ
ろ
う
。
『
古
代
文
学
」
塊
、
特
集
・
古

事
記
に
お
い
て
、
氏
は
「
文
字
表
記
の
二
重
性
・
序
論
ｌ
古
事
記
研
究
の

現
在
Ｉ
」
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

武
力
（
あ
る
い
は
呪
力
と
い
っ
て
も
よ
い
）
の
強
弱
だ
け
で
は
い

ず
れ
の
豪
族
が
「
正
統
」
で
あ
る
か
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
か
っ
た

東
ア
ジ
ア
の
文
明
圏
に
所
属
す
る
国
家
の
正
統
性
の
表
明
と
し
て
絶

大
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
外
来
の
文
字

で
成
さ
れ
た
こ
と
は
価
値
で
あ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
一
定
の
反
発
が

で
あ
る
漢
字
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
書
記
法
三
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
の
使
用
は
、
外
部
的
に
は
中
国
．

朝
鮮
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
と
の
「
交
通
」
を
可
能
と
し
、
内
部

的
に
は
氏
族
間
の
質
的
な
差
異
を
打
ち
砕
き
皇
室
を
中
心
と
し
た
系

譜
的
な
一
元
化
を
可
能
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
中
国
人
が
母
国
語
と
し
て
も

理
解
可
能
な
正
格
に
適
っ
た
漢
文
体
で
書
か
れ
た
『
日
本
書
紀
』
は
、

そ
こ
に
ひ
と
た
び
同
一
性
が
志
向
さ
れ
る
と
唯
一
の
言
語
（
共
通
語
）

と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
文
字
」
（
Ⅱ
正
統
性

の
観
念
）
の
独
占
こ
そ
が
錯
綜
し
た
豪
族
間
の
勢
力
争
い
に
終
止
符

を
打
ち
、
皇
室
を
中
心
と
し
た
一
元
的
な
古
代
国
家
成
立
へ
の
根
拠

足
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
略
）

あ
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て
統
一
国
家
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

よ
う
な
普
遍
的
観
念
は
文
字
と
共
に
「
外
」
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
正
統
」
と
い
う

多
言
語
で
あ
る
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
言
葉
を
「
多
言
語
」
と
し
て
と
ら
え
、
共
通
語
と
し
て
の
「
和

語
」
の
生
成
を
文
字
を
介
し
て
の
も
の
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
り
初
め
て
共
通
語
が
見
い
だ
さ
れ
て
来
た
と

説
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
説
は
『
古
事
記
』
の
特
集
で
あ
っ
た
た
め
、

漢
文
に
よ
る
書
記
行
為
と
和
語
の
関
係
は
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
誌

の
氏
の
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、

書
記
行
為
が
生
み
出
し
て
来
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ

に
は
正
当
性
Ⅱ
権
威
で
あ
り
、
一
つ
に
は
「
和
語
」
認
識
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
勿
論
、
『
記
・
紀
』
と
い
う
書
物
に
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、

書
記
行
為
の
歴
史
の
中
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
呉
氏
は
「
辞
」
の
欲
求

と
い
う
こ
と
か
ら
「
古
事
記
』
の
文
体
の
成
立
を
説
く
訳
で
あ
る
。

翻
っ
て
今
一
度
『
日
本
書
紀
』
の
問
題
に
戻
る
と
、
同
じ
特
集
に
西
條

勉
氏
の
「
文
字
法
か
ら
見
た
古
事
記
ｌ
テ
ク
ス
ト
生
成
の
基
底
ｌ
」
が
収

載
さ
れ
て
お
り
、
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
日
本
書
紀
）
訓
注
は
本
文
が
書
か
れ
る
の
と
同
時
に
添
付
さ
れ

訓
注
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
和
語
を
漢
語
に
翻
訳
し
て
書
か
れ
て
い
る

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
書
紀
の
本
文
が
、

外
来
の
文
字
を
受
け
入
れ
か
つ
排
除
す
る
と
い
う
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

生
じ
る
こ
と
も
不
可
避
で
あ
る
。
外
来
の
文
字
を
受
け
入
れ
る
の
は

い
わ
ば
「
去
勢
」
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
安
万
侶
が
「
序
」
に
お
い
て
「
上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷

文
構
句
、
舩
字
即
難
」
と
反
発
し
、
「
交
用
音
訓
」
と
「
全
以
訓
録
」

と
い
う
文
字
表
記
の
二
重
性
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
実
に
、

ル
の
歴
史
の
上
で
も
稀
有
な
表
現
装
置
を
作
り
出
し
た
こ
と
を
意
味
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しかない・

氏
の
論
は
あ
く
ま
で
も
『
古
事
記
』
主
体
の
も
の
で
あ
り
、
「
日
本
書
紀
』

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
右
の
文
章
を
引
用
す
る
の
は
失
礼
か
も
知
れ
な
い

が
、
大
切
な
指
摘
と
思
わ
れ
る
の
で
お
許
し
願
い
た
い
。
「
和
語
」
の
漢
文

翻
訳
に
つ
い
て
は
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
用
例
は
問
題
が
な
い
に
し
て
も
、
「
和

