
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
』

1
継
承
性
と
自
律
性
の
観
点
か
ら
一

福
　
田
　
景
　
道

　
　
た
罫
お
ろ
く
見
及
び
し
物
ど
も
は
、
水
鏡
と
い
ふ
に
や
。

　
　
神
武
天
皇
の
御
代
よ
り
、
い
と
あ
ら
x
か
に
し
る
せ
り
。
か

　
　
の
次
に
は
、
大
鏡
、
文
徳
の
い
に
し
へ
よ
り
、
後
一
条
の
御

　
　
門
ま
で
侍
し
に
や
。
又
世
継
と
か
、
四
十
帖
の
草
子
に
て
、

　
　
延
喜
よ
り
堀
川
の
先
帝
ま
で
は
す
こ
し
細
や
か
な
め
る
。
又

　
　
な
に
が
し
の
大
臣
の
書
き
給
へ
る
と
聞
き
侍
し
今
鏡
に
、
後

　
　
一
条
よ
り
高
倉
院
ま
で
あ
り
し
な
め
り
。
ま
こ
と
や
、
い
や

　
　
世
継
は
、
隆
信
の
朝
臣
の
、
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で

　
　
を
し
る
し
た
る
と
ぞ
見
え
侍
し
。
そ
の
後
の
事
な
ん
、
い
と

　
　
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り
。
（
中
略
）
ま
こ
と
に
事
の
つ
父

　
　
き
を
聞
え
ざ
ら
ん
嘉
ぼ
っ
か
な
か
る
ぺ
け
れ
ば
、
た
え
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
　
に
す
こ
し
な
ん
。
（
二
四
九
頁
）

　
『
増
鏡
』
の
序
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
栄
花
物
語
』
（
「
世

継
」
）
を
除
く
歴
史
物
語
各
作
品
が
時
間
的
に
連
鎖
す
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
・
す
な
わ
ち
、
神
武
帝
に
起
筆
し
て
仁
明
朝
ま

で
を
収
め
る
『
水
鏡
』
と
、
仁
明
帝
の
次
の
文
徳
帝
以
後
を
対
象

と
す
る
『
大
鏡
』
と
は
時
代
的
に
間
断
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

さ
ら
に
、
後
一
条
帝
在
位
中
の
あ
る
一
日
を
最
終
時
点
と
す
る
『
大

鏡
』
を
直
接
受
け
継
ぐ
の
が
『
今
鏡
』
で
、
『
弥
世
継
』
に
そ
れ

以
後
が
扱
わ
れ
る
と
明
言
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
神
武
帝
の
時

代
か
ら
後
鳥
羽
朝
あ
た
り
ま
で
は
仮
名
文
の
日
本
通
史
が
完
備
し

て
い
た
こ
と
に
な
り
、
通
史
を
さ
ら
に
鎌
倉
最
末
期
ま
で
延
長
す

る
た
め
に
『
増
鏡
』
が
著
わ
さ
れ
た
と
い
う
趣
旨
が
看
取
で
き
る
。

後
鳥
羽
院
以
後
を
補
っ
て
、
鏡
物
の
連
鎖
を
維
持
す
る
た
め
に
『
増

鏡
』
は
『
弥
世
継
』
の
続
編
と
し
て
著
作
さ
れ
た
と
宣
言
す
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
一
節
が
、
『
増
鏡
』
の
歴
史
叙
述
が
後

鳥
羽
帝
に
発
す
る
唯
一
の
根
拠
と
な
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
仮
名
文
の
通
史
の
一
部
を
形
成
で
き
る
作
品
は
他

に
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
～

物
語
』
は
歴
史
物
語
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
て
文
学

史
構
想
上
無
視
で
き
な
い
。
両
書
を
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
、
『
今

鏡
』
以
降
の
歴
史
物
語
の
展
開
に
は
別
様
の
流
れ
が
想
定
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
『
五
代
帝
王
物
語
』
こ
そ
が
『
弥
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
伽

継
』
を
継
受
し
て
成
立
し
た
作
品
と
見
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
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『
今
鏡
』
の
最
終
年
次
を
踏
ま
え
て
『
六
代
勝
事
記
』
が
著
さ
れ

た
と
考
え
ら
栢
W
　
『
六
代
勝
事
記
』
の
後
を
補
う
の
が
『
五
代
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

王
物
語
』
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
高
倉
帝
か
ら
後
堀

河
帝
ま
で
の
六
代
、
後
堀
河
帝
か
ら
亀
山
帝
ま
で
の
五
代
の
歴
史

を
仮
名
文
で
叙
述
し
た
両
書
は
内
容
的
に
も
歴
史
物
語
と
無
関
係

で
は
あ
り
得
な
い
。
結
局
、
『
今
鏡
』
以
降
の
継
承
関
係
に
は
、

以
下
の
三
つ
の
経
路
が
成
り
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。
（
『
六
代
勝
事

記
』
に
扱
わ
れ
る
期
間
が
『
増
鏡
』
と
大
幅
に
重
複
す
る
た
め
、

両
者
に
継
承
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
）

　
　
A
　
　
『
今
鏡
』
↓
『
弥
世
継
』
↓
『
増
鏡
』

　
　
B
　
　
『
今
鏡
』
↓
『
弥
世
継
』
↓
『
五
代
帝
王
物
語
』

　
　
C
　
　
『
今
鏡
』
↓
『
六
代
勝
事
記
』
↓
『
五
代
帝
王
物
語
』

　
こ
れ
ら
の
可
能
性
は
す
べ
て
が
無
条
件
に
共
存
で
き
る
性
質
の

も
の
で
は
な
い
。
B
や
C
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
『
六
代
勝

事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
が
先
行
し
て
成
立
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
『
増
鏡
』
序
で
は
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
『
増

鏡
』
著
作
に
『
五
代
帝
王
物
語
』
が
参
看
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確

実
蕉
）
そ
の
点
か
ら
も
A
は
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
歴
史
物
語
に
『
六
代
勝
事
記
』
を

加
え
る
こ
と
の
是
非
、
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
位
置
付
け
な
ど
の

問
題
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
把
捉
方
法
は
作
品
の
外
郭
と
内
実
と
を
同
一

化
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
叙
述
の
対
象
に
選
択
さ
れ
た

期
間
（
時
代
）
を
極
度
に
重
視
し
て
歴
史
文
学
作
品
の
本
質
を
規

定
す
る
立
場
に
通
じ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
や

立
場
が
歴
史
物
語
や
そ
れ
に
類
す
る
作
品
群
の
性
格
規
定
に
ど
の

程
度
有
効
で
あ
る
か
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
一
一

　
歴
史
物
語
（
歴
史
文
学
）
が
歴
史
を
題
材
と
す
る
文
学
で
あ
っ

て
も
、
文
学
的
に
表
現
さ
れ
た
歴
史
で
あ
っ
て
も
、
「
歴
史
」
が

内
包
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
内
容
が
「
歴
史
」
で
あ
る

か
ぎ
り
は
、
そ
の
性
格
を
考
え
る
に
際
し
て
、
ど
う
い
う
「
歴
史
」

を
対
象
と
す
る
か
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
「
歴
史
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
ロ

が
「
時
間
的
、
作
用
的
連
関
的
統
一
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
統
一
性
の
あ
る
一
時
代
（
期
間
）
が
叙
述
の
対
象
に
選
ば

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
選
ば
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

統
一
性
の
な
い
過
去
を
記
述
す
る
だ
け
の
書
物
は
記
録
で
は
あ
っ

て
も
歴
史
文
学
と
は
見
な
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
無
秩
序
な
過
去
は

時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
統
一
性
を
与
え
ら
れ
て
「
歴
史
」

に
転
じ
、
そ
れ
が
歴
史
文
学
の
素
材
に
な
り
、
歴
史
文
学
そ
の
も

の
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
に
か
か
わ
る
作
品

は
、
い
っ
か
ら
い
つ
ま
で
を
取
り
扱
う
か
で
そ
の
性
格
や
価
値
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

決
定
さ
れ
る
慣
習
を
か
つ
て
指
摘
し
た
。
歴
史
物
語
（
歴
史
文
学
）

は
叙
述
に
値
す
る
一
定
の
期
間
を
得
て
は
じ
め
て
存
立
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
「
歴
史
文
学
は
、
ま
ず
そ
の
題
材
を
限
定

