
釈道顕の予言と「日本世記」

（１１）

『
古
代
文
学
』
三
十
九
号
・
四
十
号
の
特
集
ヨ
編
纂
』
と
『
注
釈
筐

「
万
葉
集
の
『
編
纂
」
と
『
注
釈
Ｅ
は
、
今
ま
で
主
に
日
本
紀
講
や
中
世

の
日
本
紀
注
釈
な
ど
を
め
ぐ
る
研
究
が
示
し
て
き
た
、
可
変
的
で
動
的
な

テ
キ
ス
ト
像
を
、
八
世
紀
の
テ
キ
ス
ト
の
側
か
ら
提
示
し
て
み
せ
た
と
こ

ろ
に
意
味
が
あ
る
。
一
度
固
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
後
世
の
注
釈
行
為
に

よ
っ
て
動
き
始
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
当
初
か
ら
、
編
纂
の
過
程

に
お
い
て
す
で
に
動
的
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
流
動
の
相
と
し
て
、
本
文

（２）

の
次
に
「
或
本
曰
く
」
を
並
べ
る
異
伝
表
記
に
着
目
し
た
の
が
、
居
駒
永

幸
氏
「
逸
脱
す
る
或
本
歌
Ｉ
Ｉ
巻
二
・
柿
本
人
麻
呂
挽
歌
の
『
編
纂
』
と

『
注
釈
』
ｌ
」
（
四
十
号
特
集
論
文
）
で
あ
る
。

氏
は
、
『
万
葉
集
」
の
本
文
歌
と
或
本
歌
と
が
、
従
来
、
推
敲
さ
れ
た

後
の
も
の
と
前
の
も
の
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し

て
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
何
故
わ
ざ
わ
ざ
推
敲
前
の
原
資
料
ま
で
本
文
の
次

に
載
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
が
解
け
な
い
と
批
判
し
、
「
或
本
曰
く
」

と
い
う
異
伝
表
記
に
、
本
文
だ
け
で
は
終
ら
な
い
動
的
な
歌
の
様
態
を
見

釈
道
顕
の
予
言
と
「
日
本
世
記
」

ｌ
「
日
本
書
紀
』
本
文
と
「
日
本
世
記
曰
く
」
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

｜
「
或
本
曰
く
」
を
含
み
も
つ
テ
キ
ス
ト

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
『
万
葉
集
」
に
お
い
て
本
文
歌
が
或
本
歌
を
伴

っ
て
載
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
両
歌
が
類
同
性
・
連
続
性
と
い
う
有
機
的

な
関
係
の
も
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
る
。
た
だ
、
類
同
性
・
連
続
性
と
は
言
っ
て
も
、
本
文
と
し
て
類
想
歌

を
二
つ
並
べ
る
の
と
は
異
な
り
、
本
文
と
注
釈
「
或
本
曰
く
」
と
い
う
レ

ベ
ル
差
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
レ
ベ
ル
差
を
抱
え
た
連
続
性
だ
と

い
う
点
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
に
関
し
て
も
、
神
代
紀
を
中
心
に
し
て
、
本
文
（
本
書
）

と
．
書
曰
く
」
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
分
注

の
「
一
書
曰
く
」
と
本
文
と
を
峻
別
し
、
本
文
は
本
文
だ
け
で
一
貫
性
を

（３）

も
っ
て
読
む
と
い
う
態
度
の
神
野
志
隆
光
氏
が
い
る
一
方
で
、
『
日
本
書

紀
」
が
一
書
を
含
み
も
つ
理
由
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
地

か
ら
、
前
章
の
本
文
か
ら
一
書
を
経
て
次
の
章
の
本
文
へ
と
続
く
構
成
が

（４）

と
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
指
摘
す
る
青
木
周
平
氏
が
い
る
。

構
成
と
い
う
こ
と
か
ら
本
文
と
一
書
の
関
係
を
論
じ
る
青
木
氏
と
は
少

し
違
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
が
、
津
田
博
幸
氏
で
あ

る
。
氏
は
、
「
日
本
書
紀
』
が
本
文
と
一
書
と
を
「
い
か
に
差
別
化
し
て

い
よ
う
と
、
「
一
書
」
注
を
施
し
た
と
い
う
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。
『
古

三
品
泰
子
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事
記
』
と
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
．
書
」
も
含
め

た
『
日
本
書
紀
』
を
全
体
と
し
て
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
課
題
も
依

（５）

然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
」
と
、
提
言
す
る
。
例
え
ば
、
神
代
紀
の
本
文

で
は
神
々
は
歌
を
う
た
わ
ず
、
神
が
歌
違
う
の
は
一
言
の
中
だ
け
だ
と
言

う
。
神
が
歌
わ
な
い
世
界
と
神
が
歌
う
世
界
が
、
一
方
は
本
文
、
も
う
一

方
は
一
書
と
い
、
フ
か
た
ち
で
、
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
並
び
立
っ
て
い
る
テ

キ
ス
ト
の
様
態
を
、
い
か
に
説
明
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

、《・″／Ｏ津
田
氏
の
論
が
有
効
な
の
は
、
異
伝
を
含
み
も
つ
テ
キ
ス
ト
の
全
体
性

を
、
構
成
と
い
う
連
続
面
だ
け
で
み
る
見
方
で
は
な
く
、
本
文
と
分
注

コ
書
曰
く
」
と
が
差
別
化
さ
れ
つ
つ
も
並
び
立
つ
と
い
、
フ
、
不
連
続
と

連
続
の
両
方
を
同
時
に
孕
ん
だ
論
理
で
解
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
神
が
歌
わ
な
い
本
文
に
対
し
て
、
神
が
歌
う
と
い
う
、
本
文
と
は
異

な
る
世
界
を
展
開
す
る
一
書
を
分
注
に
引
用
し
て
並
べ
る
と
い
う
あ
り
方

は
、
弓
日
本
書
紀
』
が
自
ら
の
正
伝
を
相
対
化
し
食
い
破
っ
て
ゆ
く
契
機

（６）

を
内
に
含
み
も
つ
テ
キ
ス
ト
」
だ
と
言
え
よ
書
フ
。

こ
こ
か
ら
先
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
或
本
（
一
書
）
日

く
」
を
本
文
の
次
に
分
注
と
し
て
並
べ
る
と
き
、
た
し
か
に
本
文
は
相
対

化
さ
れ
る
の
だ
が
、
必
ず
し
も
本
文
と
分
注
の
「
或
本
曰
く
」
と
が
別
々

の
世
界
を
描
き
出
し
両
者
が
競
合
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

本
文
と
「
或
本
曰
く
」
と
の
有
機
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
っ
と
見
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
或
本
曰
く
」
の
一
つ
と
し
て
、
斉

明
紀
か
ら
天
智
紀
に
か
け
て
し
ば
し
ば
分
注
に
引
か
れ
る
、
高
句
麗
僧
の

道
顕
が
著
し
た
「
日
本
世
記
」
を
取
り
上
げ
、
分
注
の
「
日
本
世
記
日

く
」
と
『
日
本
書
紀
』
本
文
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
見
て
い
こ

ミフと思う。

『
日
本
書
紀
』
で
は
分
注
で
書
を
引
用
す
る
と
き
、
た
い
て
い
は
「
或

本
曰
く
」
で
あ
り
、
「
高
麗
の
沙
門
道
顕
の
日
本
世
記
に
日
は
く
」
（
斉
明

六
年
七
月
条
分
注
）
・
「
釈
道
顕
の
日
本
世
記
に
日
は
く
」
（
斉
明
七
年
四

月
条
分
注
）
な
ど
と
書
名
や
個
人
名
を
冠
す
る
こ
と
は
、
他
に
数
例
し
か

な
く
珍
し
い
。
し
か
し
さ
ら
に
道
顕
の
「
日
本
世
記
曰
く
」
の
場
合
、

「
日
本
世
記
」
を
書
い
た
道
顕
が
「
日
本
書
紀
」
本
文
に
歴
史
上
の
人
物

と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
特
別
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
』
本
文