語
」
と
い
う
考
え
方
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
一
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。

そ
れ
を
「
日
本
書
紀
』
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
問
題
で

あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
全
て
の
文
章
が
そ
の
背
後
に
和
文
を
持
っ
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
島
憲
之
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
漢

籍
の
語
句
に
よ
る
潤
色
の
著
し
い
巻
と
和
文
的
な
性
質
の
濃
厚
な
巻
と
が

混
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
引
用
と
し
て
の
漢
籍
の
語
句

は
和
文
と
全
て
が
対
応
可
能
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
権
威
と
し
て

の
「
漢
語
」
は
、
そ
も
そ
も
「
和
語
」
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
存
在
意
義

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
音
読
し
た
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
書
物
の
（
そ

し
て
文
字
の
）
第
一
義
は
目
で
見
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

権
威
が
あ
っ
て
次
に
講
読
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
か
ら
和
文

資
料
が
完
備
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
文
字
間
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
書
紀
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十
分
読
め
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
訓
注
が
施
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
お
そ
ら
く
漢
語
と
し
て
多
少
の
無
理
が
あ
る
よ

す

ぐ

た

う
な
部
分
で
あ
る
。
「
酷
然
ト
シ
テ
咀
噌
ス
ル
」
「
秀
レ
テ
起
シ
」
な

ど
は
ど
う
み
て
も
異
様
な
漢
語
で
あ
り
、
翻
訳
者
の
苦
労
が
あ
ら
わ

事
実
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
書
紀
の
文
章
の
成
り
立
ち
で
あ
っ

て
、
要
す
る
に
書
紀
は
和
語
を
漢
語
に
翻
訳
し
、
中
国
語
の
音
で
も

こ
れ
に
つ
い
て
は
奥
村
悦
一
二
氏
に
関
連
す
る
問
題
指
摘
が
あ
ぶ
。

上
代
散
文
は
、
例
え
ば
宣
命
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
性
格
を
考
え
る

と
、
口
頭
語
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
漢
文
に
基
づ
い
て
か
き
な
さ
れ

た
と
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）

「
与
天
地
共
長
与
日
月
共
遠
」
（
引
用
文
以
下
省
略
）

「
あ
め
つ
ち
と
と
も
に
な
が
く
」
と
い
い
「
ひ
つ
き
と
と
も
に
と

ほ
く
」
と
い
い
、
そ
の
表
現
を
作
る
こ
と
ば
は
、
そ
れ
ら
を
構
成
す

る
概
念
は
、
一
つ
一
つ
が
、
日
本
の
な
か
で
、
話
さ
れ
る
言
葉
か
ら

自
然
に
生
ま
れ
て
で
き
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
そ

う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
か
た
、
ま
た
、
そ
れ
の
示
す
発
想
法
は
、
日
本

し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
く
は
な
い
だ

ろうか。「
あ
め
つ
ち
」
そ
し
て
「
ひ
つ
き
」
は
訓
読
語
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
、
言
わ
れ
て
い
る
。
「
…
と
と
も
に
」
と
い
う
語
法
に
つ
い

て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
宣

命
は
、
そ
れ
を
支
え
る
べ
き
天
皇
讃
美
の
思
想
さ
え
、
漢
文
か
ら
借

り
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。

語
散
文
に
つ
い
て
、
話
す
こ
と
ば
か
ら
書
く
こ
と
ば
が
自
ず
と
生
ま

然
な
成
熟
を
待
っ
て
で
は
な
く
、
漢
文
に
寄
り
か
か
っ
て
、
綴
ら
れ

構
成
も
、
個
別
的
な
表
現
も
、
つ
ま
り
す
べ
て
が
、
口
頭
言
語
の
自

た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
上
代
の
日
本

て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
宣
命
は
、
根
本
的
な
発
想
も
、
全
体
的
な

の
伝
統
的
思
想
で
は
な
く
て
、
中
国
か
ら
、
書
か
れ
た
こ
と
ば
を
通

宣
命
の
構
成
に
、
中
国
の
詔
書
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
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称
す
る
所
）
・
天
皇
（
詔
書
に
称
す
る
所
）
・
皇
帝
（
華
夷
に
称
す
る
所
）
」

と
あ
り
、
公
式
令
詔
書
式
に
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
」
「
明
神
御
宇
天

皇
詔
旨
」
「
明
神
御
大
八
州
天
皇
詔
旨
」
「
天
皇
詔
旨
」
の
書
式
が
規
定
さ

漢
文
に
よ
る
書
記
行
為
の
生
み
出
し
た
も
の
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、

ま
ず
は
語
句
単
位
で
見
て
み
た
い
。
そ
の
よ
い
例
が
「
天
皇
」
号
で
あ
る

と思われる。

①
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
後
背
銘

「
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
大
命
受
」

「
天
皇
」
号
の
成
立
は
推
古
朝
の
成
立
説
か
ら
天
武
・
持
統
朝
の
成
立

説
ま
で
論
議
が
華
や
か
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
天
武
・
持
統
朝
説
に
落

