
歴史記述と伝承の想像力、そして文体

ｌ
特
集
・
拮
抗
と
流
動
の
古
代
文
学
ｌ
平
安
朝
文
学
の
胚
胎
と
し
て
の
８
世
紀
Ｉ

歴
史
書
は
客
観
的
な
事
実
を
記
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
し
か
し
、
出

来
事
の
記
述
は
必
ず
あ
る
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
。
歴
史
も
、
一
定
の
視
点

を
も
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
教
科
書
で
教
え
ら
れ
て
き
た
歴
史

が
、
現
代
に
向
か
っ
て
よ
く
な
っ
て
き
た
過
程
を
記
述
し
て
い
る
よ
、
フ

に
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
よ
く
」
は
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
価
値
基
準
に

よ
っ
て
い
る
。
別
の
基
準
に
よ
る
歴
史
記
述
も
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、

い
く
つ
も
の
歴
史
が
並
び
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
歴
史
は
、
あ
る

人
に
は
リ
ア
ル
で
も
、
別
の
人
に
は
リ
ア
ル
で
は
な
い
。

記
述
が
視
点
を
も
つ
以
上
、
絶
望
的
な
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
克
服

の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
る
《
フ
か
。
で
き
る
だ
け
観
念
を
排
除
し
た
記

述
の
羅
列
が
歴
史
で
あ
る
と
考
え
る
方
向
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
記
述
者
が
「
で
き
る
だ
け
」
に
徹
す
る
覚
悟
を
も
つ
う
え
で
の
こ

とだ。私
は
文
学
の
歴
史
を
、
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
時
代
の
関
心
と
、
文
体

の
変
遷
か
ら
記
述
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
も
、
出
来
事
を
な
る

べ
く
客
観
的
に
記
述
す
る
方
法
で
あ
る
。
時
代
の
関
心
を
具
体
的
に
い
え

ば
、
何
を
主
題
と
す
る
か
、
場
面
を
ど
の
よ
う
に
作
る
か
な
ど
に
、
そ
の

時
代
の
切
実
な
問
題
や
流
行
が
判
断
で
き
る
と
い
、
う
こ
と
だ
。
ど
の
よ
、
フ

そ
し
て
文
体
ｌ
続
杲
紀
か
ら
Ｉ

歴
史
記
述
と
伝
承
の
想
像
力
、

に
美
を
作
る
か
も
、
時
代
の
関
心
だ
。
こ
の
文
学
史
は
、
時
代
の
切
実
な

関
心
を
探
り
出
す
こ
と
に
お
い
て
、
歴
史
を
リ
ア
ル
に
感
じ
る
方
法
で
も

あ
る
。
ど
の
社
会
も
切
実
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
代

や
社
会
を
超
え
て
、
そ
の
社
会
に
生
き
る
人
々
を
リ
ア
ル
に
感
じ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
文
学
史
に
関
心
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
リ
ア

ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
リ
ア
ル
に
歴
史
を
感
じ
る
と
い
、
う
こ
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
な
い
。

と
い
っ
て
、
私
の
考
え
る
文
学
史
は
、
時
代
の
関
心
は
そ
の
時
代
に
共

有
さ
れ
て
い
る
問
題
と
し
て
、
関
心
を
抱
い
て
い
な
い
人
々
に
も
奥
底
で

は
通
じ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
観
性
を
求
め

る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
差
異
を
超
え
て
共
通
す
る
関
心
、
問
題
を
導
く
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
歴
史
を
取
り
戻
す
方
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
取
り

戻
す
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は
、
あ
る
時
代
、
社
会
に
リ
ア
ル
に
共

有
さ
れ
る
歴
史
と
い
う
モ
チ
ー
フ
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
方
向
は
、
私
の
と

こ
ろ
で
卒
論
を
書
い
て
い
る
村
山
絵
美
に
よ
っ
て
、
私
に
は
と
て
も
可
能

性
が
あ
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
を
、
ユ
タ
か
ら
と
ら

え
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
は
自
分
た
ち
に
は
リ
ア

古
橋
信
孝
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者
と
結
び
つ
い
た
。

本
稿
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
の
問
題
で
あ
る
。

ま
だ
、
前
提
は
続
く
。
目
取
間
俊
『
水
滴
」
（
一
九
九
六
年
）
が
、
こ

の
問
題
の
一
つ
の
方
向
を
明
確
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
小
説
が
提
起
し
て

い
る
の
は
、
個
人
の
戦
争
の
痛
み
が
、
脚
を
瓜
の
よ
う
に
腫
れ
上
が
ら
せ

る
水
の
た
ま
る
と
い
う
、
民
俗
的
な
想
像
力
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
よ

っ
て
歴
史
化
さ
れ
る
こ
と
と
い
え
る
。
主
人
公
徳
成
は
記
念
日
に
子
供
に

戦
争
語
り
を
す
る
こ
と
の
嘘
っ
ぽ
さ
か
ら
、
脚
に
水
腫
れ
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
戦
死
者
た
ち
が
そ
の
脚
か
ら
垂
れ
る
水
に
よ
っ
て
喉
の
渇
き
を
癒

し
、
自
分
が
捨
て
て
き
た
同
郷
の
男
に
も
そ
の
水
を
飲
ま
せ
る
こ
と
で
、

元
の
体
に
戻
る
が
、
そ
れ
は
飲
ん
だ
く
れ
の
生
活
だ
っ
た
と
い
う
物
語
で

あ
る
。
酒
を
呑
む
こ
と
が
辛
い
記
憶
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
お

り
、
結
局
、
戦
争
の
辛
い
記
憶
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
徳
成

の
人
生
を
思
わ
せ
る
。
あ
ま
り
に
も
辛
い
記
憶
は
そ
の
個
人
に
抱
え
込
ま

れ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
小
説
の
語
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。