し
た
と
き
、
事
件
や
時
代
の
範
囲
を
決
定
し
た
と
き
に
、
す
で
に

そ
の
主
張
を
明
ら
か
に
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
松
尾
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ハ
　
ロ

草
江
氏
の
見
解
に
通
じ
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
時
代
の
範
囲
」

が
統
一
的
に
把
捉
さ
れ
る
一
時
代
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
一
様
に
歴
史
文
学
と
言
っ
て
も
、
一
事
件
（
一
戦
乱
）
を

中
心
に
ま
と
ま
る
軍
記
物
と
、
吸
引
力
の
あ
る
核
心
を
持
た
な
い

歴
史
物
語
と
で
は
事
情
が
異
な
る
。
『
保
元
物
語
』
の
保
元
の
乱

や
『
承
久
記
』
の
承
久
の
乱
の
よ
う
な
比
較
的
短
期
間
に
収
ま
る

核
心
的
事
件
を
も
ち
得
ず
、
一
般
に
長
期
間
を
対
象
に
す
る
た
め

に
焦
点
が
不
明
確
に
な
り
が
ち
な
の
が
歴
史
物
語
の
特
性
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
松
尾
氏
の
言
わ
れ
る
「
範
囲
」
の
決
定
に
基

づ
く
作
品
の
性
格
規
定
は
、
歴
史
物
語
に
お
い
て
一
層
有
効
に
機

能
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
以
下
こ
の
「
範
囲
」
を
「
歴
史
領
域
」
と

仮
称
す
る
。
）

　
さ
て
、
歴
史
物
語
の
性
格
を
規
定
す
る
「
歴
史
領
域
」
は
、
具

体
的
に
は
一
連
の
歴
史
叙
述
の
発
端
と
最
終
時
点
に
よ
っ
て
表
わ

さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
場

合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
最
終
時
点
の
重
要
性
は
、
『
大
鏡
』
に

お
け
る
万
寿
二
年
五
月
が
藤
原
道
長
の
栄
華
を
理
想
化
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
ロ

に
選
ば
れ
た
最
高
の
一
瞬
で
あ
る
こ
と
、
　
『
増
鏡
』
の
最
終
記
事

の
解
釈
の
多
様
性
が
そ
の
ま
ま
作
品
全
体
の
主
題
の
多
様
な
把
捉

　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

を
導
く
こ
と
な
ど
か
ら
十
分
に
推
測
で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
前
作
を
継
受
す
る
姿
勢
の
問
題
と
し
て
、

各
「
歴
史
領
域
」
の
始
発
時
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
『
今
鏡
』

が
『
大
鏡
』
を
継
受
す
る
こ
と
と
、
『
大
鏡
』
が
後
一
条
帝
在
位

中
を
最
終
時
点
と
す
る
の
を
承
け
て
『
今
鏡
』
が
後
一
条
帝
紀
に

始
め
ら
れ
る
こ
と
が
同
義
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
物
語
の
時
間
的

発
端
は
、
前
代
を
対
象
と
す
る
既
存
の
作
品
を
継
承
す
る
こ
と
の

徴
証
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
桜
井
好
朗
氏
は
、
無
秩
序
に
発
生
す
る
出
来
事
に

歴
史
的
な
意
味
を
も
た
せ
て
（
因
果
関
係
に
よ
っ
て
系
列
化
し
て
）

歴
史
叙
述
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
「
始
原
」
（
時
間
の
流
れ
の

原
点
）
が
観
念
的
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す

ハ
ゆ
ロ

る
。
た
と
え
ば
、
慈
円
に
お
け
る
伊
勢
・
春
日
・
八
幡
の
連
合
（
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

定
）
が
「
始
原
」
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
可
能
に

す
る
「
始
原
」
が
あ
る
な
ら
、
「
歴
史
領
域
」
の
始
発
時
点
と
は

別
に
も
う
一
つ
の
起
点
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
叙
述

の
発
端
と
、
そ
の
歴
史
叙
述
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
観
念
的
な

起
源
と
が
併
存
す
る
。
（
以
下
、
「
歴
史
領
域
」
の
具
体
的
な
始
発

時
点
を
「
起
点
」
と
呼
ん
で
「
始
原
」
と
区
別
す
る
。
）

　
「
起
点
」
と
最
終
時
点
と
に
よ
っ
て
範
囲
を
限
定
さ
れ
た
「
歴

史
領
域
」
が
、
「
始
原
」
と
と
も
に
歴
史
物
語
の
性
格
を
決
定
的

に
左
右
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
に
し
て
A
～
C
の
三
系
譜

を
検
討
し
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
三

　
ま
ず
C
系
譜
（
『
今
鏡
』
↓
『
六
代
勝
事
記
』
↓
『
五
代
帝
王

物
語
』
）
の
妥
当
性
を
問
題
に
す
る
。
『
増
鏡
』
序
に
『
今
鏡
』
を

受
け
継
ぐ
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
『
弥
世
継
』
や
『
増
鏡
』
と
相
違

し
て
、
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
場
合
は
歴
史

物
語
（
鏡
物
）
の
系
列
に
属
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
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に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
因
由
は
、
両
書
に
は
鏡
物

の
系
譜
に
自
ら
の
作
品
を
位
置
付
け
る
架
空
の
語
り
手
が
存
在
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
『
今
鏡
』
は
、
大
宅
世
継
の
孫
女
を
自
称
す
る
老
嫗
の
発
言
に

よ
っ
て
、
先
蹤
作
品
『
大
鏡
』
の
最
終
時
点
以
後
を
書
き
継
ぐ
た

め
に
著
作
さ
れ
た
と
表
明
さ
れ
る
。
『
水
鏡
』
に
は
、
『
大
鏡
』
に

省
略
さ
れ
た
仁
明
朝
以
前
を
仙
人
が
補
っ
た
歴
史
語
り
を
一
修
行

者
が
伝
え
た
と
い
う
構
想
が
明
示
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
二
書
に

お
い
て
は
、
執
筆
に
際
し
て
『
大
鏡
』
の
「
鏡
」
を
受
け
継
い
で

そ
の
書
名
が
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
明
か
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
な
っ
て
荒
木
田
麗
女
に
執
筆

さ
れ
た
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
ゆ
く
え
』
に
も
老
人
の
昔
語
り

を
筆
録
す
る
と
い
う
体
裁
が
固
守
さ
れ
て
鏡
物
系
譜
の
欠
落
が
補

修
さ
れ
る
。
『
水
鏡
』
の
さ
ら
に
前
を
補
う
『
秋
津
島
物
語
』
や

中
国
史
を
和
文
で
綴
る
『
唐
鏡
』
に
も
鏡
物
の
形
式
は
確
実
に
踏

襲
さ
れ
て
い
る
。
特
に
『
月
の
ゆ
く
え
』
は
序
文
に
お
い
て
『
大

鏡
』
な
ど
の
先
蹤
作
品
と
関
係
付
け
ら
れ
て
、
『
弥
世
継
』
が
散

逸
し
た
た
め
に
生
じ
た
空
白
を
埋
め
る
目
的
が
顕
示
さ
れ
て
い
る

し
、
『
池
の
藻
屑
』
に
も
『
増
鏡
』
以
後
の
歴
史
を
補
う
た
め
と

察
知
さ
せ
ら
れ
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
鏡
物
の
系
譜
は
作
品
内
部
に
お
い
て
、
仮
設
さ

れ
た
人
物
が
保
証
す
る
継
承
意
識
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
。
作
品

自
身
が
告
白
す
る
系
譜
（
継
承
関
係
）
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ

れ
を
歴
史
物
語
の
系
譜
に
属
す
る
た
め
の
必
須
条
件
に
す
る
な
ら

ば
、
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
を
そ
の
系
列
に
組

み
込
む
こ
と
は
到
底
不
可
能
に
な
る
。
こ
の
二
作
品
に
は
自
ら
を

歴
史
物
語
（
鏡
物
）
に
定
位
さ
せ
る
超
老
人
の
語
り
が
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
鏡
物
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
内
実
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は
一
見
し
て
多
様
で
、
語
り
の
趣
向
や
明
記
さ
れ
た
継
承
意
識
に

依
拠
し
な
け
れ
ば
一
括
は
困
難
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
り
形