（３）

ち
着
い
て
来
た
か
に
見
え
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
措
い
て
も
、
「
天
皇
」
号

は
あ
く
ま
で
も
書
記
言
語
で
あ
る
。
『
律
令
』
儀
制
令
に
「
天
子
（
祭
祀
に

れ
て
き
た
と
は
、
い
ま
だ
、
信
じ
ら
れ
な
い
。

（２）

こ
の
奥
村
氏
の
立
場
は
何
本
か
の
論
文
で
連
続
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
呉
哲
男
氏
の
主
張
と
一
致
す
る
。
そ
の
対
象

と
す
る
文
献
は
異
な
る
も
の
の
、
書
記
行
為
の
齋
す
も
の
に
関
す
る
考
え

方
は
同
じ
で
あ
る
。

以
上
漢
文
体
に
よ
る
書
記
行
為
三
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
が
生
み
出
し
た

も
の
に
つ
い
て
の
意
見
を
見
て
来
た
が
、
「
和
語
」
認
識
を
生
成
さ
せ
て
行

っ
た
「
漢
文
」
の
力
は
、
当
然
言
葉
の
問
題
を
通
し
て
思
想
に
ま
で
行
き

着
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
思
想
を
突
き
抜
け
た
新

た
な
幻
想
を
も
生
み
出
し
て
行
っ
た
に
違
い
な
い
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て

述
べ
て
み
た
い
。二

、
書
記
言
語
と
そ
の
齋
す
も
の

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。
こ
の
書
記
言
語
が
そ
の
ま
ま
「
お
ほ

き
み
」
と
い
う
和
語
に
相
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
①
の

資
料
で
は
「
大
王
天
皇
」
と
記
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
す
め
ら
」
（
「
令

義
解
」
紅
葉
山
文
庫
本
訓
は
「
す
べ
ら
」
）
と
い
う
語
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
は

こ
の
漢
語
に
な
じ
ま
な
い
。
む
し
ろ
「
天
皇
」
と
い
、
フ
漢
語
を
訓
む
た
め

の
新
造
和
語
と
捉
ら
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
「
天
皇
」
号
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
は
「
天
皇
大
帝
北
辰
星
也
（
「
春

秋
緯
」
合
誠
図
こ
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
天
皇
大
帝
」
で
あ
る
。
こ
の
「
天

皇
大
帝
」
「
太
匡
「
北
極
星
」
の
思
想
か
ら
造
作
さ
れ
た
の
が
「
天
之
御

中
主
神
（
古
事
記
ご
「
天
御
中
主
尊
（
日
本
書
紀
一
書
第
四
）
」
で
あ
っ
た

と
説
か
れ
て
い
る
。
津
田
左
右
吉
氏
以
来
、
実
際
の
信
仰
、
祭
祀
と
は
無

縁
の
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
の
神
は
ま
さ
に
記
述
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
天
皇
」
号
が
書
記
言
語
で
あ
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、

「
天
之
御
中
主
神
」
は
漢
文
体
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
来
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
「
天
皇
」
号
と
「
天
之
御
中
主
神
」
と
の
関
わ
り
を
寺
田
恵
子
氏

（４）

の
説
に
沿
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
寺
田
氏
は
「
天
之
御
中
主
神
」
の

名
義
を
「
ナ
カ
」
に
留
意
さ
れ
、
「
元
始
天
王
、
元
始
天
尊
」
説
を
「
天
の

中
心
に
位
置
す
る
」
属
性
が
希
薄
な
こ
と
か
ら
退
け
て
、
「
北
極
星
の
神
格

で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
帝
の
概
念
」
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま

ず
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
「
御
中
」
の
「
御
」
に
つ
い
て
一
条
兼
良
の
「
日

本
書
紀
纂
疏
』
の
「
御
者
統
御
也
」
と
い
う
指
摘
に
注
目
す
る
。
「
御
中
」

は
中
央
（
真
中
）
の
解
釈
と
、
「
御
」
を
尊
称
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
そ

の
和
語
「
み
」
を
含
み
込
み
な
が
ら
も
、
「
御
」
の
漢
字
字
義
「
統
御
」
を

重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
書
記
言
語
と
し
て
の
神
名
解
釈
で
あ
り
、
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漢
文
体
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
神
名
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
と
し

て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
氏
は
北
極
星
の
別
名
「
天
皇
大
帝
」
と
の
関
連
か
ら
、
「
天
皇
」
号

の
成
立
か
ら
「
天
皇
家
を
生
む
高
天
原
の
最
高
神
が
、
北
極
星
の
神
格
を

以
て
命
名
さ
れ
た
」
と
説
き
、
「
天
皇
」
号
の
成
立
時
期
の
推
定
を
さ
れ
る
。

「
推
古
朝
成
立
説
」
「
大
化
改
新
時
成
立
説
」
「
天
智
朝
成
立
説
」
「
天
武
・

持
統
朝
以
後
成
立
説
」
の
根
拠
と
な
る
資
料
の
再
検
討
を
行
い
、
天
武
朝

以
後
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
。

現
在
の
歴
史
家
の
意
見
な
ど
を
勘
案
し
て
の
検
討
で
あ
り
、
妥
当
性
は

高
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
が
、
天
武
朝
に
突
然
に
確
立
す
る
訳
で
は
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
推
古
朝
成
立
説
」
の
根
拠
と
さ
れ
た
①