と
分
注
の
「
日
本
世
記
曰
く
」
の
関
係
を
考
え
る
、
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は

大
き
な
意
味
を
も
つ
。
『
日
本
書
紀
」
を
編
纂
し
た
史
官
に
と
っ
て
、
道

顕
と
は
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
道
顕
の
書
い
た

「
日
本
世
記
」
と
い
う
書
物
を
分
注
に
引
用
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

っ
た
の
か
。
次
章
で
は
、
本
文
に
お
け
る
道
顕
の
記
事
を
取
り
上
げ
、

『
日
本
書
紀
』
が
道
顕
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討

してみる。
鼠
が
馬
の
尾
に
子
を
産
む
と
い
、
フ
出
来
事
に
対
し
て
、
道
顕
は
占
い
を

し
、
北
方
の
高
句
麗
が
南
方
に
位
置
す
る
日
本
に
属
す
の
で
は
な
い
か
と

予
言
す
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
唐
を
味
方
に
つ
け
た
新
羅
が
百
済
．

夏
四
月
に
、
鼠
、
馬
の
尾
に
産
む
。
釈
道
顕
占
ひ
て
日
は
く
、
「
北

国
の
人
、
南
国
に
附
か
む
と
す
。
蓋
し
高
麗
破
れ
て
、
日
本
に
属
か

む
か
」
と
い
ふ
。
（
天
智
元
年
四
月
条
）

二
釈
道
顕
の
予
言
記
事
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高
句
麗
を
攻
め
た
て
、
朝
鮮
半
島
で
は
攻
防
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
（
天
智
元
年
）
か
ら
六
年
後
に
、
道
顕
の
予
言
ど

お
り
、
高
句
麗
は
戦
い
に
敗
れ
、
滅
亡
す
る
。
「
鼠
、
馬
の
尾
に
産
む
」

と
い
う
現
象
は
、
高
句
麗
滅
亡
の
予
兆
だ
っ
た
。

予
兆
記
事
は
皇
極
紀
以
降
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
特
に
こ
の
記
事
の
前

後
に
は
、
百
済
・
高
句
麗
滅
亡
に
先
立
つ
不
吉
な
予
兆
が
頻
発
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
数
あ
る
予
兆
記
事
の
な
か
に
あ
っ
て
、
他
の
記
事
が
い
ず

れ
も
、
予
兆
を
解
読
す
る
者
を
「
老
人
」
「
時
人
」
「
或
（
人
）
」
「
衆
」
な

ど
と
書
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
記
事
だ
け
「
釈
道
顕
」
と
固
有
名

を
明
記
し
て
い
る
。
津
田
氏
は
、
予
兆
解
読
者
と
し
て
道
顕
が
固
有
名
で

登
場
し
て
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
、
彼
が
僧
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
儒
教
経
典

に
通
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
道
顕
に
つ
い
て
、
弓
日
本
書
紀
』
の
叙

述
の
中
に
置
け
ば
、
包
括
的
智
者
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版

（７）

で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

そ
の
他
に
も
こ
の
記
事
だ
け
、
予
兆
を
解
読
す
る
手
順
を
「
占
ひ
て
」

と
書
い
て
い
る
こ
と
も
、
他
の
予
兆
記
事
と
は
違
う
特
徴
で
あ
る
。
道
顕

は
一
体
ど
う
い
う
占
い
を
し
た
の
だ
ろ
、
フ
か
。
野
明
紀
に
出
て
く
る
入
陪

学
問
僧
の
僧
昊
は
、
天
文
観
測
か
ら
飢
謹
を
予
言
し
て
い
る
し
（
好
明
十

一
年
正
月
条
）
、
天
武
天
皇
は
戦
闘
に
際
し
、
巨
大
な
黒
雲
を
見
て
「
親

ら
式
を
乗
り
て
占
」
っ
て
い
る
（
天
武
元
年
六
月
条
）
。
道
顕
の
場
合
も
、

「
占
ひ
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
り
の
卜
占
の
専
門
技

術
を
行
つ
た
か
の
よ
言
う
だ
が
、
ど
う
も
実
際
に
は
「
五
行
説
に
よ
る
単
純

（８）

な
解
釈
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
。
五
行
説
の
な
か
の
十
二
支
で
方

向
を
示
す
と
、
鼠
（
子
）
は
北
、
馬
（
午
）
は
南
で
あ
る
か
ら
、
「
鼠
、

馬
の
尾
に
産
む
」
と
い
う
事
を
「
北
国
の
人
、
南
国
に
附
く
」
と
解
き
、

さ
ら
に
現
在
の
具
体
的
な
状
況
に
あ
わ
せ
て
、
「
北
国
」
に
高
麗
を
、
「
南

国
」
に
日
本
を
配
当
し
、
「
高
麗
破
れ
て
、
日
本
に
属
く
」
と
解
釈
し
た

の
で
あ
る
。
僧
昊
の
天
文
観
測
や
天
武
の
式
盤
の
占
い
に
く
ら
べ
、
五
行

説
の
初
歩
的
な
知
識
で
事
足
り
る
単
純
な
解
釈
だ
。
道
顕
の
予
兆
解
読
が

特
別
な
専
門
知
識
や
技
術
を
行
使
し
た
も
の
だ
か
ら
記
事
の
な
か
で
「
占

ひ
て
」
と
書
か
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
う
で
は
な

く
、
『
日
本
書
紀
』
が
予
兆
解
読
者
の
な
か
で
道
顕
を
特
別
に
扱
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
固
有
名
で
書
く
こ
と
に
合
わ
せ
、
わ
ざ
わ
ざ
「
占
ひ

て
」
と
書
い
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
僧
昊
・
釈
道
顕
・
吉

野
時
代
の
天
武
は
、
い
ず
れ
も
未
然
を
知
る
出
家
者
で
あ
り
、
聖
徳
太
子

の
系
譜
に
連
な
る
者
た
ち
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
鼠
、
馬
の
尾
に
産
む
」
と
い
う
予
兆
内
容
に
目
を
向
け

る
と
き
、
こ
れ
が
災
害
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
半
魚
人
が
出
現
し

た
り
（
推
古
二
十
七
年
四
月
・
七
月
条
）
、
狢
や
猿
が
人
間
の
言
葉
で
歌

を
う
た
う
（
推
古
三
十
五
年
二
月
条
、
皇
極
三
年
六
月
条
）
と
い
う
予
兆

記
事
ほ
ど
に
は
、
ひ
ど
く
異
常
な
こ
と
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
点
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
さ
ほ
ど
怪
異
で
も
な
い
現
象
に
対
し
て
道
顕
が
目
を
留
め

る
に
は
、
何
ら
か
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鼠
と
馬
の
両
方

が
五
行
説
の
な
か
で
方
角
を
指
し
示
す
動
物
だ
と
い
う
知
識
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
、
鼠
と
馬
の
組
み
合
わ
せ
に
何
ら
か
の
暗
示
を
感
じ
取
れ
た
の
だ

ろ
う
。
あ
る
動
物
が
別
の
動
物
の
身
体
に
子
を
産
み
つ
け
る
と
い
う
現
象

よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
動
物
が
鼠
と
馬
の
組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
と
こ
ろ

に
、
予
兆
解
読
の
知
が
動
き
出
す
契
機
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
鼠
」