こ
の
徳
成
の
体
験
が
、
瓜
の
よ
う
に
腫
れ
る
と
い
う
像
は
沖
縄
の
人
々

に
と
っ
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
象
皮
病
と
い
う
病
と
い
う
。

目
取
間
は
こ
の
像
を
瓜
の
よ
う
に
腫
れ
た
足
と
す
る
こ
と
で
物
語
に
し

た
。
こ
の
小
説
全
体
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
話
は
民
間
伝
承
の
よ
う
な
世
界

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
、
あ
る
出
来
事
が
伝
承
を
形
成
し
て
い

く
さ
ま
を
み
せ
て
い
る
よ
、
フ
に
読
め
る
。
目
取
間
は
、
民
俗
的
想
像
力
が

ル
に
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
外
国
へ
の
侵
略
、
戦
死
者
の
こ
と
な
ど
知
っ
て

い
く
と
、
と
て
も
恐
ろ
し
い
こ
と
に
思
え
て
く
る
。
な
の
に
、
な
ぜ
戦
争

の
体
験
は
風
化
し
て
し
ま
う
の
か
。
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
方
法
は
な
い

も
の
か
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
戦
死
者
の
鎮
魂
を
す
る
ユ
タ
と
い
う
霊
能

『
続
日
本
紀
」
は
歴
史
を
記
述
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
歴
史
は

国
家
と
い
う
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
記
録
す
る
文
体
は
、

意
図
を
超
え
て
、
出
来
事
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
向
か
う
場
合
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
意
図
は
貫
か
れ
て
い
る
。
出
来
事
を

記
述
し
て
い
る
な
か
で
、
客
観
性
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
た
と
え

ば
、
戦
い
の
記
述
が
そ
う
だ
。
『
続
日
本
紀
」
は
い
く
つ
か
の
戦
い
を
記

録
し
て
い
る
。
大
野
東
人
の
蝦
夷
と
の
戦
い
（
聖
武
天
皇
、
天
平
九
年
四

月
）
、
藤
原
広
嗣
の
乱
（
天
平
十
二
年
九
月
～
十
一
月
の
記
述
）
な
ど
が

ある。この
文
体
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
郷
信
綱
が
『
日
本
書
紀
」
の
壬
申

の
乱
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（
『
壬
申
紀
を
読
む
」
平
凡
社
、
一
九
九

三
年
）
。
西
郷
は
、
『
釈
日
本
紀
』
の
壬
申
紀
は
安
斗
宿
禰
智
徳
、
調
連
淡

海
、
和
邇
部
臣
君
手
ら
の
日
記
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
「
日
次
体
の
記

録
」
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
つ
つ
、
西
郷
は
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
記
録
よ

踊叩叩〃、訟封〕、

そ
の
（
壬
申
の
戦
い
ｌ
注
）
経
験
は
人
び
と
の
記
憶
板
に
消
し
が

た
く
刻
み
こ
ま
れ
、
そ
れ
を
源
に
し
て
口
頭
の
伝
承
が
ふ
ん
だ
ん
に

生
み
出
さ
れ
広
く
流
通
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
書
紀
が
そ
れ
ら

を
進
ん
で
取
り
こ
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
口

頭
の
伝
承
が
身
の
ま
わ
り
に
な
お
息
づ
い
て
い
る
と
き
、
当
の
事
件

戦
争
の
体
験
を
こ
の
よ
う
に
物
語
化
し
て
い
く
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
多
く
の
人
々
が
リ
ア
ル
に
伝
え
て
い
く
方
法
で

はないか。

１
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に
か
ん
す
る
史
官
ら
の
筆
致
が
観
念
の
介
入
を
排
し
、
お
の
ず
と
事

実
に
即
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
確
か
だ
ろ
、
フ
。

と
、
戦
い
に
つ
い
て
の
口
頭
の
伝
承
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
伝
承
が

事
実
に
即
し
た
文
体
を
作
り
出
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
口
頭
の
伝
承
の

重
み
と
い
う
こ
と
で
は
、
私
も
同
意
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
真
実
を
伝

え
る
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
事
実
と
し
て
は
わ
か
ら
な
い
。
口
頭
の
伝

承
に
は
そ
れ
な
り
の
文
体
が
あ
る
。
西
郷
は
そ
の
文
体
を
探
っ
て
い
る
と

は
い
え
る
の
だ
が
、
記
録
体
の
文
体
の
価
値
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
で

な
け
れ
ば
、
「
古
事
記
』
が
苦
労
し
て
語
り
の
文
体
を
書
こ
、
フ
と
し
た
り

し
な
い
。
書
く
文
体
と
語
る
文
体
は
違
う
。

記
録
す
る
文
体
は
、
出
来
事
を
記
述
し
て
い
る
な
か
で
、
意
図
を
超
え

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
立
場
は
、
聖
武
天
皇
が
宣
命
の
な
か
で
盛

ん
に
自
ら
を
「
不
徳
」
「
薄
徳
」
と
い
う
の
に
通
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
謙

遜
は
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
漢
文
体
で
書
く
こ
と

は
、
日
本
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
と
い
っ
た
地
域
、
国
家
を
同
列
に
み
な
す

こ
と
を
も
た
ら
す
。
天
皇
と
皇
帝
と
は
世
界
的
に
み
れ
ば
等
価
値
に
な
る

の
だ
。
し
か
も
、
「
不
徳
」
な
ら
ば
、
天
皇
も
こ
の
世
の
人
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
視
点
は
、
歴
史
を
記
述
す
る
意
図
を
絶
対
的
な
論
理
と
し
つ
つ
、
個

人
と
し
て
の
人
へ
の
視
点
を
作
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
個
別
的
な
人
や
出

来
事
へ
の
関
心
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
『
続
日
本
紀
」
を
読
み
な
が
ら
、
私
の
関
心
を
引
い
た