式
は
作
品
の
主
題
や
構
想
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
継
承

の
意
図
は
明
文
化
さ
れ
な
く
て
も
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
物
語
の
語
り
手
が
超
現
実
的
な
長
命
者
で
あ
る
理
由
は
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
ロ

ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
考
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
作
品
の
「
歴

史
領
域
」
に
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
。
古
老
の
昔
語
り
の
形
式
に
よ

る
歴
史
物
語
作
品
は
、
現
存
す
る
も
の
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、

例
外
な
く
百
数
十
年
以
上
の
長
期
間
を
扱
っ
て
い
る
。
現
実
に
存

在
す
る
人
物
で
は
決
し
て
語
り
手
に
な
り
得
な
い
長
さ
で
あ
る
。

歴
史
物
語
の
主
題
・
性
格
が
歴
史
叙
述
の
「
起
点
」
と
最
終
時
点

に
区
切
ら
れ
る
「
歴
史
領
域
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

古
老
の
年
齢
も
同
時
に
規
定
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
「
歴
史
領
域
」
が
設
定
さ
れ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

語
り
手
が
常
識
を
超
え
た
長
寿
者
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『
六
代
勝
事
記
』
や

『
五
代
帝
王
物
語
』
は
、
対
象
に
定
め
ら
れ
た
期
間
が
現
実
的
な

一
人
の
人
間
の
寿
命
を
も
っ
て
十
分
に
見
聞
可
能
な
長
さ
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
超
現
実
的
な
高
齢
者
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
に

な
る
。
本
文
中
に
歴
史
物
語
の
系
譜
を
継
承
す
る
意
図
が
古
老
の

口
か
ら
語
ら
れ
な
い
点
、
文
体
や
記
事
の
選
択
方
法
が
既
存
の
歴

史
物
語
と
相
違
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
な
ど
問
題
は
残
る
が
、
継

承
意
識
の
直
接
的
表
出
は
歴
史
物
語
の
絶
対
的
な
条
件
と
は
な
り

得
な
い
。
文
体
や
基
調
の
相
違
は
、
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
、

『
今
鏡
』
と
『
水
鏡
』
な
ど
の
間
に
す
で
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
弓
削
繁
氏
は
中
世
の
歴
史
叙
述
の
特
徴
と
し
て
「
鏡
物

が
歴
史
の
一
部
始
終
を
見
聞
し
た
と
い
う
古
老
の
語
り
手
を
登
場

さ
せ
問
答
体
の
歴
史
語
り
の
場
を
仮
構
す
る
の
と
異
な
り
、
著
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ロ

自
身
が
自
ら
の
体
験
を
語
る
」
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
た
し
か

に
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
は
昔
語
り
を
筆
録
す

る
人
物
を
も
た
な
い
し
、
問
答
体
で
全
編
が
包
括
さ
れ
て
も
い
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
鏡
物
の
系
譜
か
ら
は
截
然
と
区
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
著
者
自
身
が
自
ら
の
体
験
を
語
る
」

と
い
う
の
は
は
た
し
て
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
が
体
験

を
語
る
結
構
に
な
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
こ
に
形
象

化
さ
れ
た
著
者
像
が
現
実
の
著
者
の
実
像
で
あ
る
確
証
は
な
い
。

　
従
来
の
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
研
究
に
お

い
て
は
、
作
品
に
記
述
さ
れ
て
い
る
著
述
者
の
経
歴
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
を
寸
分
も
疑
わ
ず
、
作
者
や
成
立
時
期
が
推
定
さ
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
ゆ
ロ

よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
『
六
代
勝
事
記
』
の
場
合
は
編
年
体
的
叙

述
の
最
新
記
事
の
時
点
の
直
後
に
体
験
記
と
し
て
成
立
し
た
と
言

　
（
1
7
）

わ
れ
　
虚
構
の
介
入
す
る
余
地
は
少
な
い
。
ま
た
、
「
歴
史
領
域
」

と
執
筆
時
期
の
近
接
は
歴
史
物
語
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
。
し
か

し
、
体
験
記
と
見
な
さ
れ
る
の
も
著
者
自
身
に
関
す
る
本
文
の
記

述
を
黙
認
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代

帝
王
物
語
』
が
自
ら
語
る
作
者
像
は
、
現
実
に
著
作
し
た
匿
名
の

人
物
の
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り

手
と
作
者
を
分
離
す
る
に
値
す
る
だ
け
の
論
拠
は
も
た
な
い
が
、

逆
に
、
著
者
が
自
己
の
経
歴
を
正
直
に
告
白
し
て
い
る
と
言
い
切

れ
る
だ
け
の
根
拠
も
な
い
。
仮
設
さ
れ
た
人
物
が
歴
史
を
体
験
と
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（
狛
価

し
て
語
る
と
い
う
虚
構
的
設
定
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
し

も
し
も
語
り
手
（
著
者
）
が
仮
構
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
い
わ
ゆ

る
中
世
の
歴
史
叙
述
よ
り
も
鏡
物
の
形
式
の
方
に
近
く
な
る
。
『
愚

管
抄
』
『
神
皇
正
統
記
』
や
漢
文
体
の
諸
記
録
と
、
『
六
代
勝
事
記
』

な
ど
が
同
趣
の
作
品
で
あ
る
と
無
条
件
に
は
断
定
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
古
老
の
歴
史
語
り
の
形
態
か
ら
歴
史
物
語
の
系
譜

を
定
め
る
の
は
、
不
確
定
な
要
素
が
多
く
、
必
ず
し
も
有
効
な
方

法
で
は
な
い
こ
と
が
窺
知
さ
れ
、
改
め
て
「
歴
史
領
域
」
（
「
起
点
」

と
最
終
時
点
と
の
間
隙
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
る
程
度

客
観
的
に
読
み
取
れ
る
の
で
、
各
作
品
の
継
承
関
係
を
考
え
る
上

で
比
較
的
厳
正
な
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
語
り
の
形
式

よ
り
も
実
際
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
歴
史
」
の
領
域
の
方
が
歴
史

文
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
を
提
供
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
以
下
に
、
「
始
原
」
「
起
点
」
「
歴
史
領
域
」
に
内
実
が
規
制

さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代

帝
王
物
語
』
を
位
置
付
け
て
み
る
。

　
　
『
六
代
勝
事
記
』
は
高
倉
帝
の
出
自
・
立
坊
．
践
祚
か
ら
承
久

の
乱
後
の
三
上
皇
配
流
ま
で
が
編
年
体
的
に
叙
述
さ
れ
る
体
裁
を

と
る
。
「
六
代
」
と
は
高
倉
帝
か
ら
後
堀
河
帝
ま
で
の
六
帝
王
艶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
加

意
味
す
る
こ
と
は
序
文
末
尾
の
列
挙
記
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
保
元
の
乱
に
遡

っ
て
語
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
作
品
内
の
著
者
の
生
年
か
ら
は
体

験
で
き
な
い
時
点
の
叙
述
が
は
っ
き
り
と
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
『
六
代
勝
事
記
』
の
最
終
時
点
に
位
置
す
る
承
久
の

乱
と
の
関
連
で
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
「
普
天
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
ロ

き
く
も
り
し
夕
立
の
神
な
り
」
に
例
え
ら
れ
る
承
久
の
乱
に
驚
嘆

し
て
「
其
事
の
わ
す
れ
ざ
る
は
し
ぐ
ば
か
り
を
書
き
あ
つ
め
侍
」

も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
矛
盾
せ
ず
、
承
久
の
乱
を
中
心

に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
保
元
の
乱
は
承
久
の
乱
の
発
端

　
　
　
　
　
　
　
ハ
オ
ロ

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
高
倉
朝
が
「
起
点
」
で
、
保
元

の
乱
が
「
始
原
」
に
な
る
。

　
こ
れ
に
従
う
と
、
承
久
の
乱
が
著
作
の
契
機
に
な
っ
た
と
い
う

作
品
中
の
発
言
が
事
実
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
え
て
体
験
外
の

こ
と
と
し
て
「
始
原
」
を
語
る
の
は
著
者
の
境
遇
が
鏡
物
の
よ
う

に
仮
構
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
反
映
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
始
原
」
と
は
別
に
「
起
点
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
は
一
つ
の