「
馬
」
が
そ
れ
ぞ
れ
北
と
南
を
指
す
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
鼠
、
馬
の

尾
に
産
む
」
と
い
、
フ
「
鼠
」
か
ら
「
馬
」
へ
の
動
き
を
、
北
か
ら
南
へ
の
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民
の
動
き
と
し
て
捉
え
、
「
（
尾
に
）
産
む
」
を
「
附
く
」
「
属
く
」
と
い

う
接
着
と
従
属
の
両
方
の
意
味
を
も
つ
語
に
移
し
、
鼠
の
子
が
馬
の
尾
に

く
っ
つ
く
事
か
ら
、
北
国
の
民
が
南
に
位
置
す
る
国
に
属
く
と
い
、
フ
意
味

を導き出す。

猪
股
と
き
わ
氏
は
、
「
来
許
武
（
こ
む
）
」
と
い
、
フ
「
狐
声
」
を
詠
み
込

ん
だ
万
葉
集
巻
十
六
・
三
八
二
四
番
歌
に
関
し
て
、
「
真
夜
中
に
お
よ
び
、

外
界
か
ら
狐
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
意
味
不
明
の
人
な
ら
ざ
る
も
の
の

声
は
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
不
安
を
人
々
に
も
た
ら
し
た
ろ
、
フ
。
」
「
こ

の
不
安
自
体
、
『
狐
声
』
と
い
う
漢
字
の
も
た
ら
す
陰
陽
五
行
思
想
の
予

（９）

兆
的
意
味
世
界
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
る
。
道

顕
の
場
合
も
、
「
鼠
」
あ
る
い
は
「
子
」
（
ね
）
と
、
「
馬
」
あ
る
い
は

「
午
」
（
う
ま
）
と
い
う
漢
字
を
介
し
て
、
五
行
説
の
予
兆
的
意
味
世
界
へ

と
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
鼠
、
馬
の
尾
に
産
む
」
の
他
に
も
、
さ
ほ
ど
怪
異
と
は
言
え
な
い
よ

う
な
事
が
前
兆
記
事
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
特
別
な
用
語
の
漢

字
が
そ
の
核
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
斉
明
四
年
是
歳
条
の
記
事
が
あ

る
。
百
済
国
で
馬
が
寺
の
金
堂
を
ぐ
る
ぐ
る
回
り
つ
づ
け
た
こ
と
が
本
文

に
書
か
れ
（
「
時
に
、
馬
自
づ
か
ら
に
寺
の
金
堂
に
行
道
る
。
昼
夜
息
む

こ
と
勿
し
。
唯
し
草
食
む
時
に
の
み
止
む
」
）
、
分
注
で
、
そ
れ
が
百
済
の

国
の
滅
亡
の
前
兆
だ
と
解
釈
す
る
「
或
本
」
の
説
を
載
せ
る
。
馬
が
建
物

の
ま
わ
り
を
回
る
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
怪
異
で
は
な
い
。
こ
の
出
来

事
が
百
済
滅
亡
の
予
兆
と
感
じ
取
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
が
寺
で
あ
り
、
馬

が
回
っ
て
い
た
の
が
金
堂
の
ま
わ
り
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
馬

が
金
堂
の
ま
わ
り
を
回
っ
た
と
い
う
事
を
、
本
文
は
「
行
道
」
と
い
う
、

僧
が
本
陣
や
本
堂
の
周
囲
を
め
ぐ
り
歩
い
て
調
経
な
ど
を
す
る
儀
式
を
指

す
仏
教
用
語
で
書
く
。
「
行
道
」
と
い
う
仏
教
用
語
の
漢
字
を
介
し
て
、

馬
が
金
堂
の
ま
わ
り
を
回
る
現
象
と
、
国
の
滅
亡
を
弔
う
民
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ

と
「
行
道
」
す
る
儀
礼
の
幻
影
が
一
瞬
、
類
似
の
も
の
と
し
て
重
な
る
。

仏
教
用
語
が
予
兆
的
意
味
世
界
の
回
路
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

山
背
大
兄
王
家
滅
亡
の
予
兆
と
な
る
三
輪
山
の
猿
の
童
謡
の
記
事
（
皇
極

三
年
六
月
条
）
が
あ
る
。
「
人
有
り
て
、
三
輪
山
に
し
て
猿
の
昼
睡
る
を

見
て
、
篭
に
其
の
臂
を
執
へ
て
、
其
の
身
を
害
ら
ず
。
猿
猶
合
眼
り
て
歌

ひ
て
日
は
く
」
の
中
の
「
合
眼
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
土
橋
寛
氏
は
、
「
目

を
閉
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
か
え
っ
て
よ
く
実
相
が
見
え
る

と
い
、
フ
意
味
の
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
数
年
後
の
山
背
大
兄
事
件
を
予
見

（川）

す
る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
」
と
述
べ
る
。
実
相
を
見
通
す

と
い
、
フ
仏
教
用
語
「
合
眼
」
を
介
し
て
、
猿
が
睡
り
な
が
ら
歌
を
う
た
う

こ
と
が
、
未
来
に
起
こ
る
実
相
を
見
通
し
予
見
し
て
い
る
こ
と
に
重
な

つ（》Ｏこ
の
よ
ミ
フ
に
道
顕
の
予
言
記
事
を
は
じ
め
予
兆
記
事
の
い
く
つ
か
に

は
、
五
行
説
や
仏
教
な
ど
の
専
門
用
語
の
漢
字
を
介
し
て
予
兆
的
意
味
世

界
に
入
る
と
い
う
知
の
あ
り
よ
》
フ
が
伺
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
本
文
に
お

け
る
道
顕
の
予
言
記
事
だ
け
で
は
な
く
、
分
注
に
引
用
さ
れ
た
道
顕
自
身

の
言
説
に
も
、
特
別
な
用
語
や
文
言
が
予
兆
を
解
く
う
え
で
の
核
に
な
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
分
注
に
引
か
れ
た
道
顕
の
言
説
五
箇
所
の
う
ち
二

例
が
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
文
言
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深

い。と
い
う
の
は
、
災
異
・
祥
瑞
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
が
何
を
意
味

す
る
の
か
判
断
す
る
占
い
の
一
つ
に
「
言
説
」
（
別
名
、
「
五
行
類
事
占
」
）

と
い
、
フ
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
春
秋
学
か
ら
発
達
し
た
儒
教
系
の
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占
い
で
あ
り
、
四
書
五
経
な
ど
古
典
籍
の
中
の
文
言
を
介
し
て
解
釈
し
て

（Ⅱ）

い
く
占
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
『
春
秋
穀
梁
伝
』
『
春

秋
左
氏
伝
』
と
い
う
、
「
春
秋
」
の
「
伝
」
（
注
釈
）
に
端
を
発
す
る
春
秋

学
と
は
、
『
春
秋
』
と
い
う
史
書
に
書
か
れ
た
文
言
を
一
つ
一
つ
取
り
上

げ
て
、
そ
こ
に
ど
ん
な
意
味
、
ど
ん
な
暗
示
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を

解
読
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
す
で
に
出
来
事
が
暗
示
す
る
意
味
を

（旧）

見
つ
け
よ
う
と
す
る
占
い
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
典
拠
に
し
て
、
分

