
天
平
時
代
に
お

け

る
「
王
讃
之
」

野
　
　
　
　
津

栄

u

は

じ
　
　
め

に

　
王
裁
之
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
東
晋
時
代
の
書
家
で
あ
る
。
す
で
に
開
花
し
て

い
た
象
隷
の
他
に
、
行
草
の
書
美
は
、
彼
に
よ
っ
て
き
わ
め
尽
さ
れ
た
感
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
。
彼
へ
の
高
い
評
価
は
す
で
に
六
朝
時
代
に
み
ら
れ
た
が
、
わ
け
て
も
唐
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
入
っ
て
そ
の
極
に
達
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
、
日
本
は
唐
に
倣
っ
て
律
令
国
家
の
完
成
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
、

い
き
お
い
文
化
万
般
も
唐
風
に
傾
き
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
白
鳳
と
天
平
文
化
の
形

成
を
み
た
が
、
書
も
ま
た
そ
の
将
外
で
は
な
く
、
初
唐
よ
り
盛
唐
に
か
け
て
の
晋

　
③

唐
風
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
王
義
之
の
書
法
の
受
容
に
は

ず
い
ぶ
ん
積
極
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
が
国
に
お
い
て

は
王
議
之
の
書
風
が
、
こ
の
時
代
に
続
く
三
筆
時
代
は
も
と
よ
り
、
国
風
化
の
象

徴
と
も
さ
れ
る
仮
名
の
書
美
の
創
出
時
代
に
お
い
て
も
基
底
的
役
割
を
果
た
し
、

そ
の
後
も
形
骸
化
し
た
も
の
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
の
お
家
流
に
そ
の
か
げ
を
と

ど
め
て
い
る
。
近
く
は
明
治
に
な
っ
て
北
魏
の
峻
険
な
も
の
を
追
い
求
め
る
こ
と

が
時
代
の
支
配
的
傾
向
と
な
っ
て
も
、
同
時
に
義
之
の
蘭
亭
叙
や
十
七
帖
は
学
ば

れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
、

　
他
方
今
日
の
書
界
は
極
め
て
多
彩
で
は
あ
る
が
、
申
に
は
こ
れ
が
東
洋
独
自
σ

書
美
か
と
疑
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
今
を
照
す
為
に
も
古
を
稽
え
る
べ
く
、

　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
三
巻
　
一
一
－
一
九
頁
　
昭
和
四
五
年
二
月

こ
こ
に
そ
の
出
発
点
と
し
て
、
今
日
ま
で
大
き
な
影
響
カ
を
も
っ
た
王
義
之
の
書

法
が
、
天
平
時
代
－
天
平
を
申
心
と
す
る
奈
良
時
代
－
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
享
受
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
天
平
時
代
は
白
鳳
時
代
に
比

し
て
正
倉
院
古
文
書
な
ど
書
道
史
的
史
料
に
一
段
と
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
未
だ
そ

の
殆
ど
の
実
物
に
接
す
る
機
会
を
も
た
な
い
の
で
、
最
近
公
刊
さ
れ
た
数
種
の
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

製
本
に
よ
っ
て
検
討
し
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

②①③④

南
朝
宋
の
虞
解
の
「
諭
書
表
」
・
南
朝
梁
の
慶
肩
吾
の
「
書
品
」
は
そ
の
例
◎

唐
太
宗
に
よ
る
王
義
之
書
の
蒐
集
事
蹟
・
李
嗣
真
の
「
書
後
品
∵
孫
過
庭
の
「
書

譜
∵
畿
之
の
書
に
基
づ
く
「
大
唐
聖
教
序
碑
」
の
成
立
は
そ
の
例
。

唐
風
は
い
わ
ゆ
る
初
唐
四
大
家
の
風
を
い
い
、
同
時
に
王
義
之
に
倣
う
書
風
を
合
わ

せ
て
晋
唐
風
と
い
う
。

神
田
喜
一
郎
。
田
山
信
郎
。
堀
江
知
彦
・
内
藤
乾
吉
氏
ら
に
よ
る
昭
和
ゴ
ニ
年
か
ら

三
四
年
に
か
け
て
の
正
倉
院
書
蹟
の
調
査
報
告
と
し
て
の
写
真
図
版
約
二
〇
〇
枚
所

収
の
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
（
目
本
経
済
新
聞
杜
。
昭
和
三
九
隼
）
な
ど
。

万
葉
集
に
み
ら
れ
る
戯
書
の
中
の
「
畿
之
」

と
「
大
王
」

　
万
葉
集
の
撰
ま
た
は
整
理
に
関
し
て
は
、
今
後
も
諸
説
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
主
た
る
部
分
の
最
後
的
整
理
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
久
松
潜
一
博
士
の

い
わ
れ
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

世
紀
末
か
ら
は
。
み
出
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

sokyu
　

sokyu
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天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
．
（
野
津
）

　
と
す
れ
ば
、
万
葉
集
に
み
ら
れ
る
諸
用
宇
法
1
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
を
用
い
て

の
表
記
の
各
種
ー
も
、
天
平
時
代
に
か
か
わ
っ
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
う
ち
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
、
い
わ
ゆ
る
戯
書
は
広
く
み
れ
ば
訓
読
式
の
一
方
面
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
ζ
に
は
奇
知
が
百
出
し
て
い
て
見
る
者
を
し
て
唖
然
た
ら
し
め
る
も
の
が
あ

る
。
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
が
、
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
連
用

形
「
て
」
に
、
遇
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
「
し
」
の
続
い
た
「
て
し
」
を

表
記
す
る
に
、
　
「
義
之
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
は
「
義
之
」
は
「
義
之
」
で
あ
り
、
「
手
師
」
に
連
な
っ
て
い
る
。

　
「
義
之
」
と
い
え
ば
か
の
王
義
之
で
あ
り
、
彼
が
万
葉
集
の
申
で
こ
の
よ
う
な

形
で
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
先
ず
注
目
し
た
い
。
念
の
た
め
に
原
典
を
あ
げ
て
み