特
殊
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
『
今
境
』
を
継
承
す
る
意
図
で
あ
る
。

高
倉
朝
の
半
ば
で
中
断
し
て
い
る
『
今
鏡
』
を
時
間
的
に
継
承
す

る
た
め
に
、
本
来
な
ら
保
元
の
乱
に
書
き
起
こ
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
の
に
、
高
倉
朝
を
形
式
的
な
「
起
点
」
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
。

も
し
も
著
者
が
実
際
の
経
歴
を
正
直
に
作
品
化
し
た
と
し
た
ら
、

彼
が
た
ま
た
ま
『
今
鏡
』
の
「
歴
史
領
域
」
の
直
後
の
時
代
だ
け

を
体
験
で
き
た
人
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
語
り
が
偶
然
『
今
鏡
』

に
直
結
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
偶
然
に
比
べ
る
と
、

『
今
鏡
』
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
『
六
代
勝
事
記
』

が
形
成
さ
れ
た
た
め
に
高
倉
朝
が
必
然
的
に
「
起
点
」
に
な
っ
た

と
見
な
す
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
『
五
代
帝
王
物
語
』
で
後
堀
河
帝
即
位
時
が
「
起
点
」
と

さ
れ
る
の
も
、
後
堀
河
帝
の
治
世
を
最
終
時
点
と
す
る
『
六
代
勝
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事
記
』
を
承
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
書
名
の
「
五
代
」
は
『
勝

事
記
』
の
「
六
代
」
に
対
応
し
、
両
書
の
緊
密
な
関
係
が
う
か
が

え
る
。
ま
た
、
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
は
外
枠
で
五
代
の
天
皇
に

よ
っ
て
作
品
が
統
括
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
嵯
峨
院
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

形
成
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
核
心
」
と
し
て
の
後
嵯
峨
院

の
正
統
性
の
根
拠
に
は
、
形
式
的
「
起
点
」
後
堀
河
帝
が
な
る
の

で
は
な
く
、
さ
ら
に
遡
っ
て
後
鳥
羽
院
が
相
当
さ
れ
る
の
で
あ

（
2
3
）

る
。
後
堀
河
院
が
「
起
点
」
と
な
っ
て
『
六
代
勝
事
記
』
に
接
続
す

る
の
に
対
し
て
、
後
鳥
羽
院
は
「
始
原
」
と
し
て
作
品
の
論
理
を

支
え
る
。
な
お
、
こ
の
構
造
は
『
六
代
勝
事
記
』
に
六
代
が
扱
わ

れ
な
が
ら
承
久
の
乱
の
顛
末
に
「
核
心
」
が
あ
り
、
表
面
的
な
「
歴

史
領
域
」
の
範
囲
外
の
保
元
の
乱
を
事
実
上
の
起
点
と
す
る
こ
と

と
相
似
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
『
六
代
勝
事

記
』
を
継
承
す
る
一
面
が
あ
る
と
判
断
し
て
大
過
は
な
か
ろ
う
。

　
冒
頭
の
文
面
か
ら
も
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
継
承
意
識
は
推
察

で
き
る
。

　
　
神
代
よ
り
代
々
の
君
の
目
出
き
御
事
ど
も
は
。
国
史
世
継
家

　
　
々
の
記
に
委
し
く
見
え
て
。
後
鳥
羽
院
の
御
代
ま
で
は
か
く

　
　
れ
な
く
み
え
侍
め
り
。
承
久
の
事
ど
も
は
。
人
威
存
知
の
事

　
　
な
る
う
へ
。
委
は
い
た
く
知
侍
ら
ず
。
後
堀
河
院
の
御
時
の

　
　
事
。
又
未
生
れ
ぬ
世
の
事
な
れ
ば
。
い
か
に
僻
多
侍
ら
め
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
聞
及
に
し
た
が
ひ
て
を
ろ
く
注
付
は
べ
り
。

　
後
鳥
羽
院
時
代
や
承
久
の
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

に
は
『
六
代
勝
事
記
』
の
存
在
が
大
き
く
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
。

作
品
中
の
著
者
が
実
見
で
き
な
い
後
堀
河
朝
に
あ
え
て
起
点
を
設

定
す
る
こ
と
は
承
久
の
乱
ま
で
で
筆
を
と
ど
め
た
『
六
代
勝
事
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
㌍

を
継
承
す
る
た
め
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
　
（
な
お
、
『
弥
世
継
』

を
受
け
継
ぐ
可
能
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
）
ま
た
、
先
蹤
作

品
の
中
に
は
っ
き
り
と
「
世
継
」
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史

物
語
の
系
譜
と
無
関
係
で
は
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
「
代
々
の

君
の
目
出
き
御
事
ど
も
」
を
対
象
と
す
る
の
も
先
行
歴
史
物
語
に

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

近
い
も
の
が
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
、
形
式
的
叙
述
範
囲

「
歴
史
領
域
」
の
上
で
『
六
代
勝
事
記
』
を
継
承
し
、
内
実
に
お

い
て
歴
史
物
語
の
系
譜
に
属
す
る
性
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
こ
の
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
継
承
意
識
に
よ
っ
て
、
文
体

や
内
容
の
点
で
む
し
ろ
軍
記
物
に
接
近
し
て
い
て
歴
史
物
語
の
一

群
に
含
め
難
い
面
を
も
つ
『
六
代
勝
事
記
』
も
『
今
鏡
』
と
『
五

代
帝
王
物
語
』
の
中
間
に
改
め
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
五
代
帝
王
物
語
』
の
成
立
に
よ
っ
て
『
今
鏡
』
と
『
六
代
勝
事

記
』
の
系
列
化
も
鮮
明
に
な
り
、
C
の
系
譜
が
妥
当
性
を
も
つ
に

至
る
。

　
歴
史
語
り
の
形
態
で
は
な
く
、
歴
史
叙
述
の
通
史
的
連
続
の
点

で
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
は
『
今
鏡
』
の
系
列

に
属
す
る
。
こ
の
二
書
は
旧
来
の
歴
史
物
語
諸
作
品
と
は
異
質
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

点
が
多
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
「
歴
史
領
域
」
の
上
か
ら
は
歴

史
物
語
の
連
続
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

　
A
・
B
の
系
譜
に
つ
い
て
は
ま
ず
『
弥
世
継
』
の
存
在
が
問
題

に
な
る
。
散
逸
し
た
こ
の
書
に
関
し
て
は
『
増
鏡
』
の
序
文
に
簡

単
な
説
明
が
あ
る
以
外
は
、
わ
ず
か
に
『
本
朝
書
籍
目
録
』
の
注

記
か
ら
二
巻
本
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
『
増

鏡
』
に
よ
る
と
高
倉
朝
か
ら
後
鳥
羽
朝
あ
た
り
を
対
象
に
し
た
ら

し
い
が
、
厳
密
な
「
起
点
」
と
最
終
年
次
は
特
定
で
き
華
．
「
起

点
」
が
明
記
さ
れ
な
い
た
め
、
高
鶏
か
ら
と
す
る
理
堺
ほ
か

に
安
徳
朝
に
起
筆
す
る
と
い
う
見
方
も
お
こ
な
わ
れ
る
　
ま
た
最

終
時
点
の
捉
え
方
も
流
動
的
で
、
上
。
同
倉
．
安
徳
（
響
中
心
に
す
る

と
言
わ
れ
て
後
鳥
羽
朝
が
除
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
『
弥
世
継
』
散

逸
を
補
う
意
図
で
執
筆
さ
れ
た
ら
し
い
『
月
の
ゆ
く
え
』
至
。
同
倉

・
安
徳
二
代
を
収
め
る
が
、
散
逸
し
た
内
容
を
推
定
し
て
の
こ
と

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
『
弥
世
継
』
に
関
し
て
は
『
今

鏡
』
と
『
増
鏡
』
の
間
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
以
外
は
不
明
な
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
予
想
さ
れ
る
『
弥

世
継
』
の
叙
述
の
時
間
的
範
囲
は
他
の
歴
史
物
語
に
比
べ
て
異
様

に
短
哺
㌍
仮
に
高
倉
帝
即
位
か
ら
後
鳥
羽
帝
譲
位
ま
で
と
し
て
も

三
十
年
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
の
期
間
に
在
位
し
た
帝
が
二
人
か