注
「
日
本
世
記
曰
く
」
は
『
日
本
書
紀
』
本
文
に
対
し
ど
の
よ
う
な
注
釈

を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
す
る
。

（【】内は分注）

十
二
月
に
、
高
麗
の
言
さ
く
、
「
惟
の
十
二
月
に
、
高
麗
国
に
し
て
、

寒
き
こ
と
種
り
て
狽
凍
れ
り
。
故
、
唐
の
軍
、
雲
車
・
衝
棚
あ
り

て
、
鼓
鉦
咄
然
る
・
高
麗
の
士
卒
、
膳
勇
み
雄
壮
し
。
故
、
更
に
唐

の
二
つ
の
塁
を
取
る
。
唯
二
つ
の
塞
の
み
有
り
。
亦
夜
取
ら
む
計
に

備
ふ
。
唐
の
兵
膝
を
抱
え
て
突
く
。
鋭
鈍
り
力
娼
き
て
、
抜
く
こ
と

能
は
ず
」
と
ま
う
す
。
膳
を
職
ふ
恥
、
此
に
非
ず
し
て
何
ぞ
。
【
釈

道
顕
云
は
く
、
春
秋
の
志
と
言
ふ
は
、
正
に
高
麗
に
起
れ
り
。
而
し

て
先
づ
百
済
に
声
し
め
む
と
す
。
百
済
、
近
侵
さ
る
る
こ
と
甚
し
く

し
て
苦
急
ぶ
。
故
、
爾
い
ふ
と
い
ふ
・
】（

天
智
即
位
前
紀
十
二
月
条
）

三
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
介
し
た
予
言

こ
れ
も
風
雲
急
を
告
げ
る
半
島
情
勢
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
唐
・
新

羅
の
連
合
軍
が
高
句
麗
に
攻
め
入
っ
た
が
、
お
り
し
も
季
節
は
冬
で
、
厳

し
い
寒
さ
と
、
迎
え
撃
つ
高
句
麗
兵
士
の
盛
ん
な
戦
意
の
前
に
、
唐
か
ら

の
遠
征
軍
の
兵
は
要
塞
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
膝
を
抱
え
て
突
く
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
高
句
麗
の
兵
は
、
ど
う
し
て
も
刀
を
抜
い
て
敵
を

殺
す
こ
と
が
忍
び
な
く
て
出
来
な
か
っ
た
。
と
い
う
高
句
麗
か
ら
の
知
ら

せ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
膳
を
嘘
ふ
恥
」
と
い
う
も
の
だ
と
コ

メ
ン
ト
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
本
文
の
叙
述
で
あ
る
。

こ
の
「
膳
を
嘘
ふ
恥
」
と
い
う
文
言
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
六
年

の
条
を
典
拠
と
す
る
。
楚
国
と
都
国
の
間
の
話
で
あ
る
。
楚
王
が
鄙
国
に

来
た
と
き
、
家
臣
た
ち
は
鄙
侯
に
向
か
い
、
楚
王
は
将
来
部
国
を
亡
ぼ
す

だ
ろ
、
フ
か
ら
今
の
機
会
に
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
提
言
す
る
。
そ
の
提
言
の

言
葉
、
「
都
国
を
亡
ぼ
す
者
は
、
必
ず
此
の
人
な
ら
ん
。
若
し
早
く
図
ら

ず
ん
ば
、
後
に
君
齊
を
職
ま
ん
・
」
の
中
に
「
膳
（
齊
）
を
職
ふ
」
（
後
で

後
悔
し
て
も
か
い
の
な
い
こ
と
）
と
い
う
文
言
は
出
て
く
る
。
鄙
侯
が
そ

の
提
言
を
退
け
た
結
果
、
家
臣
た
ち
の
予
測
ど
お
り
、
後
年
楚
王
に
よ
っ

て
都
国
は
亡
ぼ
さ
れ
た
。

『
日
本
書
紀
」
本
文
は
、
「
膳
を
職
ふ
」
と
い
う
「
春
秋
左
氏
伝
』
の
部

国
滅
亡
の
話
を
典
拠
と
す
る
文
言
を
介
し
て
、
高
句
麗
の
兵
が
唐
の
兵
に

対
し
て
と
っ
た
選
択
は
、
ち
ょ
う
ど
都
侯
が
楚
王
に
対
し
て
と
っ
た
選
択

と
同
じ
だ
と
言
う
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
は
、

鄙
侯
が
楚
王
に
対
し
て
討
て
る
と
き
に
討
っ
て
お
か
な
か
っ
た
た
た
め
、

そ
の
後
に
楚
王
に
よ
っ
て
国
を
亡
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
く
、
唐

の
兵
を
討
て
る
と
き
に
討
た
な
か
っ
た
高
句
麗
も
、
や
が
て
は
唐
に
よ
っ

て
亡
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
本
文
の
予
言
的
記
事
に
対
し
て
、
分
注
の
「
釈

道
顕
云
は
く
」
は
ど
の
よ
う
な
注
釈
を
し
て
い
る
か
。
分
注
の
「
春
秋
の

志
と
言
ふ
は
、
正
に
高
麗
に
起
れ
り
。
而
し
て
先
づ
百
済
に
声
し
め
む
と

す
。
」
は
、
従
来
か
ら
難
解
な
文
章
と
さ
れ
て
お
り
、
解
釈
が
定
ま
っ
て

い
な
い
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
補
注
は
、
ま
ず
通
説
と
し
て
、
「
春

秋
」
を
新
羅
王
春
秋
智
の
こ
と
、
「
声
」
の
字
を
「
鑿
」
の
誤
写
と
し
、

「
新
羅
王
の
意
図
は
結
局
高
句
麗
奪
取
に
あ
っ
た
が
先
ず
百
済
を
撃
っ
た
」

と
い
う
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
大
系
本
自
身
の
解
釈
と
し
て

は
、
「
孔
子
が
「
春
秋
」
を
著
し
た
時
の
よ
う
な
名
分
を
正
そ
う
と
す
る

志
は
、
丁
度
高
句
麗
か
ら
起
り
、
ま
ず
百
済
に
も
呼
び
か
け
た
」
と
も
解

し
う
る
し
、
「
唐
の
真
の
目
的
は
高
句
麗
の
征
服
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に

ま
ず
百
済
を
撃
っ
た
」
と
も
解
し
う
る
と
言
い
、
二
つ
の
説
を
出
す
。
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
「
日
本
書
紀
』
の
頭
注
は
、
ヨ
春
秋
』
の
筆
法

を
も
っ
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
事
の
起
り
は
高
句
麗
が
唐
の
天
子
に
対
し
て

忠
誠
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
唐
が
高

句
麗
よ
り
百
済
を
先
に
減
し
た
の
は
、
百
済
が
唐
の
藩
臣
た
る
新
羅
に
対

し
て
侵
略
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
こ
れ
を
苦
し
め
て
、
唐
の
中
止
命
令
を

無
視
し
て
新
羅
を
攻
撃
し
た
こ
と
に
よ
る
、
と
い
う
も
の
・
」
と
す
る
。

大
系
本
補
注
も
全
集
本
頭
注
も
、
「
春
秋
の
志
」
の
「
春
秋
」
を
『
春

秋
』
と
い
う
経
典
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
何
を
二
春
秋
』

の
志
」
と
す
る
か
で
説
が
分
か
れ
る
。
大
系
本
の
一
番
目
の
説
が
、
「
孔

子
が
『
春
秋
』
を
著
し
た
時
の
よ
う
な
名
分
を
正
そ
う
と
す
る
志
は
、
丁

度
高
句
麗
か
ら
起
り
」
と
言
う
の
は
、
高
句
麗
の
兵
が
窮
地
に
陥
っ
た
唐

の
兵
に
対
し
て
、
い
わ
ば
武
士
の
情
け
を
か
け
て
助
け
て
や
っ
た
こ
と
を

指
し
て
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
高
句
麗
の
兵
の
態
度
が
、
『
春
秋
』
に

よ
っ
て
孔
子
が
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
大
義
名
分
に
適
っ
て
い
る
と
し