の
資
料
が
薬
師
如
来
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
古
朝
に
湖
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
て
も
、
天
武
朝
以
後
と
確
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
し
、
そ

の
文
言
の
出
自
を
い
つ
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
も
出
来
ま
い
。
い
ま
す

こ
し
緩
や
か
な
判
定
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
式
な
書
式
が
成
立
す

る
以
前
の
流
動
的
あ
り
か
た
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
推
古
紀
十
年
条

冬
十
月
に
、
百
済
の
僧
観
勒
来
け
り
。
価
り
て
暦
の
本
及
び
天
文

地
理
の
書
、
併
て
遁
甲
方
術
の
書
を
貢
る
。
是
の
時
に
、
書
生
三
四

人
を
選
び
て
、
観
勒
に
学
び
習
は
し
む
。
陽
胡
史
の
祖
玉
陳
、
暦
法

を
習
ふ
。
大
友
村
主
高
聰
、
天
文
遁
甲
を
学
ぶ
。
山
背
臣
日
立
、
方

術
を
学
ぶ
。
皆
学
び
て
業
を
成
し
つ
。

た
し
か
に
天
武
天
皇
も
「
天
文
、
遁
甲
」
を
能
く
し
た
が
、
推
古
朝
に

「
書
」
と
し
て
の
輸
入
が
成
さ
れ
て
お
り
、
「
学
習
」
さ
れ
て
い
る
。
「
術
」

と
し
て
の
学
習
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
漢
文
体
の
「
書
」
か
ら
入

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
漢
文
体
が
も
た
ら
し
た
知
識
は
、
漢
文
体

に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
が
天
武

朝
に
結
実
し
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
天
皇
大
帝
」
「
天
之
御
中
主
神
」
が
漢
文
体
と
い
う

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
齋
さ
れ
た
と
き
、
当
然
「
天
」
と
い
う
も
の

が
新
た
な
認
識
に
よ
っ
て
捉
ら
え
直
さ
れ
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

（５）

は
古
事
記
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
「
高
天
原
」
と
い
う
和
語
を
生
み
出
し

て
行
く
原
動
力
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

③
『
晴
書
』
倭
国
伝

開
皇
二
十
年
、
倭
王
あ
り
、
姓
は
阿
毎
、
字
は
多
利
思
比
孤
、
阿

輩
難
弥
と
号
す
。
（
華
言
の
天
児
な
り
）
（
中
略
）
王
の
妻
は
難
弥
と

号
す
。
（
中
略
）
太
子
を
名
づ
け
て
和
歌
弥
多
弗
利
と
な
す
。
（
王
の

長
子
を
和
歌
弥
多
弗
利
と
号
す
。
華
言
の
太
子
な
り
）
《
（
）
の

中
は
『
翰
苑
』
に
よ
る
》

こ
の
伝
え
か
ら
、
推
古
朝
に
天
皇
家
が
「
天
孫
降
臨
」
型
の
、
王
張
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
は
見
て
取
れ
る
。
中
国
側
の
資
料
で
あ
る
ゆ
え
「
天
皇

大
帝
」
の
認
識
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
当
然
排
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
が
、
こ
の
時
期
に
天
皇
家
が
公
式
に
「
天
皇
」
を
使
用
し
て
い
た
と

は
と
て
も
考
え
難
い
（
中
国
に
お
い
て
も
「
天
皇
」
号
の
使
用
は
こ
れ
以

後
）
。
こ
の
「
天
」
の
思
想
が
推
古
以
降
に
書
記
言
語
に
よ
っ
て
「
天
帝
」

思
想
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
古
事
記
の
「
高
天
原
」
へ
と

昇
華
し
て
い
っ
た
と
考
え
た
い
。
先
に
触
れ
た
「
天
皇
」
号
と
「
天
之
御

中
主
神
」
の
問
題
に
帰
る
が
、
記
述
語
と
し
て
の
「
天
皇
」
は
そ
も
そ
も

ス
ト
レ
ー
ト
に
和
語
「
お
ほ
き
み
」
に
結
び
付
か
な
い
。
③
の
資
料
に
「
阿

輩
難
弥
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
多
く
の
歌
々
に
「
大
君
」
と
歌
わ
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れ
る
よ
う
に
、
天
皇
家
の
称
号
は
「
お
ほ
き
み
」
で
あ
っ
た
。
「
す
め
る
き
」