三
人
な
の
も
少
な
す
ぎ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
に
は
超
現

実
的
な
長
命
者
は
不
必
要
に
な
っ
て
、
既
存
の
歴
史
物
語
と
は
完

全
に
乖
離
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
和
田
英
松
氏
は
「
大
鏡
、
今
鏡
な
ど
に
な
ら
ひ
て
、
序
文
を
そ

へ
、
今
鏡
、
増
鏡
の
如
く
、
篇
名
を
附
し
た
る
も
の
」
と
述
べ
ら

桶レ

ｾ
物
と
の
類
似
性
を
予
想
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
論

拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
作
品
の
規
模
か
ら
見
て
『
今
鏡
』

な
ど
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
形
態
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
『
大

鏡
』
や
『
今
鏡
』
と
同
列
に
並
松
れ
る
だ
儲
存
在
感
を
も
、
．

て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
作
品
の
規
模

対
象
と
さ
れ
る
「
歴
史
領
域
」
、
語
り
手
な
ど
の
異
質
性
と
合
わ

せ
て
、
『
弥
世
継
』
が
『
今
鏡
』
を
全
面
的
に
継
受
す
る
と
は
即

断
で
き
な
く
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
系
譜
A
・
B
の
前
半
（
『
今
鏡
』
↓
『
弥
世
継
』
）

は
無
条
件
に
は
容
認
で
き
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
B
の
後
半
（
『
弥
世
継
』
↓
『
五
代
帝
王
物
語
』
）
は
、
特
に
「
起

点
」
と
最
終
時
点
を
重
視
し
た
系
列
化
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
。

「
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
鳥

羽
院
政
期
全
部
が
『
弥
世
継
』
に
含
ま
れ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
位
の
御
ほ
ど
」
は
在
位
中
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
『
弥
世
継
』
に
は
後
鳥
羽
帝
在

位
中
ま
で
が
扱
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
『
五
代
帝
王
物
語
』
は
後

堀
河
帝
か
ら
で
は
な
く
て
後
鳥
羽
帝
か
ら
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
『
大
鏡
』
が
後
一
条
帝
在
位
中
に
終
わ
る
の
を
受

け
る
『
今
鏡
』
は
後
一
条
帝
治
世
全
体
を
再
び
「
歴
史
領
域
」
に

包
含
し
、
『
増
鏡
』
が
後
鳥
羽
院
の
践
祚
に
「
起
点
」
を
定
め
る

の
は
『
弥
世
継
』
が
「
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
」
に
中
断
す
る

か
ら
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
物
語
が
連
鎖
す
る
時
に
は
接
点

に
相
当
す
る
治
世
が
重
複
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
重
複
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の
可
能
性
の
な
い
系
譜
B
は
ま
す
ま
す
成
り
立
ち
難
く
な
る
。

　
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
歴
史
物
語
の

系
譜
を
継
承
す
る
よ
り
も
、
『
増
鏡
』
作
品
自
体
の
統
一
が
優
先

さ
れ
て
い
る
。
「
起
点
」
も
作
品
の
構
想
に
誘
導
さ
れ
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

『
弥
世
継
』
を
継
承
す
る
意
図
は
相
対
的
に
弱
体
化
す
る
。
何
よ

り
も
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
を
秘
匿
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
『
増
鏡
』
の
序
は
信
憑
性
に
欠
け
る
面
が
あ
る
。
よ

っ
て
、
A
の
系
譜
も
妥
当
性
を
減
じ
る
。

　
こ
う
し
て
、
A
・
B
の
系
譜
に
難
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。

五

　
『
今
鏡
』
の
後
を
承
け
て
成
立
し
た
通
史
的
歴
史
文
学
の
諸
作

品
は
い
く
つ
か
の
系
統
を
形
づ
く
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
『
弥
世
継
』

を
機
軸
と
す
る
系
譜
の
一
つ
（
A
）
は
『
増
鏡
』
の
序
文
に
明
言

さ
れ
た
以
外
の
根
拠
を
見
い
だ
せ
な
い
、
極
め
て
不
安
定
な
も
の

で
あ
る
。
同
じ
く
『
弥
世
継
』
を
経
由
し
て
『
五
代
帝
王
物
語
』

に
連
絡
す
る
流
れ
（
B
）
は
、
歴
史
物
語
の
時
間
的
連
鎖
の
点
か

ら
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
一
方
、
『
今
鏡
』
か
ら
『
六

代
勝
事
記
』
、
さ
ら
に
『
五
代
帝
王
物
語
』
へ
と
連
な
る
、
も
う

一
つ
の
展
開
（
C
）
は
、
外
部
徴
証
は
ま
っ
た
く
な
い
け
れ
ど
も
、

「
歴
史
領
域
」
を
間
断
さ
せ
な
い
一
点
に
よ
っ
て
最
も
蓋
然
性
を

も
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
『
六
代
勝
事
記
』
は
高
倉
帝
か
ら
後
堀
河
帝
ま
で
を
、
『
五
代

帝
王
物
語
』
は
後
堀
河
帝
か
ら
亀
山
帝
ま
で
を
均
等
に
扱
っ
て
編

年
史
を
形
成
す
る
か
に
見
え
て
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
に
承
久
の
乱
、

後
嵯
峨
院
時
代
な
ど
の
不
動
の
「
核
心
」
を
も
つ
。
そ
れ
に
応
じ

て
保
元
の
乱
や
後
鳥
羽
院
が
「
始
原
」
に
な
り
得
る
。
明
確
な
「
核

心
」
「
始
原
」
な
ど
を
有
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
れ
と
は
別
に

通
史
的
外
枠
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
は
既
存
の
歴
史

物
語
を
継
承
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
こ
う
し
て
、
『
水
鏡
』
『
大

鏡
』
『
今
鏡
』
の
連
続
に
よ
っ
て
神
武
帝
の
昔
か
ら
高
倉
帝
治
世

ま
で
を
覆
っ
た
通
史
の
流
れ
は
さ
ら
に
亀
山
朝
ま
で
延
長
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
確
固
と
し
た
系
譜
に
は
『
弥
世
継
』
な
ど
が
介

在
す
る
余
地
は
も
は
や
な
い
。

　
『
増
鏡
』
序
文
で
明
示
さ
れ
る
A
系
譜
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
、

ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る
C
系
譜
が
妥
当
性
を
有
す
る
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
C
系
譜
が
確
立
し
た
後
に
生
成
し
た
『
増
鏡
』
の

「
歴
史
領
域
」
で
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
は
冒
頭
と
末
尾
に
承
久
・
元
弘
の
両
乱
を
配
置
す
る
。

と
も
に
公
家
勢
力
の
討
幕
の
企
て
に
発
し
、
治
天
の
君
の
隠
岐
配

流
と
い
う
衝
撃
も
共
有
し
て
お
り
、
緊
密
な
連
関
が
予
想
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
首
尾
照
応
が
偶
然
の
所
産
と
見
な
さ
れ
る
場
合

　
　
（
3
5
）

が
あ
る
。
こ
う
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
照
応
が
『
増

鏡
』
に
大
覚
寺
統
の
正
統
化
の
意
図
を
読
み
取
ら
せ
る
と
見
な
し

て
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
に
は
『
弥
世
継
』

を
受
け
継
ぐ
と
い
う
『
増
鏡
』
序
の
言
辞
を
是
認
す
る
か
ら
で
あ
る

ら
し
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
に
よ
る
『
弥
世
継
』

理
解
に
は
疑
念
が
残
る
。
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
を
結
び
付
け
る
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意
図
と
大
覚
寺
統
を
支
持
す
る
姿
勢
と
が
本
来
一
致
し
な
い
の
も

　
　
　
　
　
　
ハ
み
ロ

言
う
ま
で
も
な
い
。
大
覚
寺
統
方
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず

『
増
鏡
』
の
世
界
が
承
久
の
後
鳥
羽
院
と
元
弘
の
帝
王
後
醍
醐
に

よ
っ
て
両
端
か
ら
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い

事
実
で
あ
麺
歴
史
文
学
に
と
・
て
叙
述
の
対
象
と
さ
れ
る
期
間

（「

�
j
領
域
」
）
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
強
調
す
る
ま
で
も
な