て
、
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
全
集
本
の
説
が
弓
春
秋
」

の
筆
法
」
と
言
う
の
は
、
孔
子
が
『
春
秋
」
で
正
そ
う
と
し
た
、
周
王
朝

を
宗
主
国
と
し
属
国
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
秩
序
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
宗

主
国
の
唐
に
対
し
て
、
属
国
の
高
句
麗
・
百
済
が
臣
下
の
礼
を
尽
く
さ
な

い
の
で
、
唐
が
高
句
麗
・
百
済
を
攻
め
る
の
は
正
当
だ
と
い
う
論
理
に
な

つく》Ｏ
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
一
応
ど
れ
も
筋
は
通
る
。
し
か
し
何
故
こ
こ
で

『
春
秋
』
と
い
、
フ
経
典
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。

わ
ざ
わ
ざ
『
春
秋
』
の
説
く
大
義
名
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
高
句
麗
の

兵
の
行
動
、
あ
る
い
は
唐
の
兵
の
行
動
の
道
徳
的
正
当
性
が
論
じ
ら
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
唐
突
の
感
は
否
め
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し

ろ
、
「
春
秋
の
志
」
の
「
春
秋
」
は
、
本
文
の
「
膳
を
嗽
ふ
」
と
い
う
文

言
の
典
拠
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
指
す
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

、フか。「
春
秋
の
志
」
、
す
な
わ
ち
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
理
法
と
は
、
こ
の
場

合
、
「
膳
を
嘘
ふ
」
の
典
拠
と
な
っ
た
荘
公
六
年
条
の
、
敵
を
討
て
る
と

き
に
討
た
な
い
者
は
後
に
な
っ
て
そ
の
敵
に
亡
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
理
を
指

す
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
は
実
際
に
高
句
麗
で
現
実
の
も
の
と
な

っ
た
の
だ
が
、
高
句
麗
に
先
立
っ
て
ま
ず
百
済
の
方
が
最
近
唐
に
侵
め
ら

れ
て
苦
し
ん
で
い
る
、
だ
か
ら
本
文
は
高
句
麗
の
兵
の
と
っ
た
行
動
に
対

し
て
「
膳
を
嘘
ふ
恥
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
春
秋
」
を
『
春
秋
左
氏

伝
』
の
こ
と
と
す
る
と
、
「
春
秋
の
志
と
言
ふ
は
」
以
下
の
分
注
の
文
章

は
こ
の
よ
、
フ
に
解
釈
で
き
る
。
ち
な
み
に
「
春
秋
の
志
」
と
い
う
表
現

で
、
『
春
秋
』
の
理
法
の
こ
と
で
は
な
く
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
理
法
を
指
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す
と
す
る
の
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
孔

子
の
志
す
理
法
は
「
春
秋
の
義
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
『
春
秋
』
だ
け
で

な
く
『
春
秋
公
羊
伝
』
が
述
べ
る
内
容
も
、
後
の
『
後
漢
書
」
は
そ
れ
を

（旧）

指
し
て
「
春
秋
の
義
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
の

「
春
秋
の
志
」
も
『
春
秋
左
氏
伝
」
の
説
く
理
法
と
い
う
意
味
で
と
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
分
注
で
引
用
さ
れ
た
「
釈
道
顕
云
は
く
」
の
文
章
を
解
釈

し
て
み
た
が
、
そ
の
場
合
、
本
文
に
対
し
て
「
釈
道
顕
云
は
く
」
は
ど
の

よ
、
フ
な
注
釈
を
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
、
フ
か
。

本
文
の
「
膳
を
職
ふ
恥
、
此
に
非
ず
し
て
何
ぞ
。
」
と
は
高
句
麗
か
ら

の
知
ら
せ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
六
年
条

の
都
国
滅
亡
の
話
を
典
拠
と
す
る
「
膳
を
嘘
ふ
」
と
い
う
文
言
を
介
し

て
、
高
句
麗
は
唐
に
将
来
亡
ぼ
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
言
を
し
て
い

る
。
そ
の
予
言
を
受
け
、
分
注
の
「
釈
道
顕
云
は
く
」
は
、
「
春
秋
の
志

と
言
ふ
は
」
と
い
っ
て
、
本
文
「
膳
を
職
ふ
恥
」
の
典
拠
が
『
春
秋
左
氏

伝
』
で
あ
る
こ
と
を
種
明
か
し
す
る
。
し
か
し
、
「
春
秋
の
志
」
が
具
体

的
に
ど
う
い
、
フ
理
法
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
か
し
て
い
な

い
。
「
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
六
年
条
の
、
敵
を
討
つ
べ
き
と
き
に
討
た
な

い
者
は
後
で
滅
び
る
と
い
う
理
法
は
隠
し
た
ま
ま
、
現
在
の
半
島
情
勢
に

お
い
て
本
文
の
予
言
は
ど
の
よ
う
に
当
て
は
ま
る
か
解
説
す
る
。
核
心
で

あ
る
「
春
秋
の
志
」
の
中
身
は
隠
し
た
ま
ま
、
「
膳
を
職
ふ
恥
」
と
い
う

文
言
を
め
ぐ
る
謎
解
き
を
導
い
て
い
る
の
だ
。

前
章
末
尾
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
春
秋
学
と
は
、
「
春
秋
」
の
歴
史
叙

述
の
な
か
の
文
言
一
つ
一
つ
に
、
ど
、
フ
い
う
暗
示
、
ど
う
い
う
理
法
が
込

め
ら
れ
て
い
る
か
を
解
読
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
『
春
秋
左
氏
伝
』

す
。
天
何
ぞ
淑
か
ら
ず
し
て
、
愁
に
耆
を
遺
さ
ざ
る
。
鳴
呼
哀
し
き

か
な
・
碑
に
日
へ
ら
く
、
春
秋
五
十
有
六
に
し
て
莞
せ
ぬ
と
い
へ

り
」
と
い
ふ
・
】
（
天
智
八
年
十
月
条
）

（
【
】
内
は
分
注
）

こ
れ
は
藤
原
鎌
足
の
莞
去
記
事
で
あ
る
。
数
日
前
の
危
篤
に
陥
っ
た
と

き
の
記
事
で
は
、
天
智
天
皇
が
親
ら
所
患
を
問
う
た
こ
と
、
そ
こ
で
交
わ

さ
れ
た
問
答
の
内
容
、
お
よ
び
そ
れ
を
聞
い
た
「
時
の
賢
」
が
鎌
足
を
讃

め
た
と
い
、
う
こ
と
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
莞
去
に

関
し
て
は
、
本
文
は
「
藤
原
内
大
臣
莞
せ
ぬ
。
」
と
し
か
書
い
て
お
ら
ず
、

分
注
に
お
い
て
、
「
日
本
世
記
」
の
文
章
の
中
か
ら
、
鎌
足
莞
去
に
際
し

の
歴
史
記
事
の
中
の
文
言
「
膳
を
嘘
ふ
」
に
ど
う
い
う
暗
示
ど
う
い
う
理

法
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
現
在
の
状
況
を
い
か
に
暗
示
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
謎
解
き
を
導
い
て
い
る
の
が
、
本
文
に
対
し
て
「
釈
道
顕
云

は
く
」
が
行
っ
て
い
る
注
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
釈
道
顕
云
は
く
」
の

注
釈
行
為
は
、
春
秋
学
に
連
な
る
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
本
文
か
ら
注
へ
と
、
隠
れ
た
理
法
の
解
読
が
更
新
し
て
い
く
。

さ
て
、
分
注
に
引
用
さ
れ
た
道
顕
の
言
説
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
、

道
顕
が
著
し
た
史
書
「
日
本
世
記
」
か
ら
の
引
用
が
四
箇
所
あ
る
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
に
も
ま
た
、
『
春
秋
左
氏
伝
」
を
典
拠
と
す
る
文
言
を
用
い