の
初
出
例
は
万
葉
集
巻
一
・
二
九
番
歌
「
近
江
荒
都
歌
」
（
柿
本
人
麻
呂
作
）

で
あ
る
が
（
表
記
は
「
天
皇
」
、
古
訓
に
「
お
ほ
き
み
」
は
見
え
な
い
。
ま

た
題
詞
は
除
く
）
、
「
神
の
尊
」
に
か
か
り
、
現
天
皇
を
指
し
て
い
な
い
・

記
紀
歌
謡
に
は
「
お
ほ
き
み
」
の
み
で
「
す
め
ら
み
こ
と
」
は
見
え
な
い
。

ま
た
、
祭
ら
れ
た
形
跡
の
無
い
「
天
之
御
中
主
神
」
が
北
極
星
で
あ
る
と

し
て
、
「
星
」
と
天
皇
家
の
結
び
付
き
を
叙
述
す
る
も
の
は
他
に
無
い
。
ご

く
限
ら
れ
た
世
界
に
し
か
こ
れ
ら
の
語
は
生
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
も
し
「
天
帝
」
思
想
が
記
述
以
外
に
行
き
渡
っ
て
い
た
と
し
た
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
、
語
の
偏
在
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
天

帝
」
思
想
に
根
差
す
表
現
は
「
記
・
紀
』
の
記
述
に
は
多
数
見
受
け
ら
れ

ブ（》。例
え
ば
中
村
璋
八
氏
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
見
え
る
中
国
思
想
の

記
述
を
列
挙
さ
れ
「
当
時
、
陰
陽
五
行
説
・
識
緯
説
・
神
仙
説
、
ま
た
は
、

そ
れ
ら
の
説
を
統
合
し
た
と
も
言
え
る
道
教
な
ど
の
中
国
の
民
族
思
想
や

信
仰
が
、
如
何
に
多
く
我
が
国
に
伝
わ
り
、
日
本
の
社
会
に
受
容
さ
れ
、

そ
れ
が
文
学
を
始
め
広
い
範
囲
の
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
を
窺

う
こ
と
が
で
き
魂
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
書
物
」
と
し
て
の
意
向

は
、
そ
の
ま
ま
社
会
で
の
思
想
の
あ
り
よ
う
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
書
物
」
が
紡
ぎ
出
し
た
も
の
か
ら
徐
々
に
広

が
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
『
記
・
紀
』
と
い
う
「
書
物
」

が
要
請
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
記
述
の
問
題
か
ら
日
本

書
紀
を
眺
め
て
み
た
い
。

日
本
書
紀
が
い
か
な
る
文
献
か
ら
ど
の
よ
う
な
態
度
で
語
句
を
引
用
し

て
来
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
は
述
べ
る
準
備
も
力
も
な
い
が
、
成
立
直
後

か
ら
「
講
書
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
入
っ
て
み
た
い
。
坂
本
太
郎

氏
は
書
紀
講
書
の
あ
り
か
た
が
、
訓
読
語
の
敬
語
の
あ
り
よ
う
か
ら
「
名

分
を
正
し
く
し
、
威
儀
を
飾
っ
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
御
読
読
む
べ
か
ら
ず
」

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
古
典
的
か
つ
儀
礼
的
な
性
格
を
あ
ら

（７）

わ
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
訓
読
語
」
が
付
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
日
本
書
紀
が
和
文
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
宜
し

く
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
研
究
史
で
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は

「
威
儀
・
儀
礼
的
」
と
い
う
所
に
注
目
し
た
い
。
「
訓
読
語
」
は
権
威
あ
る

漢
文
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
和
語
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
漢

語
を
通
し
て
の
再
解
釈
の
な
か
に
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
「
典
拠
あ
る
詞
句
」

と
し
て
の
漢
語
は
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
和
語
に
あ
り
得
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
付
さ
れ
た
「
訓
読
語
」
は
あ
く
ま
で
も
儀
礼
的
に
与
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
す
べ
て
が
訓
読
可
能
で
あ
っ
た
の
か
は
わ

か
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
「
儀
礼
的
」
に
の
み
与
え
ら
れ
た
「
訓

読
語
」
（
こ
れ
が
共
通
語
と
し
て
の
和
語
を
生
成
し
て
行
っ
た
に
し
ろ
）
を

と
り
は
ず
し
て
日
本
書
紀
を
受
容
し
よ
う
と
し
た
な
ら
、
漢
語
世
界
に
よ

っ
て
日
本
が
再
解
釈
さ
れ
て
行
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
本
「
日
本
書
紀
』
は
そ
の
訓
読
を
古
写

本
・
私
記
・
釈
日
本
紀
に
準
拠
し
、
ま
さ
に
講
書
の
姿
を
尊
重
し
た
本
で

あ
る
が
、
例
え
ば
孝
徳
紀
・
大
化
二
年
八
月
十
四
日
条
の
「
天
地
陰
陽
」

の
注
に
「
天
地
陰
陽
は
、
古
訓
で
は
ア
メ
ッ
チ
サ
ム
ク
ア
タ
タ
カ
ニ
シ
テ

三
、
『
日
本
書
紀
」
の
引
用

- ８ -



｢日本書紀ｊと記述

と
訓
む
が
、
天
地
陰
陽
の
意
を
、
そ
れ
が
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
か
甚
だ