く
、
『
増
鏡
』
の
場
合
は
明
白
に
首
尾
の
対
応
に
意
味
が
あ
る
。

す
で
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
中
心
の
部
分
を
包
括
し
て

後
醍
醐
帝
を
核
と
す
る
物
語
的
世
界
が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
蕊
㌍
ま
た
、
後
鳥
羽
院
は
「
始
原
」
と
「
起
点
」
を
一
致
さ

せ
る
。
最
終
時
点
の
主
役
後
醍
醐
帝
は
全
編
の
「
核
心
」
で
も
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
歴
史
領
域
」
は
強
固
に
統
一
さ
れ
、
『
増

鏡
』
統
あ
根
拠
に
な
髄
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
『
六
代

勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
そ
れ
に
比
し
て
極
め
て
強
固

な
枠
組
を
想
定
し
て
過
誤
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
鏡
』
を
継
承
す
る
こ
と
に
最
大
の
根
拠
を
も
っ
て
『
今
鏡
』

の
「
歴
史
領
域
」
は
お
の
ず
か
ら
定
め
ら
れ
た
。
『
水
鏡
』
の
叙

述
は
『
大
鏡
』
の
前
代
を
補
筆
す
る
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
散
漫
さ
は
「
歴
史
領
域
」
だ
け
で
は
一
作
品
を
統
一
で
き
な

い
好
例
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
増
鏡
』
の
場
合
は
領
域
そ
れ

自
体
に
統
一
性
が
あ
り
、
主
題
を
も
規
制
す
る
。

　
た
だ
し
、
対
象
と
さ
れ
た
「
歴
史
領
域
」
以
前
の
先
例
が
重
要

視
さ
櫛
）
帝
王
は
王
朝
盛
時
の
華
美
を
体
現
す
る
よ
う
に
造
型
さ

緬）

�
b
の
動
向
は
王
朝
貴
族
社
会
の
展
開
を
忠
実
に
模
写
し
て

W
罷
。
「
歴
史
領
域
」
の
は
る
か
以
前
が
（
「
始
原
」
で
は
な
い
が
）

規
範
に
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
鏡

物
や
『
六
代
勝
事
記
』
・
『
五
代
帝
王
物
語
』
な
ど
の
通
史
的
歴

史
文
学
と
比
較
す
る
と
『
増
鏡
』
の
「
歴
史
領
域
」
に
よ
る
統
一

度
は
群
を
抜
く
。
『
大
鏡
』
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
完
結
し
た
叙
述
対
象
を
取
得
し
な
が
ら
な
お
か
つ

『
増
鏡
』
序
は
歴
史
物
語
（
鏡
物
）
の
系
譜
に
自
ら
を
定
位
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
今
鏡
』
か
ら
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代

帝
王
物
語
』
へ
と
続
く
連
鎖
を
断
ち
切
っ
て
、
新
た
な
系
譜
を
形

成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
先
行
す
る
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
な
ど
と
は
明
ら
か
に
異
質
な

内
実
を
志
向
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
既
存
の
歴
史
物
語
の

形
式
的
「
歴
史
領
域
」
を
尊
重
し
て
、
通
史
の
流
れ
を
重
複
さ
せ

ず
間
断
さ
せ
な
か
っ
た
の
が
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物

語
』
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
『
増
鏡
』
は
通
史
の
完
成
を
放
棄

し
て
、
強
固
な
統
一
的
世
界
の
構
築
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
上
で
王
朝
的
色
調
を
発
露
さ
せ
る
た
め
に
先
例
を

規
範
と
し
て
取
り
入
れ
、
自
身
を
王
朝
歴
史
物
語
の
系
譜
中
に
位

置
付
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
、
再
び
通
常
の
人

間
に
は
体
験
不
可
能
な
長
期
間
が
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
が
、
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

世
界
再
現
の
志
向
と
相
俟
っ
て
超
老
人
に
よ
る
歴
史
語
り
の
形
式

を
復
活
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
『
増
鏡
』
作
者
は
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
「
始
原
」
と

　
「
核
心
」
1
後
鳥
羽
院
と
後
嵯
峨
院
1
を
包
摂
し
て
自
作
の

　
「
核
心
」
後
醍
醐
帝
に
結
び
付
け
た
と
も
見
な
せ
る
。
そ
の
結
果
、

　
『
六
代
勝
事
記
』
で
批
判
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
と
承
久
の
乱
も
、
『
増
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鏡
』
で
は
後
醍
醐
帝
と
元
弘
の
政
変
の
肯
定
的
前
史
に
転
じ
る
。

　
『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
、
歴
史
物
語
は
「
ミ
ナ
タ
寸
ヨ
キ
事
ヲ

ノ
ミ
」
記
す
た
め
「
乱
世
」
の
「
ワ
ロ
キ
事
」
の
み
が
生
起
す
る

よ
う
に
な
っ
た
保
元
以
後
を
叙
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
別

　
　
（
4
3
）

挟
さ
れ
た
（
一
二
九
頁
）
。
『
愚
管
抄
』
と
同
様
の
認
識
に
立
っ
て

「
ワ
ロ
キ
事
」
を
も
収
載
で
き
る
作
品
と
し
て
軍
記
物
な
ど
に
接

近
し
た
の
が
『
六
代
勝
事
記
』
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
悉
し
た

上
で
旧
来
の
歴
史
物
語
の
伝
統
を
保
守
し
た
の
が
『
五
代
帝
王
物

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

語
」
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
そ
の
展
開
を
受
け
継
い
で
、
史
論
や
軍

記
物
と
の
交
差
を
経
過
し
た
成
果
を
加
味
し
て
『
増
鏡
』
の
達
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

は
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
『
今
鏡
』
を
受
け
継
ぐ
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代

帝
王
物
語
』
が
『
増
鏡
』
に
吸
収
さ
れ
て
、
そ
の
系
譜
が
抹
消
さ

れ
た
た
め
、
『
今
鏡
』
と
『
増
鏡
』
と
の
間
に
空
白
期
間
が
生
じ

る
。
そ
れ
を
補
填
す
る
た
め
に
『
弥
世
継
』
が
必
要
に
な
る
。
『
弥

世
継
』
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
『
増
鏡
』
は
後
鳥
羽
院
を
発
端

と
し
た
の
で
は
な
く
て
、
『
増
鏡
』
の
統
一
性
が
『
弥
世
継
』
を

要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
歴
史
物
語
の
系
譜
と
し
て
『
今
鏡
』
か
ら

直
接
『
増
鏡
』
へ
繋
が
る
第
四
の
流
れ
が
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、

『
増
鏡
』
が
他
の
作
品
に
比
し
て
歴
史
物
語
の
系
譜
を
延
長
す
る

こ
と
よ
り
も
、
自
己
完
結
的
な
世
界
の
完
成
を
旨
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
連
鎖
は
脆
弱
な
も
の
に
な
る
。
継
承
よ
り
も
独
立
が

志
向
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
面
で
は
『
増
鏡
』
の
成
立

に
よ
っ
て
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
鏡
物
的
歴
史
物
語
の
連
鎖
が
顕

在
化
し
た
と
も
言
え
る
。
『
増
鏡
』
以
前
に
は
『
大
鏡
』
を
中
心

と
す
る
同
心
円
的
連
鎖
し
か
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
傑
作
『
大
鏡
』

の
前
後
を
『
水
鏡
』
『
今
鏡
』
両
作
が
補
う
だ
け
で
、
さ
ら
に
鏡

物
が
続
く
保
証
は
な
か
っ
た
。
『
秋
津
島
物
語
』
は
、
現
存
本
で

は
『
水
鏡
』
以
前
が
「
歴
史
領
域
」
で
あ
る
が
、
実
は
『
水
鏡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

以
下
と
重
複
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
　
『
大
鏡
』
な
ど
と
平
行

し
て
『
唐
鏡
』
が
あ
っ
た
が
時
間
的
連
続
性
は
な
い
。
『
栄
花
物

語
』
の
続
編
を
書
き
続
け
る
試
み
も
早
く
挫
折
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
た
通
史
的
歴
史
文
学
の
連
鎖
と
、
『
大
鏡
』
を
中
核
に
同

心
円
的
に
展
開
す
る
純
正
鏡
物
の
系
譜
と
を
『
増
鏡
』
が
統
合
し

て
、
い
わ
ば
鏡
体
の
歴
史
物
語
の
縦
の
系
譜
を
描
き
出
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
以
後
、
『
続
増
鏡
』
『
弥
増
鏡
』
の
よ
う
な
作
品
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