よ
う
。

　
印
結
而
　
我
定
義
之
　
住
吉
乃
　
浜
乃
小
松
者
　
後
毛
吾
松
（
三
九
四
）

　
石
上
　
零
十
方
雨
二
　
将
関
哉
　
妹
似
相
武
登
　
言
義
之
鬼
尾
（
六
六
四
）

　
葦
根
之
　
勲
念
而
　
結
義
之
　
玉
緒
云
者
　
人
将
解
八
方
（
；
三
四
）

　
古
　
織
義
之
八
多
乎
　
此
暮
　
衣
縫
而
　
君
待
吾
乎
（
二
〇
六
四
）
・

　
朝
宿
髪
　
吾
者
不
椀
　
愛
　
君
之
手
枕
　
触
義
之
鬼
尾
（
二
五
七
八
）

　
大
海
之
　
底
乎
深
目
而
　
結
義
之
　
妹
心
者
　
疑
毛
無
（
三
〇
二
八
）

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
名
は
、
「
定
め
る
」
「
言
ふ
」
な
ど
の
動
詞
に
し
た
が
う

「
て
し
」
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
体
「
義
之
」
は
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
に
よ
み
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
先
学
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
、

王
義
之
の
名
が
書
聖
と
し
て
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
お
も
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
す
な
わ
ち
万
葉
集
の
申
に
は
前
記
の
よ
う
な
「
て
し
」
に
「
手
師
」
を
当
て
用

い
た
も
の
が
、
　
「
不
念
常
　
日
手
師
物
乎
　
翼
酢
色
之
　
変
安
寸
　
吾
意
可
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
六
五
七
）
な
ど
七
首
あ
る
。
こ
の
場
合
「
手
師
」
は
、
一
見
、
訓
か
な
「
手
」

に
音
か
な
「
師
」
が
た
ま
た
ま
接
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
と
れ
る
が
、
平
安
時
代
に

書
蹟
の
こ
と
を
手
の
跡
、
書
を
習
う
こ
と
を
手
習
と
も
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
逆

推
し
て
、
こ
の
天
平
時
代
に
も
「
手
」
一
が
書
を
も
意
味
し
、
ま
た
「
手
師
」
が
書

の
専
門
家
を
意
味
す
る
語
と
し
て
あ
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
他
の
確
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
用
例
が
な
い
が
「
手
師
は
（
そ
の
）
成
語
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
み
る

方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
語
を
そ
の
ま
ま
、
た
だ
し
意
味
だ
け

は
消
し
て
「
て
し
」
に
当
て
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
て
し
」
に
「
義
之
」
が
当
て
ら
れ
た
の
は
、
「
て
し
」
か
ら
「
手

師
」
へ
、
さ
ら
に
手
師
申
の
手
師
「
王
義
之
」
へ
と
、
作
者
ま
た
は
編
者
の
運
想

作
用
が
は
た
ら
い
た
結
果
の
所
産
だ
と
お
も
わ
れ
、
こ
れ
を
見
る
者
も
ま
た
、
た

と
え
ば
「
触
れ
ぎ
し
も
の
を
」
な
ど
と
よ
み
誤
ら
な
い
で
、
「
朝
宿
髪
わ
れ
は
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
6

ら
じ
愛
し
き
君
が
手
枕
触
れ
て
し
も
の
を
」
　
（
前
掲
二
五
七
八
）
と
正
し
く
解
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
天
平
時
代
は
、
音
訓
の
何
れ
か
ら
も

「
て
し
」
と
よ
め
な
い
「
義
之
」
を
、
「
義
之
」
と
「
手
師
」
を
介
し
て
、
正
し

く
歌
意
を
通
じ
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
沢
義
則
博
士
は
こ

の
点
に
触
れ
て
、
天
平
時
代
の
人
達
の
、
字
に
熟
し
書
に
熟
し
た
上
の
余
裕
を
物

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

語
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
至
言
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
万
葉
集
の
申
に
は
、
前
記
と
同
じ
性
質
の
「
て
し
」
を
あ
ら
わ
す
に
、
次

の
と
お
り
「
大
王
」
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。

　
世
間
　
常
如
是
耳
加
　
結
大
王
　
白
玉
之
緒
　
絶
楽
思
者
（
；
ゴ
ニ
）

　
天
地
跡
　
別
之
時
従
　
久
方
乃
　
天
験
常
　
定
大
王
　
天
之
河
原
ホ
（
下
略
）

　
（
二
〇
九
二
）
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黒
髪
　
白
髪
左
右
跡
　
結
大
王
　
心
一
乎
　
今
解
目
八
方
（
二
六
〇
二
）

　
日
本
之
　
室
原
乃
毛
桃
　
本
繁
　
言
大
王
物
乎
　
不
成
不
止
（
二
八
三
四
）

　
い
う
と
こ
ろ
の
「
大
王
」
は
王
義
之
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
第
七
子

献
之
が
書
に
秀
で
よ
く
父
の
衣
鉢
を
伝
え
た
の
で
、
世
人
は
両
人
を
合
わ
せ
て
〕
一

　
　
　
　
　
　
⑥

王
」
と
い
っ
た
り
、
ま
た
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
姓
の
上
に
「
大
」
　
「
小
」
を

つ
け
て
も
呼
ん
だ
。

　
か
く
て
天
平
時
代
に
お
け
る
王
義
之
に
対
す
る
知
識
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
般
的

推
測
の
域
を
遙
か
に
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
書

美
の
理
想
も
彼
の
書
法
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
接
す
れ
ば
随
喜
し
て
深
く
学
ん
だ