疑
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
訓
を
欠
く
こ
と
に
し
た
」
と
す
る
。
講
書

が
本
文
と
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
一
証
左
と
な
ろ
う
。

日
本
書
紀
が
「
典
拠
あ
る
詞
句
」
と
し
て
引
用
し
た
も
の
に
は
語
句
を

は
じ
め
と
し
て
多
数
の
指
摘
が
あ
る
。
谷
川
士
清
・
河
村
秀
根
・
小
島
憲

之
等
の
多
数
の
指
摘
を
整
理
し
た
か
た
ち
で
前
掲
岩
波
書
店
大
系
本
は
注

を
施
し
て
い
る
。
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
「
天
」
に
関
す
る
問
題
点
を
拾
っ

て
み
た
い
。
（
た
だ
し
「
天
」
は
日
本
書
紀
に
二
千
を
越
す
用
例
が
あ
る
た

め
、
目
に
付
い
た
所
を
摘
記
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
神
代
巻
は
除
い
た
）

④
神
武
紀辛

酉
年
の
春
正
月
の
庚
辰
の
朔
に
、
天
皇
、
橿
原
宮
に
即
帝
位
す
。

是
歳
を
天
皇
の
元
年
と
す
る
。

神
武
紀
に
は
「
仙
躁
」
「
光
宅
天
下
」
な
ど
随
所
に
天
子
の
思
想
に
関
わ

る
語
句
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
辛
酉
年
」

の
即
位
で
あ
る
。
す
で
に
多
数
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
「
辛
酉
革
命
説
」

に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
「
天
命
思
想
」
と
の
つ
な
が
り
を
想
起

させる。（後述）

向菖不神紀十
二
年
の
春
三
月
の
丁
丑
の
朔
丁
亥
に
詔
す
ら
く
、
「
朕
、
初
め
て

〃、にいへ

天
位
を
承
け
て
、
宗
廟
を
保
つ
こ
と
獲
た
れ
ど
も
、
明
も
蔽
る
所
有

り
、
徳
も
綏
す
る
こ
と
能
は
ず
。

漢
書
に
依
拠
し
た
文
で
あ
る
が
「
獲
保
宗
廟
」
は
漢
書
そ
の
ま
ま
で
あ

る
。
即
位
と
「
宗
廟
」
の
セ
ッ
ト
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
景
行

〃、にいへ

紀
四
十
年
七
月
条
」
に
「
天
業
を
経
倫
へ
し
め
た
ま
ひ
、
宗
廟
を
絶
え
ず

あ
ら
し
め
た
ま
ふ
か
」
な
ど
と
も
ち
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
宗
廟
」
は
同
訓

く
に
い
へ

の
「
社
穆
」
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
こ
と
も
多
い
。
「
宗
廟
」
の
祭
り
は
日

本
に
も
当
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
が
、
「
社
程
」
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
漢
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
日
本
に
は
な
か
っ
た
「
ク
ニ
イ
ヘ
」
の

考
え
方
が
こ
こ
に
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
宗
廟
」
「
社
穆
」
と
と
も
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
天
命
」
で
あ
る
。
④
の
記
事
と
あ
い
ま
っ
て
「
天

命
」
「
易
姓
革
命
」
の
思
想
が
そ
の
記
述
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と

考えられる。

⑥
顕
宗
即
位
前
紀

天
下
を
以
て
天
皇
に
譲
り
た
ま
ふ
。
中
略
「
天
皇
は
以
て
久
に
曠くに

し
か
る
べ
か
ら
ず
。
天
命
は
以
て
謙
り
拒
く
べ
か
ら
ず
。
大
王
、
社

いへ程
を
以
て
計
と
し
、
百
姓
を
も
て
心
と
し
た
ま
へ
」

儒
教
の
影
響
が
「
記
・
紀
』
に
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
説
か
れ

てい魂。「天命思想」についても論がな￥「天命思想」の輸入

は
当
然
の
よ
う
に
「
易
姓
革
命
」
に
接
続
す
る
（
④
）
。
万
世
一
系
を
以
て

君
臨
す
る
は
ず
の
（
系
譜
操
作
を
し
て
ま
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
）

大
和
天
皇
家
に
と
っ
て
は
問
題
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
條
勉

氏
は
天
子
受
命
の
あ
り
か
た
を
「
皇
孫
（
ス
メ
ミ
マ
）
」
降
臨
の
神
話
に
よ

っ
て
（
そ
し
て
ス
メ
ミ
マ
と
い
う
呼
称
の
創
出
に
よ
っ
て
）
血
族
的
連
続

性
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
捉
ら
え
、
そ
れ
に
よ
り
易
姓
革
命
の
論
理
を

（旧）

無
効
化
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
青
木
周
平
氏
は
「
天
命
」
の
用
例
及
び
出