の
は
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

仙
左
兵
庫
少
属
従
八
位
下
大
伴
宿
禰
子
虫
、
以
刀
斫
殺
右
兵
庫
頭
外
従

五
位
下
中
臣
宮
処
連
東
人
。
初
子
虫
、
事
長
屋
王
、
頗
蒙
恩
遇
。
至

是
、
適
与
東
人
任
紗
比
寮
。
政
事
之
隙
、
相
共
囲
碁
。
語
及
長
屋

王
、
憤
発
而
罵
、
遂
引
剣
斫
而
殺
之
。
東
人
、
即
謹
告
長
屋
王
事
之

人
也
。
（
聖
武
天
皇
、
天
平
十
年
〈
七
三
八
〉
七
月
十
日
）

②
葦
原
王
坐
以
刃
殺
人
、
賜
姓
龍
田
真
人
、
流
多
徴
島
。
男
女
六
人
復

命
相
随
。
葦
原
王
者
、
三
品
忍
壁
親
王
之
孫
、
従
四
位
下
山
前
王
之

男
。
天
性
凶
悪
、
喜
遊
酒
騨
。
時
与
御
使
連
麿
博
飲
、
忽
発
怒
刺

殺
、
屠
其
股
完
、
便
置
胸
上
而
謄
之
。
及
他
罪
状
明
白
、
有
司
奏
請

其
罪
。
帝
以
宗
室
之
故
、
不
忍
致
法
。
価
除
王
名
配
流
。
（
淳
仁
天

皇
、
天
平
宝
字
五
年
〈
七
六
一
〉
三
月
二
十
四
日
）

③
礼
部
少
輔
従
五
位
下
中
臣
朝
臣
伊
加
麻
呂
、
造
東
大
寺
判
官
正
六
位

上
葛
井
連
根
道
、
伊
加
麻
呂
男
真
助
三
人
、
坐
飲
酒
言
語
渉
時
忌

謹
、
伊
加
麻
呂
左
遷
大
隅
守
、
根
道
流
紗
隠
岐
、
真
助
払
土
佐
。
其

告
人
酒
波
長
歳
授
従
八
位
下
、
任
近
江
史
生
。
中
臣
真
麻
伎
従
七
位

下
、
但
馬
員
外
史
生
。
（
淳
仁
天
皇
、
天
平
宝
字
七
年
〈
七
六
三
〉

十
二
月
二
十
九
日
）

と
い
う
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
①
は
囲
碁
を
し
て
い
て
、
話
が
長
屋
王
の

こ
と
に
及
ん
で
斬
殺
し
た
と
い
う
こ
と
。
②
は
、
何
が
あ
っ
た
か
わ
か
ら

な
い
が
、
酒
を
飲
ん
で
い
て
け
ん
か
に
な
り
、
斬
殺
、
③
も
、
酒
を
飲
ん

で
い
て
話
が
触
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
大
系
注
ｌ
孝
謙
天
皇
と
道
鏡
と

の
関
係
に
ま
つ
わ
る
こ
と
か
と
す
る
）
に
及
び
、
密
告
さ
れ
て
流
罪
に
さ

れた。①
に
つ
い
て
は
い
え
ば
、
休
み
時
間
に
囲
碁
を
し
て
い
て
夢
中
に
な

り
、
子
虫
が
過
去
に
仕
え
て
い
た
長
屋
王
の
悪
口
を
い
、
う
こ
と
に
な
っ

た
。
た
ま
た
ま
当
事
者
の
東
人
が
長
屋
王
を
密
告
し
た
男
だ
っ
た
と
い
う

の
は
で
き
す
ぎ
の
気
も
し
な
い
で
は
な
い
が
、
何
か
に
熱
中
す
る
と
こ
う

い
う
こ
と
も
あ
り
、
フ
る
。
い
や
、
子
虫
は
復
讐
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
の
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側
は
長
屋
王
の
事
件
の
後
日
讃
と
で
も
い
え
る
出
来
事
で
あ
る
。
『
続

日
本
紀
』
の
長
屋
王
の
事
件
に
つ
い
て
の
記
述
は
何
か
不
明
瞭
な
も
の
を

感
じ
さ
せ
る
。
事
件
の
推
移
を
追
っ
て
み
る
。
天
平
元
年
（
七
二
九
）
の

記事である。

か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
子
虫
の
復
讐
物
語
に
な
る

し
、
た
ま
た
ま
だ
と
す
る
と
、
運
命
の
い
た
づ
ら
の
物
語
に
な
る
。
ど
ち

ら
で
も
い
い
が
、
人
の
執
念
や
運
命
の
不
思
議
さ
を
語
る
。
そ
の
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
る
、
囲
碁
を
し
て
い
て
熱
中
し
て
と
い
う
の
は
、
個
人
の

趣
味
の
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
来
事
を
書
い
て
い
る
な
か
で
個

人
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
執
念
に
し
ろ
、
運
命

に
し
ろ
、
個
人
を
書
く
。
し
か
も
そ
の
個
人
は
英
雄
で
は
な
い
。
こ
れ

は
、
『
万
葉
集
」
巻
十
六
の
長
い
題
詞
や
左
注
の
語
る
物
語
と
通
じ
て
い

る
（
古
橋
『
物
語
文
学
の
誕
生
」
角
川
叢
書
、
一
九
九
九
年
）
。

②
と
側
は
酒
飲
み
の
、
う
え
で
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
ふ
つ
う
に
あ
り
え
そ

う
な
出
来
事
で
あ
る
。
特
に
③
は
、
気
が
大
き
く
な
っ
て
口
を
す
べ
ら
せ

て
し
ま
っ
た
事
件
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
密
告
す
る
者
が
記
さ
れ
る
の