る
文
章
が
あ
る
。
次
章
で
は
そ
の
記
事
を
取
り
上
げ
る
。

辛
酉
に
、
藤
原
内
大
臣
莞
せ
ぬ
。
【
日
本
世
記
に
日
は
く
、
「
内
大

臣
、
春
秋
五
十
に
し
て
、
私
第
に
莞
せ
ぬ
。
還
し
て
山
の
南
に
蹟

四
分
注
か
ら
生
成
す
る
予
兆
記
事
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て
蹟
が
行
わ
れ
た
こ
と
や
、
鎌
足
の
死
を
悼
む
文
言
な
ど
を
引
用
す
る
。

危
篤
の
と
き
の
鎌
足
の
名
臣
ぶ
り
や
授
位
・
賜
姓
が
本
文
で
詳
述
さ
れ
る

の
と
は
異
な
り
、
鎌
足
莞
去
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
分
注
に
お

い
て
深
め
ら
れ
て
い
る
。

「
日
本
世
記
曰
く
」
の
中
の
、
死
を
悼
む
文
言
「
天
何
ぞ
淑
か
ら
ず
し

て
、
愁
に
耆
を
遣
さ
ざ
る
。
鳴
呼
哀
し
き
か
な
。
」
は
、
『
文
選
』
に
収
め

ら
れ
た
碑
文
な
ど
死
を
悼
む
文
章
の
な
か
で
も
よ
く
見
か
け
る
句
で

（側）
あ
る
。
ど
う
し
て
天
は
ひ
ど
い
こ
と
に
、
長
老
で
あ
る
故
人
を
私
に
遣
し

て
お
い
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
言
っ
て
、
故
人
の
命
を
召
し
た
天
を
恨

む
も
の
で
あ
る
。
諌
や
碑
文
な
ど
で
死
者
に
近
し
い
者
が
死
者
を
悼
む
と

き
、
こ
の
文
言
以
外
で
も
、
天
を
恨
む
と
い
う
表
現
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン

を
な
し
て
い
る
。
道
顕
が
「
日
本
世
記
」
の
中
で
藤
原
鎌
足
の
莞
去
に
関

す
る
詳
し
い
叙
述
を
し
、
死
を
悼
む
文
言
ま
で
書
き
付
け
た
の
は
、
鎌
足

の
近
辺
に
い
る
人
物
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
『
藤
氏
家
伝
』
の
鎌
足
伝
に
、

鎌
足
が
祈
祷
に
よ
っ
て
奇
瑞
を
起
こ
し
た
と
き
、
そ
れ
を
讃
美
す
る
道
顕

の
言
葉
が
書
か
れ
、
ま
た
鎌
足
の
長
子
貞
慧
の
死
に
際
し
て
、
道
顕
の
作

っ
た
諌
が
載
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
道
顕
が
「
日
本
世
記
」
に
こ
の
文
言
を
書
き
付
け
た
と
き
に

は
、
『
文
選
』
の
碑
文
な
ど
が
こ
の
文
言
を
用
い
る
の
と
同
様
、
死
者
を

悼
む
た
め
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
が
分
注
に
「
日
本
世

記
」
の
こ
の
箇
所
を
引
用
し
た
時
点
で
は
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
っ
た

だろ、フか。

と
言
う
の
は
、
こ
の
「
天
何
ぞ
淑
か
ら
ず
し
て
、
愁
に
耆
を
遣
さ
ざ

る
。
」
と
い
う
文
言
の
も
と
も
と
の
典
拠
は
、
「
春
秋
左
氏
伝
』
最
後
の
王

で
あ
る
哀
公
の
十
六
年
条
の
、
哀
公
が
御
世
の
終
焉
を
予
言
さ
れ
る
話
だ

か
ら
で
あ
る
。
十
六
年
四
月
に
孔
子
が
死
ん
だ
。
哀
公
は
そ
の
死
を
悼
ん

で
諌
を
賜
る
。
そ
の
諌
の
な
か
に
「
受
天
弔
ま
ず
。
愁
に
一
老
を
遣
し
余

一
人
を
屏
ひ
て
以
て
位
に
在
ら
し
め
ず
。
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
。
諌

を
聞
い
た
子
籟
は
、
哀
公
が
自
分
の
国
で
王
と
し
て
の
生
涯
を
全
う
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
。
は
た
し
て
十
一
年
後
に
哀
公
は

家
臣
た
ち
と
対
立
し
て
国
外
に
出
て
し
ま
い
、
そ
の
予
言
は
現
実
の
も
の

と
な
る
。
道
顕
が
鎌
足
の
死
を
悼
ん
で
「
日
本
世
記
」
に
書
き
つ
け
た
文

言
は
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
、
御
世
の
終
焉
を
予
言
さ
れ
そ
れ
が
実
現
す

る
と
い
う
不
吉
な
話
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
予
言
の

根
拠
と
な
っ
た
哀
公
の
諌
の
文
言
な
の
だ
。

『
日
本
書
紀
』
の
編
者
（
「
日
本
世
記
曰
く
」
を
分
注
に
引
用
し
て
本
文

を
注
釈
し
た
者
）
は
、
「
日
本
世
記
」
の
「
天
何
ぞ
淑
か
ら
ず
し
て
、
慾

に
耆
を
遺
さ
ざ
る
。
」
と
い
う
文
言
を
目
に
し
た
と
き
、
孔
子
に
比
す
べ

き
賢
人
で
あ
る
鎌
足
を
失
っ
た
天
智
朝
の
、
不
吉
な
未
来
を
示
す
予
兆
を

感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鎌
足
の
死
に
際
し
て
、
そ
の
近
辺

に
い
た
道
顕
が
「
日
本
世
記
」
に
鎌
足
の
死
を
悼
む
言
葉
を
書
き
付
け
た

と
き
、
そ
の
文
言
が
『
春
秋
左
氏
伝
」
の
、
御
世
の
終
焉
を
予
言
さ
れ
実

現
す
る
話
を
典
拠
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
『
日
本
書
紀
』

の
編
者
は
不
思
議
な
一
致
を
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
智
天
皇
が

賢
人
の
家
臣
鎌
足
を
失
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て

高
句
麗
滅
亡
を
予
言
し
た
道
顕
が
、
そ
の
著
「
日
本
世
記
」
の
中
で
、
今

度
は
鎌
足
の
死
に
際
し
て
、
哀
公
が
御
世
の
終
焉
を
予
言
さ
れ
た
話
を
典

拠
と
す
る
文
言
を
書
き
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
道
顕
に
よ
る
予
言
的

暗
示
で
は
な
い
か
と
、
『
日
本
書
紀
』
を
編
纂
す
る
史
官
は
感
じ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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実
際
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
天
智
八
年
十
月
の
こ
の
鎌
足
莞
去
記
事
の

す
ぐ
後
か
ら
、
天
智
朝
断
絶
を
暗
示
す
る
予
兆
記
事
が
頻
出
す
る
。
天
智

九
年
六
月
に
は
「
背
に
申
の
字
を
書
せ
り
。
上
黄
に
下
玄
し
。
長
さ
六
寸

許
」
と
い
う
亀
が
獲
え
ら
れ
る
。
亀
の
体
の
上
側
が
黄
色
で
下
側
が
黒
色

と
い
う
の
は
、
本
来
、
上
に
あ
る
天
が
玄
（
黒
）
で
地
が
黄
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
上
下
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
で
、
天
が
覆
る
、
つ
ま