こ
と
で
あ
ろ
う
。

④⑧②①⑥⑤

久
松
瀦
一
「
古
代
和
歌
史
」
（
東
京
堂
。
昭
和
三
五
年
）
五
四
～
五
七
頁

全
右
三
七
頁

他
は
六
一
九
・
一
七
八
九
二
一
七
四
七
・
三
一
七
七
二
二
二
七
二
二
二
三
三
四

下
申
弥
三
郎
「
書
遭
全
集
」
第
九
巻
（
久
曾
神
昇
『
萬
葉
集
の
用
字
法
と
書
道
』
平

凡
祉
・
昭
和
三
〇
年
）
三
九
頁

吉
沢
義
則
「
日
本
書
道
の
生
ひ
立
ち
」
（
教
育
図
書
株
式
会
社
。
昭
和
一
八
年
）
三
〇
頁

「
書
譜
」
の
申
に
も
み
え
る
。

二
　
東
大
寺
献
物
帳
の
申
の

「
王
義
之
」

　
正
倉
院
が
世
界
的
宝
庫
で
あ
る
こ
と
は
言
を
要
し
な
い
が
、
書
道
史
の
上
か
ら

も
そ
の
感
は
深
い
の
で
あ
る
。
正
倉
院
で
「
帳
内
御
物
」
と
よ
ば
れ
特
に
尊
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
る
一
群
の
宝
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
聖
武
天
皇
の
崩
後
、
四
十
九
日
の
忌
日
か

ら
、
凡
そ
二
年
の
間
に
朝
廷
か
ら
東
大
寺
盧
舎
那
仏
に
献
納
さ
れ
た
時
の
も
の
ば

か
り
で
あ
り
、
幸
い
五
回
に
わ
た
る
何
れ
の
時
の
願
文
目
録
を
も
、
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
　
（
野
津
）

今
日
に
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
国
家
珍
宝
帳
　
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
廿
一
日

　
種
種
薬
帳
　
　
全
右

　
屏
風
花
麗
帳
　
天
平
勝
宝
八
歳
七
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
大
小
王
真
跡
帳
　
天
平
宝
字
二
年
六
月
一
日

　
書
屏
風
帳
　
天
平
宝
字
二
年
十
月
一
日

右
の
う
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
付
の
上
に
示
し
た
名
辞
は
、
今
日
、
一
般
的
に
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

わ
れ
る
各
願
文
目
録
の
名
称
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
総
称
さ
れ
て
「
東
大
寺
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

物
帳
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
「
帳
内
御
物
」
の
「
帳
」
は
こ

の
東
大
寺
献
物
帳
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
白
体
も
、
正
倉
院
の

書
跡
の
申
で
最
も
重
い
位
置
を
占
め
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
申
に
も
主
題
の
王
義
之
は
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
　
「
目
録
そ
の
も
の
の
書
風
の
申
に
」
と
、
　
「
目
録
の
記
載
品

目
の
申
に
」
と
い
う
二
項
に
わ
け
、
以
下
述
べ
て
み
た
い
と
お
も
う
。

　
　
　
H
　
目
録
そ
の
も
の
の
書
風
の
中
に

　
東
大
寺
献
物
帳
の
名
で
一
括
さ
れ
る
各
目
録
は
、
い
わ
ぱ
当
時
の
国
家
的
最
高

の
文
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
自
体
が
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
文
と
い
い
装
噴
と
い
い
、
書
と
い
い
何
れ
の
面
か
ら
も
細
心
の
注
意
が

払
わ
れ
て
あ
り
、
お
そ
ら
く
当
時
の
第
一
級
の
専
門
家
に
命
じ
て
、
作
ら
せ
ま
た

は
書
か
せ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
と
り
わ
け
大
小
王
真
跡
帳
と
書
屏
風
帳
は
書
の
上
か
ら
は
諸
目
録
申
の
圧
巻
で

あ
る
。
と
も
に
文
字
の
結
体
や
用
筆
が
同
じ
い
上
、
運
筆
に
あ
ら
わ
れ
た
呼
吸
ま

で
も
酷
似
し
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
同
一
人
の
筆
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
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天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
、
義
之
」
　
（
野
津
）

書
風
が
集
字
聖
教
序
碑
に
発
す
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
集
宇
聖
教
序
碑
は
、
か
の
大
唐
西
域
記
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
玄
装

の
新
訳
経
論
に
対
し
て
、
時
の
皇
帝
太
宗
お
よ
び
皇
太
子
が
、
彼
の
請
い
に
応
じ

て
か
い
た
讃
仰
文
を
内
容
と
し
、
そ
れ
を
王
裁
之
の
書
か
ら
集
字
し
て
碑
に
刻
し

　
　
　
　
　
　
⑧

．
た
も
の
で
あ
る
。
唐
で
は
こ
れ
か
ら
あ
と
、
翰
林
院
を
は
じ
め
役
所
に
お
い
て
こ

　
　
　
　
　
　
⑨

の
風
が
普
及
し
、
ま
た
仏
徒
の
間
で
は
聖
教
序
文
そ
の
も
の
を
尊
ん
だ
か
ら
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
遣
唐
留
学
生
・
僧
で
長
安
に
赴
い
た
者
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
碑
に
注
目
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
碑
の
拓
本
は
記
録
に
こ
そ
な
い
が
、
案
外
は
や
く
伝
え

ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。
碑
が
成
っ
て
先
の
二
目
録
が
作
ら
れ
た
期
間
に
遣
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

使
は
四
回
も
派
遣
さ
れ
、
他
方
唐
朝
で
は
留
学
生
・
僧
に
対
し
府
庫
一
切
の
縦
覧

　
　
⑫

を
許
し
、
彼
ら
の
学
習
の
便
宜
を
随
分
は
か
っ
て
い
る
か
ら
、
一
応
右
の
よ
う
な

推
測
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
こ
の
二
目
録
に
は
、
王
裁
之
の
風
が
歴
然
と
し
て
反
映
し
て
お
り
、

そ
の
姿
態
は
妙
を
き
わ
め
て
韻
致
も
高
い
。
臨
書
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
れ
は
自