も
、
報
償
を
得
た
た
め
と
は
い
え
、
人
の
あ
り
方
を
思
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
、
出
来
事
を
記
録
す
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
書
か
れ
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
歴
史
を
書
い
て
い
る
な
か
で
、
犯
罪
を
記
述
す
る
と
き
、

個
人
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
、
フ
の
だ
。
そ
れ
は
、
個
人
や
個
別
的
な
も

の
へ
の
関
心
を
導
く
。
関
心
が
あ
る
か
ら
そ
う
な
っ
た
こ
と
と
同
時
に
起

こ
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
書
く
こ
と
で
あ
ら

わ
れ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
書
く
こ
と
を
強
調
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

２

二
月
十
日
左
京
の
人
従
七
位
下
漆
部
造
君
足
、
無
位
中
臣
宮
処
東
人

ら
が
「
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
が
密
か
に
左
道
を
学
ん
で
国

家
を
傾
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
密
告
す
る
。
そ
の
夜
、
三

関
を
固
め
、
藤
原
宇
合
ら
に
長
屋
王
を
捕
ら
え
さ
せ
る
。

十
一
日
舎
人
親
王
ら
に
、
長
屋
王
の
邸
宅
で
そ
の
罪
を
糾
問
す

ブ（》◎

十
二
日
長
屋
王
に
自
尽
さ
せ
る
。
室
の
吉
備
内
親
王
、
子
膳
夫
王

ら
も
首
を
括
っ
て
自
害
す
る
。

十
三
日
長
屋
王
、
吉
備
内
親
王
の
屍
を
生
駒
山
に
葬
る
。
「
吉
備

内
親
王
は
罪
が
な
い
。
長
屋
王
は
罪
人
で
は
あ
る
が
、
葬
式

は
粗
末
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
、
フ
勅
が
出
さ
れ
る
。

十
五
日
「
長
屋
王
は
捻
れ
た
酷
い
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
が
諸
処
に

あ
ら
わ
れ
た
。
悪
行
の
限
り
を
尽
く
し
、
法
に
よ
り
罰
せ
ら

れ
た
。
一
味
を
征
伐
し
、
賊
を
滅
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国

司
は
徒
党
す
る
こ
と
を
取
り
締
ま
れ
」
と
い
う
勅
が
出
る
。

十
七
日
外
従
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
宿
奈
麻
呂
ら
七
人
が
長
屋
王
と

連
座
し
た
こ
と
で
、
流
罪
に
さ
れ
る
。

十
八
日
左
大
弁
正
四
位
上
石
川
朝
臣
石
足
ら
を
遣
わ
し
て
、
長
屋

王
の
弟
従
四
位
上
鈴
鹿
王
の
邸
宅
で
、
「
長
屋
王
の
兄
弟
姉

妹
、
子
孫
、
妾
ら
を
す
べ
て
許
す
」
と
い
う
勅
が
告
げ
ら
れ

る。百官大祓。

二
十
一
日
密
告
し
た
漆
部
造
君
足
、
中
臣
宮
処
連
東
人
に
外
従
五

位
下
を
授
け
る
。

二
十
六
日
長
屋
王
の
弟
、
姉
妹
、
子
孫
に
、
従
来
通
り
禄
を
授
け

ることにする。
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と
い
、
う
よ
、
フ
に
事
件
と
そ
の
後
の
処
置
が
記
さ
れ
て
い
る
。
密
告
か
ら
長

屋
王
の
自
害
ま
で
が
わ
ず
か
三
日
し
か
な
い
。
同
日
に
妻
子
が
自
害
し
て

お
り
、
事
件
の
解
明
が
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
九
日
後
に
大
祓
が
あ

り
、
事
件
が
決
着
し
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
も
早
す
ぎ
る
。
国
家
転
覆
の

大
逆
罪
な
の
に
、
長
屋
王
の
葬
式
は
そ
れ
な
り
の
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
。

弟
の
鈴
鹿
王
ら
が
連
座
さ
れ
て
い
な
い
。
等
々
、
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。

こ
の
不
明
瞭
さ
は
、
長
屋
王
邸
の
発
掘
が
行
わ
れ
、
広
い
敷
地
、
権
力

や
財
力
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
た
い
へ
ん
な
反

応
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
反
応
こ
そ
が
、

出
来
事
を
リ
ア
ル
に
伝
え
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
応

を
語
る
記
述
は
『
続
日
本
紀
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
唯
一
①
が
、
後
日
誼

と
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
が
残
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
、

殺
人
を
犯
し
た
大
伴
子
虫
が
ど
の
よ
電
フ
に
処
罰
さ
れ
た
か
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
犯
罪
を
記
す
な
ら
、
処
罰
が
記
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
実

際
、
②
③
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
記
事
は
犯
罪
を

記
す
こ
と
に
で
は
な
く
、
長
屋
王
事
件
に
関
連
す
る
か
ら
記
さ
れ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
書
き
手
の
関
心
は
長
屋
王
事
件
に
こ
そ
あ
っ
た
。
そ
の

関
心
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
こ
の
事
件
の
顛
末
の
不
明
瞭
さ
だ
っ
た
の