り
天
智
朝
が
覆
っ
て
断
絶
す
る
こ
と
の
予
兆
で
あ
る
。
ま
た
亀
の
背
の

「
申
」
と
い
う
字
は
、
天
智
朝
滅
亡
の
年
「
壬
申
」
を
示
す
。
天
智
十
年

四
月
に
は
八
足
の
鹿
、
同
年
に
四
足
の
鶏
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
も
五
行
説

で
多
足
の
動
物
が
好
臣
の
存
在
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
天
智
朝
が
姦
臣

の
存
在
に
よ
っ
て
亡
ぶ
こ
と
の
予
兆
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
年
、
宮
中
の

「
大
炊
に
八
つ
の
鼎
有
り
て
鳴
る
。
或
い
は
一
つ
の
鼎
鳴
る
。
或
い
は
二

つ
或
い
は
三
つ
倶
に
鳴
る
。
或
い
は
八
つ
な
が
ら
に
倶
に
鳴
る
」
。
こ
の

記
事
で
天
智
紀
は
終
り
、
壬
申
の
乱
を
記
し
た
壬
申
紀
（
天
武
紀
上
）
が

始まる。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
に
鎌
足
莞
去
記
事
が
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
本
文
の
「
藤
原
内
大
臣
莞
せ
ぬ
。
」
と
い
、
フ
叙
述
に
、
分
注
で
、

御
世
の
断
絶
を
予
言
さ
れ
た
哀
公
の
諌
を
典
拠
と
す
る
文
言
を
用
い
た

「
日
本
世
記
」
の
文
章
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
足
莞
去
と
い
う
出
来

事
が
天
智
朝
断
絶
の
予
兆
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
分
注
と
し
て
引
用
さ
れ
た
「
日
本
世
記
」
の
文
章
が
『
日

本
書
紀
』
本
文
に
対
し
て
ど
う
い
、
フ
注
釈
の
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
題

は
、
も
と
も
と
「
日
本
世
記
」
が
ど
う
い
う
書
物
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
と
、
い
っ
た
ん
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
日
本
世
記
」
に
書
か
れ
て
い
た
「
天
何
ぞ
淑
か
ら
ず
し
て
、
慾
に
耆
を

遣
さ
ざ
る
。
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
天
智
朝
滅
亡
の
予
兆
の
意
味
を
発
見

し
た
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
編
纂
し
た
史
官
で
あ
っ
て
、
道
顕
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
道
顕
が
こ
う
し
た
予
兆
の
知
に
全
く
預
か
り
知

ら
な
か
っ
た
か
と
い
、
フ
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、

「
膳
を
嘘
ふ
」
と
い
う
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
典
拠
と
す
る
文
言
を
介
し
て
、

本
文
が
高
句
麗
滅
亡
を
予
言
す
る
の
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
分
注
の
「
釈

道
顕
云
は
く
」
は
、
そ
の
予
言
を
さ
ら
に
現
在
の
状
況
に
近
づ
け
て
解
釈

を
綴
密
に
し
て
い
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
本
文
に
は
、
道
顕
自
身
が

「
鼠
、
馬
の
尾
に
産
む
。
」
と
い
う
出
来
事
か
ら
高
句
麗
が
日
本
に
附
く

（
属
く
）
と
占
う
記
事
が
載
る
。
実
際
の
道
顕
が
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
「
日
本
書
紀
』
が
捉
え
る
と
こ
ろ
の
道
顕
と
い
う
人
物

は
こ
う
だ
っ
た
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
こ
と
も
、
『
日
本
書
紀
」
の
叙
述
が
作
り
出
し
た
道
顕
像
に
則

し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
道
顕
は
、
鎌
足
の
死
に
際
し
て
そ
の
死
を
悼
む
諌

を
書
き
、
書
き
終
わ
っ
て
か
ら
、
自
分
が
何
気
な
く
哀
公
の
御
世
断
絶
を

予
言
さ
れ
た
話
を
典
拠
と
す
る
文
言
を
書
い
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

の
こ
と
か
ら
天
智
朝
断
絶
を
予
感
し
始
め
る
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
な

る、フか。
先
に
、
「
日
本
世
記
」
の
文
言
に
予
兆
的
意
味
を
読
み
取
り
、
そ
の
文

言
を
分
注
に
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
の
鎌
足
莞
去
記
事
を
天
智

朝
滅
亡
の
予
兆
と
し
て
意
味
付
け
た
の
は
、
道
顕
で
は
な
く
史
官
だ
と
述

べ
た
。
だ
が
も
う
一
度
、
今
度
は
史
官
の
側
か
ら
こ
の
こ
と
を
説
明
し
直

し
て
み
る
な
ら
ば
、
予
言
的
注
釈
を
し
て
い
る
の
が
史
官
な
の
か
道
顕
な

の
か
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
、
史
官
に
と
っ
て
現
実
性
を
も
た
な
い
だ

ろ
う
。
史
官
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
造
り
上
げ
た
く
予
言
者
道
顕
〉
に
則
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り
、
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
予
言
的
注
釈
を
し
て
い
る
。
鎌
足
の
死
に
際

し
て
道
顕
が
「
日
本
世
記
」
の
中
に
込
め
た
予
言
的
暗
示
を
、
受
信
し
え

た
と
信
じ
た
史
官
が
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
予
言
者
道
顕
〉
に
「
ま

な
ざ
さ
れ
る
」
こ
と
で
史
官
は
、
数
々
の
現
象
を
天
智
朝
断
絶
の
予
兆
だ

と
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
て
終
焉
へ
と
刻
々
近
づ
い
て
い
く
天
智
紀

後
半
部
の
歴
史
を
書
く
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
、
そ
の
〈
予
言
者
道
顕
〉

と
は
、
史
官
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
な
ざ

す
も
の
に
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
、
フ
関
係
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
『
日

本
書
紀
」
の
歴
史
叙
述
は
、
固
有
名
で
登
場
す
る
予
言
者
た
ち
を
ま
な
ざ

す
史
官
が
、
そ
の
予
言
者
に
ま
な
ざ
さ
れ
た
と
感
じ
た
一
瞬
の
境
位
に
お

（旧）

い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
、
フ
。

『
日
本
書
紀
」
に
お
い
て
予
兆
を
解
説
す
る
文
章
は
、
本
文
も
分
注
の

「
或
本
云
く
」
も
み
な
、
「
～
は
～
の
兆
（
応
・
徴
・
相
）
な
り
。
」
と
あ

り
、
何
が
何
の
予
兆
だ
と
い
う
こ
と
を
言
明
す
る
形
式
に
則
っ
て
書
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
第
三
章
・
第
四
章
で
取
り
上
げ
た
「
釈

道
顕
云
は
く
」
と
「
日
本
世
記
曰
く
」
の
場
合
も
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に

予
言
や
予
兆
の
解
読
を
し
て
い
る
と
読
め
る
の
だ
が
、
形
式
に
則
っ
た
他

の
予
兆
記
事
と
は
書
き
方
を
異
に
す
る
。
文
章
中
の
文
言
に
込
め
ら
れ
た

予
言
的
意
味
に
気
づ
く
に
は
、
そ
の
文
言
が
何
を
典
拠
と
す
る
も
の
か
知

ら
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
一
種
の
謎
解
き
を
読
み
手
に
迫
っ
て
い

る
。
「
～
は
～
の
兆
な
り
」
と
い
う
叙
述
と
は
違
い
、
答
え
を
明
示
せ
ず

に
、
謎
掛
け
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
な
謎
掛
け
は
、
史
官
ら
官
吏
登
庸
の
国
家
試
験
で
あ
る
対
策

（旧）

に
も
見
ら
れ
る
。
問
い
の
内
容
に
対
し
て
た
だ
答
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
問
い
の
文
の
背
後
に
あ
る
典
拠
を
探
し
当
て
、
そ
れ
を
踏