運
で
あ
り
、
自
運
に
お
い
て
こ
こ
ま
で
王
義
之
の
風
を
消
化
す
る
と
は
、
な
み
た

い
て
い
の
技
で
は
な
い
。
一
般
に
国
家
最
高
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
書
風
は
、
そ
の

時
代
の
書
美
の
理
想
を
示
唆
す
る
も
の
と
お
も
っ
て
よ
か
ろ
う
。
か
く
て
王
薮

之
は
、
天
平
時
代
の
書
美
の
理
想
の
座
に
位
置
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
な
お
河
出
書
房
新
杜
発
行
（
昭
和
三
六
年
、
第
五
刷
）
の
日
本
歴
史
大
辞
典
の
「

東
大
寺
献
物
辰
」
の
項
に
お
い
て
、
そ
の
執
筆
者
一
宮
川
寅
雄
氏
は
「
以
上
五
巻

と
も
唐
風
の
椿
書
で
書
か
れ
て
お
り
、
書
道
上
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
お

ら
れ
る
が
、
　
「
五
巻
と
も
唐
風
の
槽
書
」
と
さ
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
唐
風
の
批
伯
書
で
書
か
れ
て
あ
る
の
は
、
、
五
目
録
の
う
ち
の
国
家
珍

　
一
⑱
　
　
　
　
　
渦
、
　
　
　
　
　
　
一
㎎

宝
帳
・
種
種
薬
帳
一
屏
風
花
麗
帳
の
三
巻
で
、
前
述
し
た
二
巻
は
檀
書
で
は
な
く

て
行
書
で
あ
る
。
厳
粛
荘
厳
に
営
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
四
十
九
日
な
ど
の
忌
日
に
、

聖
武
天
皇
の
冥
福
を
祈
り
献
物
さ
れ
た
そ
の
目
録
の
書
風
と
し
て
は
、
唐
風
の
椿

書
は
と
り
わ
け
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
風
の
槽
書
で

書
か
れ
た
三
巻
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
詳
述
し
な
い
が
、
そ
こ
で
は
欧
。
虞
。
楮

の
い
わ
ゆ
る
初
唐
三
大
家
の
風
が
す
べ
て
出
揃
い
壮
観
で
あ
る
。
当
時
は
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

椿
書
で
は
、
唐
椿
の
美
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
書
の
系
譜
か
ら
す
れ
ば
、
唐
椿
も

ま
た
王
裁
之
に
つ
な
．
が
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
宮
川
氏
が
王
裁
之
の
集
宇
聖
教
序

碑
の
よ
う
な
風
ま
で
も
含
め
て
「
唐
風
」
と
さ
れ
た
の
は
、
書
風
把
握
の
上
か
ら

も
当
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
尤
も
、
先
に
註
記
し
た
と
お
り
、
手
許
の
第
五
刷

版
に
よ
っ
て
述
べ
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

　
①
　
土
弁
弘
「
正
倉
院
」
（
「
原
色
日
本
の
美
術
」
第
四
巻
。
小
学
館
・
昭
和
四
三
年
）

　
　
　
六
三
頁

　
②
　
七
五
六
年

　
③
　
七
五
八
年

　
④
延
暦
六
年
六
月
廿
六
日
の
「
曝
凍
使
解
」
（
前
述
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
図
版
一
四
〇

　
　
　
）
で
は
一
括
し
て
「
記
書
五
巻
」
、
内
訳
と
し
て
「
珍
宝
記
」
「
種
々
薬
記
」
「
書
屏

　
　
　
風
井
麓
記
」
「
書
屏
風
記
」
「
大
小
王
真
跡
記
」
と
註
し
て
あ
る
。

　
⑤
　
但
し
黒
川
真
頼
博
士
「
東
大
寺
献
物
恢
証
」
は
国
家
珍
宝
帳
だ
け
を
孜
証
さ
れ
た
も

　
　
　
の
で
あ
る
。

　
⑥
　
前
掲
「
書
道
全
集
」
図
版
四
八
～
四
九
、
前
掲
「
正
倉
院
」
図
版
一
〇
、
前
掲
「
正

　
　
　
倉
院
の
書
蹟
」
図
版
七

　
⑦
　
全
右
「
書
道
全
集
」
挿
図
四
九
、
全
右
「
正
倉
院
」
挿
図
一
一
、
全
右
「
正
倉
院
の

　
　
　
書
蹟
」
図
版
二
六

　
⑥
　
集
字
は
大
慈
恩
寺
の
僧
「
懐
仁
」
、
建
碑
は
「
成
享
三
年
」
（
六
七
二
年
）
、
と
も
に
銘



正

　
　
　
文
に
あ
る
。
法
帖
「
大
唐
三
蔵
聖
教
序
碑
」
（
二
玄
杜
、
昭
和
四
四
年
再
版
）
に
よ

　
　
　
る
。

　
⑨
　
前
掲
「
書
道
全
集
」
（
但
し
第
八
巻
）
所
収
の
李
亀
「
李
思
訓
碑
」
・
「
麓
山
寺
碑
」
・

　
　
　
「
法
華
寺
稗
」
、
唐
玄
宗
「
賜
益
州
刺
史
張
教
忠
勅
書
」
・
「
鵜
鵠
碩
」
は
そ
の
例
。

　
⑩
　
留
学
生
。
僧
は
必
ず
し
も
長
安
に
赴
く
と
は
限
ら
ぬ
。
原
碑
は
な
お
存
し
侠
西
省
博

　
　
　
物
館
に
蔵
さ
れ
て
あ
る
。

　
⑪
　
森
克
已
「
遣
唐
使
」
（
至
文
堂
・
昭
和
三
〇
年
）
二
五
一
頁
。
な
お
遣
唐
使
は
前
後

　
　
　
十
八
回
に
及
ぶ
も
、
う
ち
申
止
三
回
、
来
朝
し
た
唐
使
の
送
遠
任
務
の
送
唐
客
使
二

　
　
　
回
、
帰
朝
し
な
い
遣
唐
使
を
迎
え
取
る
任
務
の
迎
入
唐
大
使
一
回
で
あ
り
、
し
た
が

　
　
　
っ
て
申
止
や
特
命
使
節
を
除
く
と
純
粋
な
意
昧
で
の
遣
唐
使
は
十
二
同
と
な
る
。
し

　
　
　
か
も
そ
の
う
ち
の
四
回
は
碑
が
成
り
目
録
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
属
し
て
い