ではないか。

な
お
、
『
続
日
本
紀
』
で
後
に
長
屋
王
の
名
が
み
え
る
の
は
、

側
天
平
宝
字
七
年
〈
七
六
三
〉
十
月
十
七
日
に
参
議
礼
部
卿
従
三
位
藤

原
朝
臣
弟
貞
の
莞
去
の
記
事
に
、
正
二
位
長
屋
王
の
子
で
あ
る
が
、

藤
原
不
比
等
の
娘
が
生
ん
だ
子
な
の
で
、
助
け
ら
れ
た
と
あ
る
。

⑤
宝
亀
五
年
〈
七
七
四
〉
十
二
月
二
十
二
日
に
円
方
王
が
左
大
臣
従
一

位
長
屋
王
の
女
と
あ
る
。

幸
運
に
も
、
民
間
に
伝
え
ら
れ
た
長
屋
王
の
伝
承
が
あ
る
。
「
日
本
国

現
報
善
悪
霊
異
記
」
中
巻
「
侍
己
高
徳
刑
賎
形
沙
彌
以
現
得
悪
死
縁
第

こ
で
あ
る
。
書
き
下
し
文
で
引
く
。

諾
楽
の
宮
に
宇
の
大
八
嶋
国
御
め
た
ま
ひ
し
勝
宝
応
真
聖
武
太
上

天
皇
、
大
誓
願
を
発
し
た
ま
ひ
、
天
平
元
年
己
巳
春
二
月
八
日
を
以

て
、
左
京
の
元
興
寺
に
し
て
大
法
会
を
備
け
、
三
宝
を
供
養
し
た
ま

ひ
き
。
太
政
大
臣
長
屋
親
王
に
勅
し
て
、
衆
の
僧
に
供
す
る
司
に
任

じ
た
ま
ひ
き
。
時
に
一
の
沙
彌
有
り
。
濫
し
く
供
養
を
鯉
る
処
に
就

き
て
、
鉢
を
捧
げ
て
飯
を
受
く
。
親
王
見
て
、
牙
冊
を
以
て
沙
弥
の

頭
を
罰
つ
。
頭
破
れ
て
血
を
流
す
。
沙
弥
頭
を
摩
で
、
血
を
椚
ひ
て

慌
し
み
実
き
て
、
忽
ち
に
親
え
ず
。
去
く
所
を
知
ら
ず
。
時
に
、
法

会
の
衆
の
道
俗
、
愉
に
臆
き
て
言
は
く
、
「
凶
し
」
「
善
く
は
あ
ら

じ
」
と
い
ふ
。
暹
る
こ
と
二
日
、
嫉
妬
す
る
人
有
り
て
、
天
皇
に
識

ぢ
て
奏
さ
く
、
「
長
屋
、
社
程
を
傾
け
む
こ
と
を
謀
り
、
国
位
を
奪

は
む
と
す
」
と
ま
う
す
。
麦
に
天
心
に
腹
怒
り
た
ま
ひ
、
軍
兵
を
遣

は
し
て
戦
ひ
た
ま
ふ
。
親
王
、
自
ら
念
へ
ら
く
、
「
罪
無
く
し
て
囚

執
は
る
。
此
れ
決
定
し
て
死
ぬ
る
な
ら
む
。
他
の
為
に
刑
ち
殺
さ
れ

む
よ
り
は
、
自
ら
死
な
む
に
は
如
じ
」
と
お
も
ふ
。
即
ち
其
の
子
孫

に
毒
の
薬
を
服
せ
し
め
て
、
絞
り
死
し
畢
り
て
後
に
、
親
王
、
薬
を

の
二
例
の
み
で
あ
る
。
長
屋
王
の
子
弟
貞
は
藤
原
不
比
等
の
娘
の
子
ゆ

え
、
連
座
か
ら
免
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
事
件
の
あ
や
ふ
や
さ
を
語

る
。
⑤
は
、
正
二
位
が
従
一
位
と
誤
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を

考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

３
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服
し
て
自
害
せ
り
。
天
皇
、
勅
し
て
、
彼
の
屍
骸
を
城
の
外
に
捨
て

て
、
焼
き
末
き
、
河
に
散
ら
し
、
海
に
櫛
て
し
む
。
唯
し
親
王
の
骨

は
土
佐
の
国
に
流
る
。
時
に
、
其
の
国
の
百
姓
多
く
死
ぬ
。
云
に
百

姓
患
へ
て
官
に
解
し
て
言
さ
く
、
「
親
王
の
気
に
依
り
て
、
国
の
内

の
百
姓
皆
死
に
亡
す
べ
し
」
と
ま
う
す
。
天
皇
、
聞
こ
し
め
し
て
、

皇
都
に
近
づ
け
む
と
し
て
、
紀
伊
の
国
海
部
の
郡
の
椒
枡
の
奥
の
嶋

に
置
か
し
め
た
ま
ひ
き
。

鳴
呼
、
燗
れ
な
る
か
な
。
福
貴
熾
り
な
る
時
に
は
、
高
名
華
畜
に

振
へ
り
と
錐
も
、
妖
災
害
む
る
日
に
は
、
帰
む
所
無
く
、
唯
し
一
旦

に
滅
び
ぬ
。
誠
に
知
る
、
自
ら
の
高
徳
を
姑
み
、
彼
の
沙
弥
を
刑

つ
。
護
法
も
噸
噸
み
、
善
神
を
憾
み
嫌
ひ
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
。

袈
裟
を
著
た
る
類
は
、
賎
形
な
り
と
錐
も
恐
り
ず
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
隠
身
の
聖
人
も
其
の
中
に
交
は
り
た
ま
へ
り
。
故
に
僑
慢
経
に

云
は
く
、
「
先
生
に
位
の
上
の
人
に
し
て
、
尺
迦
牟
尼
仏
の
頂
を
履

侃
き
て
蜘
む
人
等
の
罪
云
々
」
と
の
た
ま
へ
り
。
何
に
況
む
や
、
袈

裟
を
著
た
る
人
を
打
ち
侮
る
者
は
、
其
の
罪
甚
だ
深
か
ら
む
。

こ
の
話
が
歴
史
記
述
と
異
な
る
こ
と
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
は
、
話

の
展
開
や
内
容
で
は
な
い
。
歴
史
記
述
も
こ
う
い
う
話
を
歴
史
と
し
て
書

く
こ
と
は
あ
る
。
文
学
研
究
は
何
よ
り
も
文
体
の
問
題
と
し
て
考
え
始
め

る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
記
述
で
は
書
か
れ
な
い
の
は
、
「
時
に
、
法
会
の