典
か
ら
の
引
用
の
あ
り
か
た
を
検
討
し
て
、
「
天
命
思
想
」
受
容
を
確
認
し
、

そ
れ
に
対
し
「
革
命
思
想
」
も
そ
の
裏
付
け
と
し
て
認
め
て
い
た
と
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
限
ら
れ
た
天
皇
の
天
皇
像
の
造
形
に
の
み
認
め
る
べ
き
で

（Ⅱ）

あ
る
と
す
る
。

青
木
氏
は
、
（
二
景
行
紀
四
十
年
是
歳
条
、
（
二
）
仁
徳
即
位
前
紀
、
（
三
）
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允
恭
即
位
前
紀
、
（
四
）
顕
宗
即
位
前
紀
、
（
五
）
顕
宗
紀
元
年
正
月
条
、
（
六
）

天
智
天
皇
和
風
謡
号
、
（
七
）
天
智
紀
七
年
七
月
条
の
「
天
命
」
七
例
を
検

討
さ
れ
、
と
も
に
「
後
漢
書
』
を
出
典
に
も
つ
（
三
）
（
四
）
（
五
）
の
「
天
命
」

が
明
か
に
「
天
命
思
想
」
を
利
用
し
て
天
皇
像
を
造
形
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
六
）
は
論
号
で
あ
る
の
で
除
外
し
て
（
二

（
二
）
（
七
）
は
「
寿
命
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
（
七
）
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

⑦
天
智
紀
七
年
七
月
条

秋
七
月
に
、
高
麗
、
越
の
路
よ
り
、
使
ひ
を
遣
し
て
調
進
る
。
（
中

略
）
又
浜
台
の
下
に
、
諸
の
魚
、
水
を
覆
ひ
て
至
る
。
又
蝦
夷
に
饗

た
ま
ふ
。
又
舎
狄
涛
雛
輪
糺
江
、
宴
を
所
所
に
せ
し
む
。
時
の
人
日

はく、「天皇、天命将及るか」といふ。

こ
れ
に
対
す
る
岩
波
本
の
注
は
、
弓
天
命
将
及
』
は
中
国
で
王
朝
交
代

の
意
」
と
す
る
。
こ
こ
に
も
訓
（
講
書
）
と
出
典
引
用
と
の
意
識
の
ず
れ

（吃）

が
有
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
訓
（
講
書
）
は
「
み
い
の
ち
を
は
り
な
む
と

す
」
と
「
寿
命
」
の
義
で
捉
ら
え
て
い
る
。
出
典
引
用
の
有
り
方
か
ら
す

る
な
ら
ば
「
王
朝
交
代
」
を
意
味
し
て
し
ま
う
。
或
い
は
訓
（
講
書
）
の

立
場
か
ら
す
る
と
「
易
姓
革
命
」
を
有
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
意

識
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
文
体
と
い
う
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
齋
す
も
の
と
そ
れ
を
受
容
す
る
和
文
意
識
と
の
差
異
を
指
し

示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結

こ
こ
で
全
体
の
論
旨
に
戻
っ
て
み
よ
雷
フ
。
例
え
ば
「
宗
廟
」
「
社
程
」
な

ど
の
よ
う
に
記
述
の
上
に
し
か
有
り
得
な
い
、
漢
文
体
に
よ
る
叙
述
か
ら

生
じ
た
も
の
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
書
紀
の
記
述
は
か
な

ら
ず
し
も
日
本
で
の
実
態
と
結
び
付
く
も
の
で
は
無
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
単
に
「
典
拠
あ
る
詞
句
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
、
青
木
氏
の

説
く
よ
う
に
特
定
の
目
的
を
持
っ
て
、
人
物
造
形
の
た
め
に
（
あ
る
い
は

歴
史
説
明
の
た
め
に
）
意
図
的
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
細
か
な
検
討

を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
書
記
法
に
よ
っ
て
な
り
た
っ

た
記
述
は
、
そ
の
書
き
方
に
そ
っ
て
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記

述
の
歴
史
が
商
し
た
多
様
の
問
題
は
再
吟
味
す
る
必
要
が
有
る
よ
う
に
思

われる。
と
も
あ
れ
、
日
本
書
紀
編
纂
の
過
程
は
明
確
で
は
な
い
が
、
仮
に
天
武

十
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
と
す
る
な
ら
三
十
九
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
整
備

さ
れ
て
行
っ
た
歴
史
記
述
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
漢
語
と
和
語
と
の
葛
藤

が
繰
り
返
さ
れ
、
漢
文
体
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
新
た
な
天

皇
像
が
出
現
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
儒
教
的
な
仁
徳
天
皇
像
な
ど
は
ま

さ
に
漢
文
体
の
記
述
過
程
に
よ
っ
て
齋
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
聖
天

子
像
が
有
っ
た
訳
で
は
な
い
。
多
数
の
修
史
官
の
係
わ
っ
た
漢
文
体
と
い

う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
る
記
述
が
、
新
た
な
る
宮
廷
を
幻
想
さ
せ
て
い