　
　
　
る
。
推
測
し
た
碑
拓
の
将
来
に
つ
い
て
は
、
興
味
あ
る
問
魑
で
も
あ
る
の
で
、
仮
り

　
　
　
に
遣
唐
使
を
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
右
記
の
四
回
申
の
ど
の
回
に
お
い

　
　
　
て
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
推
測
し
て
み
た
い
。

　
⑫
　
全
右
一
〇
一
頁

　
⑲
　
前
掲
「
書
道
全
集
」
（
第
九
巻
）
図
版
四
六
・
挿
図
一
二
、
前
掲
「
正
倉
院
」
図
版
八

　
　
　
～
九
、
前
掲
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
図
版
二
四

　
⑭
　
全
右
「
書
道
全
集
」
図
版
四
七
、
全
右
「
正
倉
院
」
ニ
ハ
三
頁
、
全
右
「
正
倉
院
の

　
　
　
書
蹟
し
図
版
二
四

　
⑬
　
全
右
「
書
遭
全
集
」
挿
図
一
四
、
全
右
「
正
倉
院
」
一
六
四
頁
、
全
右
「
正
倉
院
の

　
　
　
書
蹟
」
図
版
六

　
⑯
　
初
例
は
白
鳳
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
「
金
剛
場
陀
羅
尼
経
」
・
全
「
長
谷
寺
法
華
相

　
　
　
図
銅
板
銘
」
。
な
お
屏
風
花
蝿
帳
所
載
の
品
目
に
「
欧
陽
詞
真
跡
屏
風
一
具
十
二
扇
」

　
　
　
が
あ
り
、
道
鏡
が
こ
の
実
物
を
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
年
）
十
二
月
に
借
り
．
出
し

　
　
　
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
（
全
右
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
四
七
頁
）

　
　
　
目
　
目
録
の
記
載
品
目
の
申
に

　
東
大
寺
献
物
長
の
記
載
品
目
の
名
称
自
体
に
王
裁
之
が
直
接
間
接
に
顔
を
み
せ

る
の
は
、
国
家
珍
宝
帳
・
屏
風
花
蕗
帳
お
よ
び
大
小
王
真
跡
帳
の
三
目
録
で
あ

　
　
　
　
　
天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
譲
之
」
　
（
野
津
）

り
、
そ
の
う
ち
の
国
家
珍
宝
帳
の
関
係
部
分
を
掲
げ
て
み
る
と
、

　
雑
集
一
巻
　
白
麻
紙
紫
檀
軸
紫
羅
標
締
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
右
平
城
宮
御
宇
　
後
太
上
天
皇
御
書

　
孝
経
一
巻
　
麻
紙
轟
璃
軸
滅
紫
紙
標
締
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
右
平
城
宮
御
宇
　
申
太
上
天
皇
御
書

　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
頭
陀
寺
碑
文
粁
杜
家
立
成
一
巻
　
麻
紙
紫
檀
軸
紫
羅
襟
締
帯

　
楽
毅
論
一
巻
　
白
麻
紙
馬
璃
軸
紫
紙
襟
締
帯

　
　
右
二
巻
　
　
　
　
皇
太
后
御
書

　
原
皇
后
之
日
相
贈
信
幣
之
物
一
箱
封

　
書
法
廿
巻

　
　
掘
晋
右
将
軍
王
義
之
草
書
巻
第
一
　
廿
五
行
黄
紙
紫
檀
軸
紺
綾
標
締
帯

　
　
同
裁
之
草
書
巻
第
二
　
五
十
行
蘇
芳
紙
紫
檀
軸
紺
綾
標
緒
帯

　
　
　
（
下
略
）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
裁
之
は
右
の
よ
う
に
「
楽
毅
論
」
に
お
い
て
は
作
品
名

を
通
し
て
間
接
的
に
、
　
「
書
法
廿
巻
」
に
お
い
て
は
そ
の
内
訳
と
し
て
書
か
れ
た

品
目
名
称
に
じ
か
に
、
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
楽
毅
論
が
王
裁
之
の
正
書
（
槽
書
）
の
第
一
等
に
お
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
に
も
著
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
先
の
記
載
で
は
、
　
「
右
」
は
「
皇
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

后
御
書
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
幸
い
今
日
に
残
る
実
物
で
は
巻
末
に
「
天
平
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

年
十
月
三
日
藤
三
娘
」
の
署
名
が
み
ら
れ
、
ま
た
こ
の
巻
物
の
標
紙
に
も
「
紫
微

　
　
⑥

申
台
御
書
」
と
か
か
れ
て
あ
る
か
ら
、
目
録
に
あ
る
記
名
と
実
物
遺
品
に
示
さ
れ

た
二
記
名
は
照
応
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
古
来
こ
の
「
御
書
」
は
光
明

皇
后
の
「
御
自
筆
」
と
解
さ
れ
て
き
た
、
す
な
わ
ち
、
光
明
皇
后
が
王
義
之
の
楽
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天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
　
（
野
津
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

毅
論
を
臨
書
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭

和
二
十
一
年
秋
、
正
倉
院
御
物
の
一
部
が
、
奈
良
の
国
立
博
物
館
で
初
め
て
公
開

さ
れ
た
。
そ
の
申
に
「
御
書
」
楽
毅
論
も
あ
っ
た
。
戦
前
か
ら
高
名
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
ず
い
ぶ
ん
な
こ
み
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
も
こ
の
時
二
日
に
わ
た
っ