作
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
『
月
の
ゆ
く
え
』
と

『
池
の
藻
屑
』
も
『
増
鏡
』
の
存
在
な
く
し
て
は
決
し
て
生
ま
れ

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
連
鎖
や
持
続
に
意
義
を
認
め
る
こ
と
は

『
今
鏡
』
の
よ
う
に
統
一
力
を
減
退
さ
せ
、
独
自
性
や
活
力
の
欠

如
を
導
く
危
険
を
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
鏡
体
歴
史
物
語
の
系
譜
を

と
に
か
く
確
立
さ
せ
た
の
が
『
増
鏡
』
の
成
功
に
よ
る
と
は
評
価

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
1注
）
　
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増

鏡
」
（
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
昭
4
0
、

岩
波
書
店
刊
）
に
よ
り
、
（
）
内
に
適
宜
補
足
説
明
を
加
え
た
。
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
） 以

下
同
じ
。

　
伊
藤
敬
「
歴
史
物
語
と
史
論
」
（
中
世
文
学
会
編
．
発
行
『
中

世
文
学
研
究
の
三
十
年
』
昭
6
0
・
3
）
、
加
納
重
文
「
歴
史
物
語

の
性
格
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
四
巻
三
号
、
平
元
．
3
）

な
ど
。

　
山
下
宏
明
「
『
増
鏡
』
の
世
界
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究

論
集
（
文
学
）
』
二
三
号
、
昭
5
1
・
3
）
、
弓
削
繁
「
解
説
」
（
『
京

都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
五
代
帝
王
物
語
』
平
元
、
和
泉
書
院
刊
）

な
ど
。

　
山
田
孝
雄
「
鎌
倉
時
代
の
文
芸
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
五

巻
、
昭
9
、
岩
波
書
店
刊
）
な
ど
。

　
山
田
孝
雄
前
掲
論
文
（
4
）
、
栃
木
孝
惟
「
愚
管
抄
と
六
代
勝

事
記
」
（
久
保
田
淳
他
編
『
日
本
文
学
全
史
3
中
世
』
昭
5
3
、

学
燈
社
刊
）
な
ど
。

　
木
藤
才
蔵
「
増
鏡
の
編
集
資
料
」
（
同
著
『
中
世
文
学
試
論
』

昭
5
9
、
明
治
書
院
刊
）
な
ど
参
照
。

　
岡
崎
義
恵
「
歴
史
文
学
の
本
質
」
（
『
国
文
学
』
二
巻
一
二
号
、

昭
3
2
・
1
2
。
同
著
『
古
典
文
芸
の
研
究
』
〈
昭
3
6
、
宝
文
館
出
版

刊
〉
に
再
録
）
。

　
拙
稿
「
古
典
教
材
と
し
て
の
『
大
鏡
』
の
特
異
性
」
（
島
根
大

学
教
育
学
部
『
教
科
教
育
研
究
論
集
』
四
集
、
平
2
．
3
）
。

　
松
尾
草
江
「
歴
史
語
り
の
系
譜
－
保
元
物
語
．
平
治
物
語
を

中
心
と
し
て
　
　
」
（
『
文
学
』
五
六
巻
三
号
、
昭
6
3
．
3
）
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
．
序
説
－

栄
華
の
相
対
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部

　　　　　　　　　 　
12　　11
）　　　　　　　）

（13
）

　14
）

（
1
5
）

（
1
6
） 紀

要
』
壬
二
巻
二
号
、
人
文
・
社
会
科
学
編
、
平
元
．
1
2
）
な
ど

参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

二
五
巻
、
人
文
・
社
会
科
学
編
、
平
3
・
1
2
刊
行
予
定
）
参
照
。

　
桜
井
好
朗
「
歴
史
叙
述
と
神
話
」
（
同
著
『
空
よ
り
参
ら
む
i

中
世
論
の
た
め
に
』
昭
5
8
、
人
文
書
院
刊
）
、
同
「
中
世
の
歴
史

叙
述
－
歴
史
叙
述
の
転
換
の
た
め
の
序
章
」
（
同
著
『
中
世
日

本
の
王
権
・
宗
教
・
芸
能
』
昭
6
3
、
人
文
書
院
刊
）
な
ど
。

　
桜
井
好
朗
「
中
世
に
お
け
る
神
話
と
歴
史
叙
述
　
　
慈
円
の
事

績
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
署
『
中
世
日
本
の
王
権
．
宗
教
．
芸
能
』

〈
1
2
〉
）
な
ど
参
照
。

　
佐
藤
謙
三
「
大
鏡
研
究
　
　
作
者
の
問
題
と
世
継
の
翁
の
問
題

～
」
（
同
著
『
平
安
時
代
文
学
の
研
究
』
昭
3
5
、
角
川
書
店
刊
）
、

林
屋
辰
三
郎
「
世
継
翁
の
登
場
－
歴
史
と
伝
説
と
文
学
　
　
」

　
（
同
著
『
古
典
文
化
の
創
造
』
昭
3
9
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み

木
村
紀
子
「
か
た
り
と
書
－
四
鏡
に
お
け
る
語
り
手
設
定
の

丹
精
t
」
（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
一
〇
号
〈
文
学
・
語
学
編
一
号
〉
、

昭
5
6
・
1
2
）
な
ど
。

　
弓
削
繁
前
掲
解
説
（
3
）
。

　
益
田
宗
「
吾
妻
鏡
の
も
の
は
吾
妻
鏡
に
か
え
せ
一
六
代
勝
事

記
と
吾
妻
鏡
　
　
」
（
『
中
世
の
窓
』
七
号
、
昭
3
5
．
1
2
）
に
十
三

世
紀
末
以
降
の
成
立
と
す
る
偽
作
説
が
提
出
さ
れ
た
が
、
平
田
俊

春
氏
ら
に
批
判
さ
れ
た
。
平
田
俊
春
「
六
代
勝
事
記
を
め
ぐ
る
諸

問
題
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
二
巻
八
～
二
一
号
、
昭
4
1
．
8
～

1
2
）
な
ど
参
■
照
。
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（　　 （　　　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　 （　　　　　　　（
21　20　　　　　　　19　　　　　　　18　　　　17

）　　 ）　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　）

（
2
2
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

25　　24　　　　23
）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
若
桑
昭
子
「
六
代
勝
事
記
　
　
そ
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
　
　
」

（『

j
海
』
一
四
号
、
昭
4
2
・
3
）
。

　
そ
う
で
な
く
て
も
、
作
品
中
の
著
者
（
語
り
手
）
が
実
際
の
著

者
（
作
者
）
と
当
初
か
ら
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は

設
定
の
虚
構
性
と
理
解
で
き
る
。

　
後
堀
河
帝
は
「
当
今
」
と
あ
る
。
ま
た
順
徳
院
は
「
佐
渡
廃
帝
」

と
書
か
れ
、
仲
恭
帝
は
乱
後
に
「
前
坊
」
と
し
て
登
場
し
、
践

祚
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
『
六
代
勝
事
記
』
の
本
文
は
『
群
書
類
従
・
第
三
輯
』
に
よ
る
。

　
栃
木
孝
惟
前
掲
解
説
（
5
）
、
松
尾
草
江
「
六
代
勝
事
記
」
（
『
歴

史
・
歴
史
物
語
・
軍
記
』
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
第
二
巻
、

昭
5
8
・
明
治
書
院
刊
）
、
弓
削
繁
「
解
説
」
（
『
内
閣
文
庫
蔵
六
代

勝
事
記
』
昭
5
9
、
和
泉
書
院
刊
）
な
ど
参
照
。

　
坂
井
衡
平
著
『
新
撰
国
文
学
通
史
　
中
巻
』
（
大
1
5
、
三
星
社

刊
）
壬
二
八
頁
、
木
藤
才
蔵
「
五
代
帝
王
物
語
と
増
鏡
」
（
『
日
本

女
子
大
学
紀
要
』
文
学
部
1
5
、
昭
4
1
・
3
。
同
著
前
掲
書
〈
6
〉

に
再
録
）
な
ど
参
照
。

　
松
林
靖
明
「
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
怪
異
謹
　
　
後
鳥
羽
院
の