衆
、
道
俗
、
ひ
そ
か
に
さ
さ
め
き
て
言
は
く
「
凶
し
』
、
『
善
く
は
あ
ら

ず
』
と
い
ふ
」
と
あ
る
、
そ
の
場
に
い
た
名
も
な
い
人
た
ち
の
登
場
で
あ

る
。
歴
史
記
述
は
出
来
事
を
順
次
記
し
て
い
く
文
体
で
、
た
と
え
目
撃
し

た
人
々
が
い
て
も
記
し
た
り
は
し
な
い
。
話
の
文
体
は
こ
う
い
、
フ
人
々
を

書
く
こ
と
で
、
誰
で
も
が
同
じ
よ
う
に
感
じ
、
思
っ
た
よ
う
に
語
り
、
聞

き
手
、
読
み
手
も
巻
き
込
む
。
つ
ま
り
、
そ
の
場
に
い
た
人
も
聞
き
手
、

読
み
手
も
同
じ
に
感
じ
、
思
う
一
体
感
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
文
体
は
、
「
見
る
人
、
聞
く
人
涙
を
流
さ
ざ
る
者

な
か
り
け
り
」
と
い
う
よ
、
フ
な
、
語
り
物
類
の
定
型
句
と
し
て
も
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
聞
き
手
、
読
み
手
を
話
に
参
加
さ
せ
、
一
人
一
人
の
共
感

す
る
気
持
ち
を
外
化
さ
せ
、
聞
き
手
、
読
み
手
に
一
体
感
を
も
た
せ
る
文

体
の
な
の
だ
。
こ
の
一
体
感
は
、
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
人
々
に
も
話
が

リ
ア
ル
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
話
に
即
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
そ
の
場
に
い
た
人
々
は
、
長
屋
王

が
沙
弥
を
打
つ
の
を
見
て
い
た
証
人
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
こ
の
目
撃
し
た

事
件
を
家
族
に
、
隣
近
所
の
人
々
に
、
会
っ
た
人
に
話
す
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
聞
い
た
人
々
も
、
こ
の
話
を
次
々
に
伝
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
事
態
を
考
え
る
と
、
こ
の
話
で
、
次
に
書
か
れ
て
い
る
「
之

を
二
日
逢
て
、
嫉
妬
す
る
人
あ
り
て
」
以
下
の
語
り
方
も
、
人
々
の
想
像

を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
見
た
り
聞
い
た
り
し
た

人
々
は
そ
の
話
を
、
す
ぐ
に
起
こ
っ
た
長
屋
王
が
自
害
し
た
不
可
解
な
事

件
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
う
い
う
な
か
で
生

じ
る
想
像
力
が
「
嫉
妬
す
る
人
」
と
い
う
名
も
な
い
密
告
者
を
生
み
出
し

て
も
ふ
し
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
実
際
の
密
告
者
で
あ
る
漆
部
君
足
と
中

臣
東
人
は
登
場
し
な
い
・

想
像
し
て
み
る
。
後
日
證
の
①
か
ら
は
、
子
虫
が
東
人
を
密
告
者
と
知

っ
て
い
た
場
合
と
知
ら
な
か
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
知
っ
て
い
た
場

合
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
屋
王
に
恩
を
感
じ
て
い
た
子
虫
は
上
司
と

し
て
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
り
、
フ
る
が
、
囲
碁
を
楽
し
む
仲
に
な

る
だ
る
》
フ
か
。
無
理
に
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
っ
ぽ
ど
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の
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然

だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
う
が
、
殺
人
事
件
と
し
て
劇
的
だ
。
し
か
し
、
密
告
者

が
知
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
正
義
を
訴
え
た
こ
と
に
な
る
の
だ

か
ら
。
と
い
う
こ
と
は
、
①
の
書
き
方
は
物
語
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
先
に
、
子
虫
の
処
罰
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
書
き
手
の
関

心
が
長
屋
王
事
件
そ
の
も
の
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
述
べ
た
。
だ
い
た

い
こ
う
い
う
身
分
の
低
い
者
の
事
件
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

の
だ
。
そ
う
い
う
者
の
事
件
が
書
か
れ
、
し
か
も
処
罰
が
書
か
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
子
虫
に
正
当
性
が
あ
る
よ
》
フ
に
も
読
め
る
。
暗
に
長
屋
王
は

は
め
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
読
み
手
に
そ
の
よ
う
な
想

像
を
働
か
せ
る
よ
う
に
、
書
き
手
は
国
家
の
論
理
で
歴
史
を
記
述
し
て
い

く
こ
と
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
書
き
手
の
関
心
が
物
語

を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。
こ
う
言
い
換
え
て
も
い
い
。
書
き
手
の
長
屋
王
事

件
へ
の
関
心
は
真
相
、
つ
ま
り
真
実
を
求
め
る
が
、
真
実
は
物
語
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
①
の
記
述
は
民
間
の
話
か
も
し
れ

な
い
と
思
う
ほ
ど
だ
。

こ
の
あ
り
方
は
「
日
本
霊
異
記
』
の
話
と
通
底
し
て
い
る
。
「
嫉
妬
す

る
人
」
は
た
ぶ
ん
藤
原
氏
で
あ
る
。
君
足
や
東
人
の
上
に
藤
原
氏
が
い

た
。
そ
れ
を
「
嫉
妬
す
る
人
」
と
い
う
よ
う
に
ぼ
か
し
て
登
場
さ
せ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
日
本
霊
異
記
』
の
話
で
は
、
長
屋
王
事
件
の
不
可
解
さ