て
二
回
拝
観
し
た
。
こ
の
楽
毅
論
の
公
開
は
こ
う
し
て
古
都
を
賑
わ
せ
た
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
を
機
に
楽
毅
論
に
関
す
る
諸
説
を
促
し
、
そ
の
後
の
学
界
を
賑
わ
せ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
本
稿
の
主
題
か
ら
す
る
と
い
さ
さ
か
冗
長
と
な
る
が
、
楽

毅
論
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
国
家
珍
宝
帳
の
他
の
記

載
に
も
か
か
わ
る
大
切
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
楽
毅
論
に
関
す
る
諸
説
に

つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
お
も
う
。

　
楽
毅
論
の
筆
蹟
が
男
性
的
に
感
じ
ら
れ
る
疑
問
に
出
発
し
て
、
国
家
珍
宝
帳
に

「
皇
太
后
御
書
」
と
あ
る
「
御
書
」
、
ま
た
楽
毅
論
の
標
紙
に
「
紫
微
中
台
御

書
」
と
あ
る
「
御
書
」
は
、
光
明
皇
后
の
白
筆
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
「
御
蔵

書
」
と
と
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
在
来
の
通
説
を
否
定
さ
れ
た
の
は
石
田
茂
作
博

士
で
あ
っ
た
／
（
『
正
倉
院
御
物
楽
毅
論
に
つ
い
て
』
「
史
迩
と
美
術
」
一
七
ノ
七
）
博

士
は
「
御
書
」
を
御
蔵
書
の
意
味
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
楽
毅
論
の
本
文
の
部

分
と
署
名
の
部
分
と
の
紙
質
が
相
違
し
継
が
れ
て
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
両
方
の
部

分
の
筆
致
が
異
る
よ
う
で
あ
る
疑
点
も
、
氷
解
さ
れ
る
と
説
か
れ
た
。
三
田
清
白

氏
も
御
蔵
書
説
を
と
ら
れ
、
大
日
本
古
文
書
巻
二
十
五
附
録
正
倉
院
御
物
出
納
文

書
延
暦
十
二
年
六
月
十
一
日
曝
涼
目
録
、
同
じ
く
弘
仁
二
年
九
月
廿
五
日
資
財
勘

録
を
あ
げ
、
そ
こ
で
は
「
御
書
」
の
申
に
楽
毅
論
な
ど
と
共
に
「
王
義
之
書
法
廿

巻
」
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
　
「
御
書
」
が
御
自
筆
の
意
味
に
と
れ
な

い
こ
と
の
一
例
を
示
さ
れ
た
。
（
『
御
物
楽
毅
論
に
っ
い
て
』
「
史
述
と
美
術
」
一
七
ノ
五
）

他
方
藪
田
嘉
一
郎
氏
も
「
御
書
」
な
る
語
に
二
様
の
義
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ

れ
春
秋
左
氏
伝
の
哀
公
三
年
の
伝
や
、
旧
唐
書
の
経
籍
志
や
、
玉
海
や
、
日
本
書

紀
大
化
五
年
三
月
蘇
我
倉
山
田
麻
呂
纏
に
死
す
の
条
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
、
さ
ら

に
コ
応
御
蔵
書
説
の
側
に
立
っ
て
立
論
し
た
い
」
と
し
て
後
で
触
れ
る
毛
利
久

氏
や
田
申
塊
堂
博
士
の
所
説
を
批
判
し
な
が
ら
、
　
「
以
上
要
す
る
に
『
御
書
』
な

る
語
に
関
す
る
限
り
御
蔵
書
の
意
に
解
し
て
何
等
抵
触
す
る
と
こ
ろ
を
見
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
方
が
自
然
な
る
見
方
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
　
（
申
略
）
し
か
し
最
後
の

決
定
は
（
中
略
）
更
に
将
来
の
研
鎖
に
侯
つ
こ
と
切
」
と
さ
れ
た
。
（
『
楽
毅
論
の

「
御
書
」
の
語
に
っ
い
て
』
「
史
迩
と
美
術
」
一
七
ノ
五
）
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
御
蔵

書
説
1
「
新
説
」
1
に
対
し
て
田
申
博
士
は
、
新
説
の
い
う
楽
毅
論
の
両
部
分

の
筆
致
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
　
「
継
紙
に
よ
る
疑
点
の
先
入
感
が
お
し
及
ぽ
す
観

方
」
で
「
筆
蹟
比
較
に
於
て
余
り
外
見
に
と
ら
わ
れ
た
る
感
が
あ
る
」
と
さ
れ
、

本
文
の
筆
致
が
男
性
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
疑
点
に
つ
い
て
は
「
臨
書
は
内
的
に

も
外
的
に
も
そ
の
手
本
に
似
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
手
本
が
雄
健
な
も
の
で
あ
れ

ば
臨
書
も
叉
然
り
で
、
そ
こ
に
は
男
女
の
区
別
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
ら

れ
、
さ
ら
に
も
し
楽
毅
論
が
た
だ
の
御
蔵
書
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
御
蔵
書
で
あ
っ

た
「
書
法
廿
巻
」
と
区
別
し
て
、
何
故
と
く
に
「
御
書
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
さ
れ
た
。
（
『
御
物
楽
毅
論
の
新
説
に
っ
い
て
』
　
「
史
述
と
美
術
」
一
七
ノ
ニ
）

毛
利
久
氏
も
御
自
筆
説
側
に
た
た
れ
、
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
天
応
元
年
八
月
十
二