ったのである。

も
ち
ろ
ん
こ
の
対
極
に
有
る
口
頭
伝
承
が
ま
っ
た
く
受
容
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
訳
で
は
あ
り
得
な
い
。
記
述
さ
れ
る
「
書
物
」
は
人
々
に
浸
透
す

る
た
め
に
は
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
。
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て

口
頭
伝
承
も
ま
た
大
切
な
天
皇
家
の
主
張
を
広
め
る
手
段
で
あ
っ
た
ろおほ

う
。
歌
と
い
う
音
声
環
境
に
よ
り
「
高
光
る
日
の
御
子
」
と
い
う
「
大

き
み

（旧）

君
」
像
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
し
て
も
記
述

の
齋
し
た
も
の
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
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｢日本書紀』と記述

注
（
１
）
奥
村
悦
三
「
話
す
こ
と
と
書
く
こ
と
の
間
ｌ
上
代
の
日
本
語
散
文

の
成
立
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
鮒
・
９
）

（
２
）
奥
村
悦
三
「
仮
名
文
書
の
成
立
以
前
」
（
『
論
集
日
本
文
学
・
日
本

語
ｌ
上
代
」
阪
倉
篤
義
監
修
、
角
川
書
店
）
、
「
仮
名
文
書
の
成
立
以

前
続
」
（
「
萬
葉
」
九
十
九
）
、
「
和
語
・
訓
読
語
・
翻
訳
語
」
（
「
萬

葉
」
百
二
十
二
等

（
３
）
森
公
章
「
天
皇
号
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
含
古
代
史
研
究
の
最

前
線
』
第
１
巻
、
雄
山
閣
）

（
４
）
寺
田
恵
子
「
天
之
御
中
主
神
の
神
名
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
古
事
記
年

報
」
二
十
五
）

（
５
）
中
村
啓
信
「
高
天
の
原
に
つ
い
て
」
亀
古
代
文
学
論
集
（
倉
野
憲

司
先
生
古
稀
記
念
こ
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
、
桜
楓
社
）

（
６
）
中
村
璋
八
「
日
本
上
代
文
学
と
中
国
の
民
族
思
想
・
信
仰
」
（
「
古

事
記
年
報
」
二
十
七
）

（
７
）
坂
本
太
郎
宝
ハ
国
史
」
吉
川
弘
文
館

（
８
）
最
近
の
説
で
は
須
貝
美
香
「
仁
徳
天
皇
聖
帝
伝
承
の
形
成
ｌ
漢
代

儒
教
思
想
と
の
関
連
か
ら
ｌ
」
（
「
上
代
文
学
」
六
十
九
）

（
９
）
天
命
思
想
受
容
の
無
か
っ
た
と
す
る
説
と
し
て
は
関
晃
「
律
令
国

家
と
天
命
思
想
」
（
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
講
談
社
）
が

有る。

（
川
）
西
條
勉
「
天
子
受
命
か
ら
皇
孫
降
臨
へ
」
（
「
古
事
記
年
報
」
二
十

一ハ）
（
Ⅱ
）
青
木
周
平
「
日
本
書
紀
の
天
皇
像
と
漢
文
学
ｌ
顕
宗
即
位
前
紀
を

中
心
に
ｌ
」
亀
記
紀
と
漢
文
学
和
漢
比
較
文
学
叢
書
型
和
漢
比

較
文
学
会
、
汲
古
書
院
）

（
皿
）
訓
と
本
文
と
の
食
い
違
い
に
つ
い
て
は
小
島
憲
之
ヨ
日
本
書
紀
」

三
則
ｌ
そ
の
本
文
に
即
し
て
ｌ
」
（
「
萬
葉
」
百
四
十
三
）

（
過
）
拙
稿
弓
天
語
歌
」
の
位
相
ｌ
歌
の
実
相
と
記
載
と
（
服
属
を
め
ぐ

っ
て
）
Ｉ
」
亀
古
事
記
の
歌
古
事
記
研
究
大
系
９
』
古
事
記
学
会

編、高科書店）

特
集
・
古
事
記

文
字
表
記
の
二
重
性
・
序
論
・
…
：
…
呉
哲
男
…
１

１
１
古
事
記
研
究
の
現
在
ｌ

文
字
法
か
ら
み
た
古
事
記
…
…
…
…
西
條
勉
…
Ⅲ

ｌ
テ
ク
ス
ト
生
成
の
基
底
ｌ

古
事
記
に
お
け
る
「
告
る
」
に
つ
い
て

ｌ
そ
の
序
説
と
し
て
ｌ
：
：
．
．
：
：
津
田
博
幸
…
別

大
王
の
権
力
と
く
い
ろ
ご
の
み
〉
…
大
胡
太
郎
…
弱

ｌ
雄
略
天
皇
像
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

宣
長
・
虚
構
さ
れ
た
〃
古
さ
〃
．
．
：
：
山
下
久
夫
…
“

ｌ
平
安
朝
平
仮
名
文
字
の
視
線
・
「
日
本
」
Ｉ
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例会からの時評…・・・

Ⅵ
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季
セ
ミ
ナ
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告
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