を
藤
原
氏
の
陰
謀
と
解
釈
し
て
、
「
嫉
妬
す
る
人
」
と
し
た
。
そ
し
て
、

長
屋
王
が
「
罪
な
く
し
て
囚
執
は
る
」
と
、
無
実
と
し
て
い
る
。

４

『
日
本
霊
異
記
』
は
、
さ
ら
に
長
屋
王
の
崇
り
を
語
る
。
無
実
で
亡
く

な
っ
た
者
な
ら
、
こ
の
世
に
想
い
を
残
し
、
崇
り
を
及
ぼ
す
の
は
当
然
で

あ
る
。
長
屋
王
の
骨
は
土
佐
に
流
れ
て
、
疫
病
を
流
行
さ
せ
た
。
土
佐
は

南
海
道
の
果
て
で
あ
る
。
む
し
ろ
辺
境
か
ら
崇
り
を
始
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
語
り
口
は
お
か
し
い
。
長
屋
王
の
事
件
は
都
の
人
々
に

こ
そ
リ
ア
ル
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
都
の
人
々
の
想
像
力
が
こ
の
よ
う

な
話
を
生
み
出
し
た
の
だ
。
で
な
け
れ
ば
、
骨
が
紀
伊
の
国
の
椒
枡
の

奥
の
島
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
崇
り
が
鎮
ま
る
と
い
う
よ
う
な
結
末

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
奥
の
島
に
つ
い
て
、
多
田
一
臣
は
奥
の
島

を
沖
の
島
と
言
い
換
え
、
「
沖
の
島
は
人
の
立
ち
入
り
を
許
さ
ぬ
聖
な
る

島
で
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
親
王
の
骨
の
伝
承
が
生
じ
た
」

（
『
日
本
霊
異
記
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
と
推
量
し
て
い

る
。
そ
、
ワ
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
紀
伊
の
土
地
の
人
々
の
伝
承
と
は

思
え
な
い
。
紀
伊
に
沖
の
島
と
い
う
立
ち
入
り
禁
止
の
島
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
聞
い
て
い
た
都
の
人
々
の
説
明
と
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
、
フ
。
確

か
に
、
多
田
の
い
う
よ
う
に
、
土
佐
と
紀
伊
は
「
海
上
交
通
の
ル
ー
ト
」

が
あ
っ
た
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
、
こ
の
話
が
都
、
土
佐
、
紀
伊
に
わ
た
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
三
所
を
見
渡
す
視
点
を
も
つ
人
々
が
必
要
で
あ

る
。
や
は
り
、
多
く
の
情
報
を
も
つ
都
の
人
々
の
生
み
出
し
た
物
語
と
考

えられる。

こ
の
話
は
怨
霊
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
（
古
橋
『
古
代
都
市
の
文
芸
生

活
」
大
修
館
、
一
九
九
四
年
）
。
怨
霊
は
個
人
の
恨
み
に
注
目
す
る
こ
と

か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
怨
霊
の
話
が
な
い
こ
と
は
、
個
人
へ
の
関
心

が
薄
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『
万
葉
集
』

か
ら
は
個
人
へ
の
関
心
が
探
れ
る
。

〔
天
平
〕
十
年
（
七
三
八
）
戌
寅
に
、
元
興
寺
の
僧
の
自
ら
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嘆
け
る
歌
一
首

白
珠
は
人
に
知
ら
え
ず
知
ら
ず
と
も
よ
し
知
ら
ず
と
も
吾
し
知

れ
ら
ば
知
ら
ず
と
も
よ
し

（巻六・一○一八）

こ
の
よ
う
な
歌
が
作
ら
れ
る
の
は
、
個
人
へ
の
関
心
が
な
け
れ
ば
あ
り

え
な
い
。
挽
歌
も
異
常
死
に
対
す
る
関
心
が
作
ら
せ
て
い
る
（
古
橋
『
古

代
都
市
の
文
芸
生
活
』
）
。
し
た
が
っ
て
、
怨
霊
が
生
ま
れ
る
に
は
、
別
の

要
素
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
自
己
の
内
面
へ
の
関
心
で
あ
り
、
『
日

本
霊
異
記
』
の
長
屋
王
の
話
は
他
人
の
内
面
へ
の
関
心
で
あ
る
。
長
屋
王

が
謹
言
さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
僧
の
打
榔
は
、
「
袈
裟
を
著
た

る
類
は
、
賎
形
な
り
と
錐
も
、
恐
り
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
隠
身
の
証
人

も
そ
の
中
に
交
は
り
た
ま
へ
り
」
と
い
う
主
張
も
、
外
形
と
は
異
な
る
か

も
し
れ
な
い
、
他
人
の
内
面
へ
の
関
心
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
他

人
の
内
面
へ
の
関
心
は
、
複
数
の
人
々
が
同
じ
よ
う
に
抱
く
可
能
性
が
あ

る
。
長
屋
王
の
話
で
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

関
心
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
社
会
が
抱
い
た
関
心
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど

な
の
だ
。
個
人
の
内
面
へ
社
会
が
も
つ
関
心
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
を
生

み
出
し
た
の
で
あ
る
。

ま
だ
問
題
は
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
対
し
て
抱
く
関
心
が
伝
承
と

し
て
語
り
伝
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
話
を
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
普

通
そ
れ
ら
の
関
心
は
す
ぐ
消
え
る
、
、
う
わ
さ
話
に
な
る
く
ら
い
で
終
わ

る
。
そ
う
な
ら
な
い
場
合
を
支
え
て
い
る
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
は
書
き

留
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
書
き
留
め
ら
れ
る
と
、
い
づ
れ
読
ま
れ
、
息

を
吹
き
返
す
こ
と
が
あ
る
。
長
屋
王
の
出
来
事
に
関
し
て
は
、
そ
う
い
う

事
例
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
「
日
本
霊
異
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た