影
　
　
』
（
『
青
須
我
波
良
』
三
〇
号
、
昭
6
0
・
H
）
、
弓
削
繁
前

掛
解
説
（
3
）
な
ど
参
照
。

　
『
五
代
帝
王
物
語
』
の
本
文
は
『
群
書
類
従
・
第
三
輯
』
に
よ

る
。　

『
六
代
勝
事
記
』
の
「
六
代
」
に
は
後
堀
河
帝
ま
で
が
含
ま
れ

る
が
、
そ
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
同
帝
の
即
位
は
承

久
年
間
に
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
後
鳥
羽
院
ま
で
、
承
久
ま
で

ハ　　　　　　　　　　

27　　26
）　　　　　　　　　）

（
2
8
）

ハ　　　　　　　　　ハ

30　　29
）　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　ハ

32　　　　31
）　　　　　　　　　　　　　

）

と
い
う
の
は
『
六
代
勝
事
記
』
に
当
て
は
ま
る
。

　
山
下
宏
明
「
い
ま
一
つ
の
歴
史
物
語
」
（
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
月

報
』
四
、
昭
5
0
・
1
2
）
な
ど
参
照
。

　
外
村
久
江
「
五
代
帝
王
物
語
考
　
　
正
元
二
年
院
落
書
・
増
鏡

と
の
比
較
I
l
」
（
肥
後
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
日

本
文
化
史
研
究
』
昭
4
4
、
弘
文
堂
刊
）
、
庭
山
積
「
「
六
代
勝
事
記
」

の
著
作
動
機
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
・
語
学
』
五
九
号
、
昭
4
6
・
3
）
、

山
下
宏
明
前
掲
論
文
（
3
）
な
ど
参
照
。

　
石
川
徹
「
歴
史
物
語
の
発
展
と
そ
の
史
的
地
位
」
『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
一
五
巻
五
号
、
昭
2
5
・
5
）
、
岩
橋
小
弥
太
「
世
継

考
」
（
同
著
『
上
代
史
籍
の
研
究
第
二
集
』
昭
3
3
、
吉
川
弘
文
館

刊
）
、
加
納
重
文
前
掲
論
文
（
2
）
な
ど
。

　
和
田
英
松
著
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
（
昭
H
、
明
治
書
院
刊
）

六
一
二
頁
な
ど
。

　
沼
沢
龍
雄
「
歴
史
物
語
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、

昭
9
、
改
造
社
刊
）
、
岡
一
男
「
歴
史
物
語
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』

第
二
巻
、
昭
2
5
、
河
出
書
房
刊
。
同
著
『
古
典
迫
遙
一
1
文
芸

学
試
論
　
　
』
〈
昭
4
6
、
笠
間
書
院
刊
〉
）
、
橘
健
二
「
解
説
」
（
『
大

鏡
』
日
本
古
典
文
学
全
集
2
0
、
昭
4
9
、
小
学
館
刊
）
、
山
岸
徳
平

・
鈴
木
一
雄
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
一
四
巻
、

昭
5
1
、
角
川
書
店
刊
）
二
〇
四
頁
な
ど
。

　
拙
稿
「
『
今
鏡
』
に
描
か
れ
る
藤
原
道
長
の
栄
華
　
　
残
映
と

し
て
の
『
大
鏡
』
　
　
」
（
『
島
大
国
文
』
一
八
号
、
平
元
・
n
）

参
照
。

　
（
2
9
）
に
同
じ
。
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（
3
3
）

　　　　　

3534
）　　　）

　　　　　

3736
）　　　）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
） 　

『
国
書
総
目
録
』
な
ど
に
よ
る
と
、
高
山
市
郷
土
館
香
木
園
文

庫
に
「
い
や
よ
つ
ぎ
」
と
題
さ
れ
る
『
増
鏡
』
が
現
存
す
る
。
「
弥

世
継
」
と
い
う
名
称
が
十
分
に
固
有
名
詞
化
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
存
在
感
の
欠
如
を
傍
証
す
る
。

　
（
3
1
）
に
同
じ
。

　
手
島
靖
生
「
増
鏡
の
本
質
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
巻
六

号
、
昭
和
n
・
n
）
、
石
井
順
子
「
増
鏡
の
性
格
」
（
『
国
文
』
七

号
、
昭
3
2
・
7
）
、
益
田
宗
「
「
増
鏡
」
と
歴
史
」
（
『
大
鏡
・
増
鏡
』

古
典
日
本
文
学
全
集
1
3
、
昭
3
7
、
筑
摩
書
房
刊
）
な
ど
。

　
　
（
H
）
に
同
じ
。

　
谷
山
茂
「
増
鏡
の
文
芸
性
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
』
二
巻
一
二

号
、
昭
3
2
・
1
2
）
、
坂
本
太
郎
「
世
継
と
か
が
み
（
下
）
」
（
同
著

『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
日
本
歴
史
新
書
、
昭
3
3
、
至
文
堂
刊
。

後
に
同
著
『
修
史
と
史
学
』
〈
坂
本
太
郎
著
作
集
第
五
巻
、
平
元
、

吉
川
弘
文
館
刊
〉
に
再
録
）
、
山
岸
徳
平
・
鈴
木
一
雄
編
『
大
鏡

●
増
鏡
』
（
前
掲
〈
3
0
〉
）
二
〇
九
・
二
一
〇
頁
な
ど
参
照
。

　
西
沢
正
二
「
『
増
鏡
』
に
関
す
る
一
試
論
　
　
後
醍
醐
帝
の
物

語
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
』
三
号
、
昭
4
5
．
6
。

後
に
改
稿
さ
れ
て
同
著
『
『
増
鏡
』
研
究
序
説
』
〈
昭
5
7
、
桜
楓
社

刊
〉
に
再
録
）
、
山
下
宏
明
前
掲
論
文
（
3
）
な
ど
参
照
。

　
石
田
吉
貞
「
増
鏡
の
成
立
と
時
代
」
（
『
国
文
学
』
二
巻
一
二
号
、

昭
3
2
・
1
2
）
な
ど
参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
　
　
　
「
先
例
」
の
機

能
に
つ
い
て
　
　
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
四
巻
二
号
、

人
文
・
社
会
科
学
編
、
平
2
・
1
2
）
参
照
。

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

　　　　　

4544
）　　　）

（
4
6
）

（
4
7
）

　
西
沢
正
二
「
『
増
鏡
』
に
描
か
れ
た
後
鳥
羽
院
」
（
『
日
本
文
芸

論
稿
』
一
号
、
昭
4
2
・
7
。
同
署
前
掲
書
〈
3
8
〉
に
再
録
）
な
ど

参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
宮
廷
貴
族
諸
流
の
盛
衰
－
t
外

戚
か
ら
近
臣
へ
　
　
」
（
『
国
語
教
育
論
叢
』
一
号
、
平
3
．
9
）

参
照
。

　
『
愚
管
抄
』
の
引
用
は
、
岡
見
正
雄
他
校
注
『
愚
管
抄
』
（
日

本
古
典
文
学
大
系
8
6
、
昭
4
2
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

　
（
2
6
）
に
同
じ
。

　
木
藤
才
蔵
「
『
増
鏡
』
に
及
ぼ
し
た
平
家
物
語
の
影
響
」
（
『
国

文
目
白
』
六
号
、
昭
4
2
・
2
。
同
著
前
掲
書
〈
6
〉
に
再
録
）
、

山
下
宏
明
前
掲
論
文
（
3
）
な
ど
参
照
。

　
後
藤
丹
治
「
新
た
に
知
ら
れ
た
小
野
篁
日
記
」
（
『
国
語
と
国
文

学
』
四
巻
一
二
号
、
昭
2
・
1
2
）
、
松
村
博
司
「
秋
津
島
物
語
」
（
同

著
『
歴
史
物
語
　
改
訂
版
』
昭
5
4
、
塙
書
房
刊
）
な
ど
参
照
。

　
和
田
英
松
「
増
鏡
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、
昭

9
、
改
造
社
刊
。
同
著
『
重
修
増
鏡
詳
解
』
附
録
〈
昭
1
0
、
明
治

書
院
刊
〉
・
同
著
『
国
史
説
苑
』
〈
昭
1
4
、
有
精
堂
刊
〉
に
再
録
）

な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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