日
の
記
載
お
よ
び
同
月
十
八
日
の
返
納
文
書
の
記
載
に
注
意
さ
れ
て
、
そ
こ
で
は

国
家
珍
宝
帳
の
記
す
「
御
書
」
四
巻
を
指
し
て
「
時
々
御
製
書
」
と
あ
る
上
、
そ

の
時
点
が
国
家
珍
宝
帳
の
成
っ
た
天
平
勝
宝
八
年
か
ら
僅
か
二
十
五
年
経
っ
た
に

す
ぎ
な
い
か
ら
「
時
々
御
製
書
」
な
る
文
字
は
尊
重
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
と
述
べ
、
「

文
献
上
か
ら
考
へ
て
も
、
楽
毅
論
は
光
明
皇
后
の
御
自
筆
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
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さ
れ
た
、
　
（
『
楽
毅
論
と
光
明
皇
后
』
「
史
述
と
美
術
」
一
七
ノ
ニ
）
尤
も
同
氏
の
こ

の
説
に
対
し
て
は
先
に
あ
げ
た
藪
田
嘉
一
郎
氏
が
、
　
「
時
々
御
製
書
」
は
奈
良
末

期
に
た
だ
一
回
し
か
出
な
い
孤
護
で
あ
り
、
し
か
も
「
御
製
御
書
」
な
ら
意
味
も

わ
か
る
が
、
す
で
に
し
て
御
製
－
御
自
作
の
文
ー
で
も
な
い
楽
毅
論
を
「
御
製
」

と
す
る
は
間
違
い
で
あ
る
の
で
、
続
く
「
書
」
を
如
何
な
る
意
味
に
解
し
よ
う
と

も
「
御
製
書
」
な
る
語
は
意
味
を
な
さ
な
い
不
可
思
議
な
も
の
だ
、
と
反
論
き
れ

た
。
　
（
同
氏
前
掲
論
文
）
　
な
お
毛
利
氏
は
天
応
元
隼
の
返
納
文
書
曲
延
暦
十
二
年

の
曝
涼
目
録
・
弘
仁
二
年
の
資
財
勘
録
⑱
斉
衡
三
年
の
勘
宝
帳
の
記
載
内
容
や
国

家
珍
宝
帳
に
貼
布
さ
れ
た
付
菱
に
楽
毅
論
と
宋
書
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
存
の
楽
毅
論
の
他
に
「
頭
陀
寺
碑
文
粁
杜
家
立
成
」
と
巻
を
同
じ
く
し
た
楽
毅

論
も
あ
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
、
前
記
の
天
応
元
隼
八
月
時
点
が
お
そ
ら
く
献
物
の

正
倉
院
か
ら
の
初
出
蔵
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
際
に
別
の
一
巻
が
加
え
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
と
し
、
さ
ら
に
仮
定
し
て
そ
れ
が
何
時
か
何
か
の
事
情
で
正
倉
院
か
ら
姿

を
消
し
て
し
ま
っ
た
時
、
そ
れ
に
あ
っ
た
御
署
名
の
部
分
の
み
を
残
し
て
、
こ
れ

を
今
一
つ
の
在
来
の
楽
毅
論
－
現
存
の
楽
毅
論
1
に
加
え
一
緒
に
改
装
し
た
、
と

も
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
　
（
『
再
び
光
明
皇
后
御
書
楽
毅
論
に
っ
い
て
』
「
史

述
と
美
術
」
一
七
ノ
五
）
　
紙
面
の
都
合
で
両
説
そ
れ
ぞ
れ
の
全
部
に
わ
た
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
大
体
の
論
点
に
は
触
れ
た
か
と
お
も
う
。
近
時
、
こ
れ
ら
の
問

題
に
つ
い
て
総
括
的
に
述
べ
、
御
自
筆
説
を
詳
説
さ
れ
た
の
は
神
田
喜
一
郎
博
土

で
あ
る
。
博
士
は
「
ご
く
一
部
の
学
者
の
間
に
止
る
が
（
申
略
）
い
さ
さ
か
そ
の

誤
で
あ
る
こ
と
を
弁
じ
て
お
き
た
い
」
と
し
て
、
　
「
揚
王
義
之
書
」
に
は
「
御
書
」

と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
国
家
珍
宝
帳
申
の
「
御
書
」
の
宇

面
を
「
御
手
蹟
」
の
意
味
に
解
し
て
こ
そ
わ
か
る
の
だ
と
説
か
れ
た
。
ま
た
本
文

の
部
分
と
署
名
の
部
分
と
が
用
紙
を
異
に
す
る
間
題
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
同
一
で

　
　
　
　
　
天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
　
（
野
津
）

あ
る
べ
き
必
然
的
理
由
が
な
い
」
か
ら
「
楽
毅
論
が
皇
后
の
御
筆
で
あ
る
こ
と
を

否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
筆
勢
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
結
局
は

水
掛
け
論
に
な
る
と
思
う
が
（
申
略
）
結
体
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
礫

法
の
じ
と
き
、
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
い
か
。
多
少
と
も
書
法
を
解
す
る
人
で
あ

る
な
ら
ば
、
決
し
て
別
筆
と
は
認
め
な
い
と
信
ず
る
。
」
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
「
率

直
に
い
う
と
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
楽
毅
論
の
文
字
は
単
な
る
書
蹟
と
し
て
見
た
場

合
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
人
が
口
を
き
わ
め
て
絶
讃
し
て
き
た
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど

優
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
、
　
（
申
略
）
皇
后
の
御
手
蹟
と
し
て
こ
そ
見
事
な

の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
光
明
皇
后
が
特
に
書
法
の
手
本
と
さ
れ
た
ほ
ど
の
も
の
な

ら
も
っ
と
立
派
な
書
蹟
で
あ
る
べ
く
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
御
蔵
書
説
は
「
と
う

て
い
信
じ
ら
れ
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
（
『
光
明
皇
后
御
筆
楽
毅
論
』
前
掲
「
正

倉
院
の
書
蹟
」
四
～
五
頁
）
　
こ
う
し
て
今
日
、
御
自
筆
説
は
定
説
化
し
、
大
方
の

誇
書
も
こ
の
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
申
に
あ
っ
て

も
、
．
な
お
残
っ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
二
、
三
の
疑
問
が
あ
る
の
で
、
つ
い
で
に