の
は
八
世
紀
末
、
事
件
が
起
こ
っ
て
か
ら
半
世
紀
が
過
ぎ
て
い
る
。
そ
れ

が
書
か
れ
た
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
長
屋
王
邸
の
発
掘
に

出
土
し
た
木
簡
類
で
は
長
屋
親
王
で
あ
っ
た
の
に
、
「
続
日
本
紀
』
で
は

長
屋
王
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
多
田
一
臣
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
「
続
日
本
紀
」
で
は
意
図
的
に
艇
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前

掲
書
）
。
『
日
本
霊
異
記
』
が
長
屋
親
王
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

民
間
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
長
屋
親
王
事
件
は
、
少
な
く
と
も
半
世
紀
は
語
り
伝
え
ら
れ
る
要
因

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
要
因
は
、
崇
り
と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
理
由
は
、
怨
霊
の
始

ま
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
集
の
挽
歌
が
異
常
死
の
死
者
に
対
す
る
鎮
魂

と
し
て
作
ら
れ
、
歌
で
は
す
ま
な
く
な
っ
て
、
怨
霊
を
祀
る
と
い
う
こ
と

が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
」
で
述
べ
た
。

平
安
期
に
怨
霊
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。
『
古
今
和
歌
集
」

に
は
挽
歌
は
な
く
、
哀
傷
歌
に
な
る
。
鎮
魂
で
は
あ
る
が
、
生
き
て
残
さ

れ
た
側
の
個
人
的
な
痛
み
の
気
持
ち
を
詠
む
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

鎮
魂
が
よ
り
祀
り
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
個

人
の
内
面
へ
の
関
心
が
深
ま
る
と
、
他
人
の
魂
を
鎮
め
る
こ
と
が
歌
で
は

難
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
、
フ
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
個
人
の
内
面

へ
の
関
心
が
、
特
に
怨
み
へ
の
関
心
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、

怨
霊
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
だ
。

そ
の
始
ま
り
が
長
屋
親
王
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
こ
と

は
、
長
屋
親
王
の
怨
み
が
社
会
に
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
誰
で
も
が
身
の
余
る
怨
み
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、
人
々

が
自
覚
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
田
登
が
、
日
本
の
民
俗
宗
教
は
神
を
祀
り
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
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の
神
が
忘
れ
ら
れ
て
ふ
た
た
び
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る
二
民
俗
宗
教
論
」
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
が
、

こ
れ
は
、
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
は
別
の
記
憶
で
あ
る
。
民
俗
的
記
憶

と
で
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
長
屋
王
の
怨
霊
は
以
降
あ
ら

わ
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
長
屋
親
王
の
事
件
が
歴
史
化
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
民
間
、
民
俗
の
歴
史
は
こ
の
よ
、
フ
に
し
て
成
立
し
て

い
く
の
で
は
な
い
か
。
『
続
日
本
紀
』
の
語
る
歴
史
は
一
つ
の
事
実
で
あ

る
。
そ
し
て
、
民
間
の
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
伝
承
を
成
立
さ
せ
る
。
民
間

に
と
っ
て
の
真
実
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
霊
異
記
」
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
歴
史
の
幅
と
考
え
て
み
る
の
が
い
い
。
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ

の
歴
史
は
相
補
関
係
に
あ
る
。

私
の
現
在
の
関
心
で
い
え
ば
、
長
屋
親
王
の
伝
承
が
書
か
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
自
体
が
ど
の
よ
う
に
可
能
に
な
っ
た
か
を
知
り
た
い
。
そ
う
い

』
フ
視
点
か
ら
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、
『
続
日
本
紀
」

が
歴
史
を
事
実
と
し
て
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
図
を
超
え
て
あ
ら
わ
れ

て
し
ま
う
も
の
に
気
づ
く
こ
と
に
始
ま
る
。
長
屋
親
王
を
長
屋
王
と
記
す

方
向
で
書
か
れ
た
事
件
は
不
明
瞭
さ
を
生
み
出
し
、
十
年
後
の
関
係
者
の

殺
人
事
件
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
事
実
を
書
く
こ
と
が
必
然
的
に
そ
う

い
う
不
自
然
さ
を
抱
え
込
み
、
記
述
す
る
事
実
を
選
ば
せ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
。
そ
の
よ
う
に
書
く
こ
と
の
体
験
が
「
日
本
霊
異
記
』
の
長
屋
親
王

伝
承
を
書
く
こ
と
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
日
本
霊
異
記
』

を
書
く
と
は
、
中
国
の
『
冥
報
記
』
な
ど
の
志
怪
小
説
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
起
こ
っ
た
日
本
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
直
接

的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
長
屋
親
王
の
事
件
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う

歴
史
記
述
を
中
心
に
し
た
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
最
初
に
ふ
れ
た
目
取
間
『
水
滴
』
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
長
屋
親

王
の
事
件
の
不
明
瞭
さ
と
『
日
本
霊
異
記
』
の
伝
承
と
は
、
こ
の
話
の
形

成
に
民
間
巫
者
が
か
か
わ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
も
い
い
と
思
っ
て
い

る
。
『
日
本
霊
異
記
』
自
体
が
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
山
下
欣
一

『
南
島
説
話
生
成
の
研
究
」
（
第
一
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
話
の
生
成
と

巫
者
と
の
関
係
を
論
ず
る
好
著
で
あ
る
。

し
て
説
話
や
伝
承
を
書
い
た
後
に
、
書
き
手
は
必
ず
な
ん
ら
か
の
解
説
、

解
釈
、
説
明
を
つ
け
て
い
る
。
事
件
を
た
ん
な
る
事
実
の
記
述
に
し
て
お

か
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
書
き
手
の
論
述
を
も
た
ら
す
姿
勢
は
、
事
実

を
書
く
な
か
で
抱
か
れ
た
疑
問
な
ど
を
書
く
こ
と
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お

かないだろ、フ。
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