ま
え
た
う
え
で
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
典
拠
で
答
え
る
、
典
拠
当
て
ゲ
ー
ム

の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
う
し
た
中
国
古
典
籍
の
文
言
と
い
う
専
門
用
語
を

共
通
の
ル
ー
ル
と
す
る
律
令
官
人
た
ち
の
言
語
世
界
が
あ
る
一
方
で
、
万

葉
歌
の
世
界
で
も
ま
た
、
双
六
賭
博
の
専
門
用
語
を
持
ち
込
ん
だ
歌
や
、

歌
の
中
で
漢
字
の
音
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
当
て
る
遊
戯
が
行
わ
れ
、
律
令

の
言
語
世
界
と
境
を
接
し
つ
つ
も
、
ま
た
別
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
結
び
付

（、）

く
言
語
世
界
が
生
成
さ
れ
て
い
た
。
史
官
が
「
日
本
世
記
曰
く
」
の
分
注

を
付
す
こ
と
で
、
読
み
手
、
つ
ま
り
そ
れ
は
次
に
史
書
を
書
く
者
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
者
へ
の
謎
を
仕
掛
け
た
と
き
、
そ
こ
に
も
ま
た

知
を
共
有
す
る
者
ど
う
し
に
よ
る
一
つ
の
言
語
世
界
が
生
成
し
て
い
た
の

であった。
注
（
１
）
二
○
○
○
年
三
月
・
二
○
○
一
年
三
月

（
２
）
『
古
代
文
学
』
三
十
九
号
の
特
集
論
文
で
あ
る
飯
泉
健
司
氏
「
風

土
記
本
文
の
生
成
過
程
ｌ
ｌ
常
陸
国
風
土
記
「
俗
」
字
注
記
を
中
心

に
ｌ
」
も
、
風
土
記
の
本
文
と
「
俗
曰
く
」
の
注
記
と
が
互
い
に

関
係
し
あ
い
、
中
央
の
対
立
項
で
は
な
い
新
た
な
く
在
地
〉
が
作
り

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

（
３
）
「
古
代
天
皇
神
話
の
完
成
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
六
・
十

一
）
、
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』
第
五
章
ヨ
日
本
書
紀
』
の
神
話
的

物
語
Ｉ
陰
陽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
Ｉ
」
（
講
談
社
現
代
新
書
一

九
九
九
・
二
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（
４
）
「
古
事
記
研
究
』
第
五
章
ヨ
日
本
書
紀
』
一
書
論
-
１
１
本
書
か
ら

見
た
場
合
ｌ
」
（
お
う
ふ
う
一
九
九
四
・
十
二
）

（
５
）
「
和
歌
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
-
『
日
本
書
紀
」
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
」
含
国
文
学
』
二
○
○
○
・
四
）

（
６
）
津
田
氏
「
日
本
紀
講
と
先
代
旧
事
本
紀
」
亀
日
本
文
学
』
一
九
九

七・十）

（
７
）
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
’
一
ズ
ム
ー
『
日
本
書
紀
」
を
中
心
に

ｌ
」
（
『
日
本
文
学
」
一
九
九
九
・
五
）

（
８
）
小
坂
眞
二
氏
「
古
代
・
中
世
の
占
い
」
亀
陰
陽
道
叢
書
』
四
特
論

名
著
出
版
一
九
九
三
）

（
９
）
「
万
葉
歌
の
知
と
遊
戯
」
（
『
歌
の
王
と
風
流
の
宮
」
森
話
社
二

○○○）

（
川
）
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
（
角
川
書
店
一
九
七
六
）

（
Ⅱ
）
小
坂
氏
論
文
前
掲
（
８
）

（
、
）
日
原
利
国
氏
「
春
秋
学
の
成
立
」
含
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』
第
一

章
創
文
社
一
九
七
六
）
に
、
『
春
秋
』
を
「
微
言
大
義
」
の
書

と
し
て
捉
え
る
認
識
の
歴
史
的
変
遷
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
平
勢

隆
郎
郎
氏
『
中
国
古
代
の
予
言
書
』
（
講
談
社
現
代
新
書
二
○
○

○
・
六
）
は
、
『
春
秋
』
の
微
言
主
義
や
「
春
秋
左
氏
伝
』
は
じ
め

中
国
古
代
の
史
書
の
予
言
構
造
に
つ
い
て
論
じ
、
史
書
が
予
言
書
と

し
て
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
説
く
。
こ
れ
は
、
津
田
博
幸
氏
が
前

掲
論
文
（
７
）
で
「
史
書
に
お
い
て
出
来
事
と
出
来
事
の
連
な
り
を

兆
と
果
の
連
鎖
の
ご
と
く
に
叙
述
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
一
つ

の
歴
史
叙
述
の
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
が
導
入
さ
れ
る

と
き
、
史
書
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
知
と
深
く
結
ば
れ
る
の
で
あ

る
。
」
と
説
く
と
こ
ろ
と
通
じ
る
だ
ろ
う
。

（
過
）
『
春
秋
公
羊
伝
」
哀
公
三
年
に
、
親
に
仕
え
る
こ
と
と
君
主
に
仕

え
る
こ
と
と
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
の
議
論
が
あ
り
、
そ
こ
で
、

「
家
事
を
以
て
王
事
を
辞
さ
ず
、
王
事
を
以
て
家
事
を
辞
す
。
是
、

上
の
下
よ
り
行
ふ
な
り
。
」
と
い
う
。
『
後
漢
書
」
丁
鴻
伝
で
は
、

『
公
羊
伝
」
の
こ
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
「
春
秋
の
義
は
、
家
事
を
以
て

王
事
を
廃
さ
ず
。
」
と
い
う
。

（
Ｍ
）
『
文
選
」
巻
五
十
八
の
察
伯
噌
「
陳
太
丘
碑
文
」
に
「
天
は
愁
く

も
老
を
遺
し
、
我
が
王
を
屏
は
し
め
ず
。
梁
は
崩
れ
哲
は
萎
む
。
時

に
憲
廃
し
と
。
」
、
巻
六
十
の
任
彦
昇
「
斉
寛
陵
文
宣
王
行
状
」
に

「
天
愁
に
遺
さ
ず
、
梁
嶽
峻
を
廃
頽
す
。
」
「
天
愁
に
遺
さ
ず
、
奄
か

に
蕊
落
せ
ら
る
。
」
等
あ
る
。

（
妬
）
二
○
○
一
年
度
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
「
ま
な
ざ

さ
れ
る
境
位
」
を
ふ
ま
え
た
。
津
田
氏
前
掲
（
７
）
論
文
で
、
『
日

本
書
紀
』
本
文
に
「
未
然
を
知
る
」
と
書
か
れ
た
聖
徳
太
子
と
、
出

来
事
と
出
来
事
の
間
に
兆
と
果
の
関
係
を
見
い
出
し
、
兆
と
果
の
連

鎖
と
し
て
記
事
を
配
列
す
る
史
官
の
知
と
が
地
続
き
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
も
、
聖
徳
太
子
に
「
ま
な
ざ
さ
れ
る
境

位
」
に
立
つ
史
官
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
セ
ミ
ナ
ー
で
の
議
論
、
『
古
代
文
学
』
合
評
会
で
の
議

論
、
お
よ
び
「
日
本
漢
文
を
読
む
会
」
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
書
い

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
稿
を
成
す
に
あ
た
り
助
言
を
頂
い
た

方
々
へ
感
謝
を
記
す
。

（
焔
）
『
経
国
集
』
巻
二
十

（
Ⅳ
）
猪
股
氏
論
文
前
掲
（
９
）
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