記
し
て
お
き
た
い
と
お
も
う
。
一
は
毛
利
氏
が
想
定
さ
れ
た
、
現
存
の
楽
毅
論
の

他
に
「
頭
陀
寺
碑
文
井
杜
家
立
成
」
と
巻
を
同
じ
く
し
た
「
別
の
楽
毅
論
」
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
あ
っ
た
と
し
て
そ
れ
と
現
存
の
楽
毅
論
と
の
関
係
を
、
同

氏
が
仮
定
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
は
継

紙
に
関
す
る
田
申
博
士
の
所
説
に
「
問
題
の
焦
点
は
継
紙
に
あ
る
。
（
申
略
）
註
書

の
装
禎
の
様
子
よ
り
察
す
る
に
施
入
に
当
っ
て
同
時
に
施
さ
れ
た
も
の
の
や
う
で

あ
る
。
し
て
見
れ
ば
そ
れ
以
前
に
於
い
て
も
何
等
か
の
表
装
は
そ
れ
ぞ
れ
加
へ
ら

れ
て
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
偶
々
楽
毅
論
に
は
そ
の
巻
止
の
紙
に
年

記
と
御
署
名
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
裁
落
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
も
な
い
か
ら

そ
の
儘
改
装
に
附
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
（
申
略
）
あ
る
。
　
（
前
掲
『
御
物
楽
毅
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天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
　
（
野
津
）

論
の
新
説
に
つ
い
て
』
）
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
く
に
前
記
一

の
毛
利
氏
の
所
説
に
関
連
し
て
も
つ
疑
問
で
あ
る
。
三
は
楽
毅
論
の
文
字
を
書
蹟

と
し
て
見
た
場
合
、
神
田
博
士
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
果
し
て
「
そ
れ
ほ
ど
優
れ

た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
　
「
本

文
の
申
に
多
ぐ
見
え
る
『
天
』
の
字
や
『
大
』
の
字
と
、
御
署
款
の
最
初
に
あ
る

『
天
平
』
の
『
天
』
の
字
と
の
比
較
を
す
す
め
た
い
。
」
と
い
わ
れ
る
博
士
の
言
に

し
た
が
っ
≡
て
、
こ
の
楽
論
毅
の
両
部
分
を
書
の
立
場
か
ら
、
さ
ら
に
克
明
に
比
較

研
究
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

字
形
や
起
筆
の
角
度
だ
け
で
な
く
、
ど
の
程
度
の
筆
圧
が
ど
の
よ
う
に
移
動
し
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
運
筆
　
起
筆
・
送
筆
・
終
筆
　
と
、
と
も

に
あ
る
呼
吸
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
練
度
の
問
題
で
も
あ
る
。
な
お
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

本
芳
翠
氏
に
は
「
拝
観
御
書
楽
毅
論
」
の
一
文
が
あ
る
。
書
家
の
立
場
か
ら
の
発

言
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
今
後
「
御
書
」
楽
毅
論
の
「
御
書

」
を
め
ぐ
っ
て
、
再
び
有
カ
な
御
蔵
書
説
が
出
る
と
し
て
も
、
そ
の
書
名
か
ら
、

ま
た
現
存
の
楽
毅
論
か
ら
、
さ
ら
に
念
を
入
れ
て
い
う
な
ら
、
す
く
な
く
と
も
そ

の
署
名
の
部
分
か
ら
、
こ
の
時
代
の
わ
が
国
に
お
い
て
実
際
に
王
義
之
の
書
が
学

ば
れ
て
い
た
と
い
え
る
こ
と
ま
で
、
否
定
さ
れ
は
し
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
当
時
学
ば
れ
て
い
た
王
義
之
の
書
は
こ
の
楽
毅
論
の
み
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
る
の
は
、
国
家
珍
宝
帳
の
記
載

の
申
で
楽
毅
論
の
次
に
み
え
る
「
書
法
廿
巻
」
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
書
法

」
は
書
の
手
本
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
こ
の
記
載
の
一
部
を
抜
率
し
て
示
し
た
と

お
り
、
ご
の
書
法
は
何
れ
も
「
揚
王
義
之
書
」
す
な
わ
ち
王
義
之
書
の
撮
募
品
で

あ
る
。
‘
「
撮
」
と
は
真
跡
の
上
に
紙
を
の
せ
て
文
宇
の
輸
廓
を
写
し
、
さ
ら
に
そ

の
申
に
墨
を
入
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
作
品
を
い
う
。
王
義
之
が
没
し
て
数
百
年

経
っ
た
時
代
、
と
り
わ
け
唐
朝
が
積
極
的
に
彼
の
書
を
蒐
め
た
当
時
の
わ
が
国
で

は
彼
の
真
跡
を
得
る
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
い
き
お
い
こ
こ
に

「
撮
」
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
実
は
そ
の
揚
で
さ
え
、
容
易
に
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

本
場
の
唐
で
は
皇
帝
の
命
に
　
1
よ
っ
て
「
掘
書
人
」
と
よ
ば
れ
る
僅
か
の
人
だ
け
が

揚
翠
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
皇
帝
は
こ
れ
を
皇
族
。
貴
族
・
功
臣
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

賜
物
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
書
法
廿
巻
」
も
唐
朝
の
日
本
朝
廷
へ

の
答
信
物
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
す
で
に
し
て
稀
少
価
値
の

そ
な
わ
る
揚
は
ま
た
、
真
跡
か
と
ま
じ
う
ほ
ど
の
優
品
で
も
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
そ
の
現
物
を
今
日
に
伝
え
な
い
が
、
揚
拳
品
で
あ
り
「
延
暦
勅
定
」
の
印
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

押
さ
れ
－
て
あ
る
「
喪
乱
帖
」
お
よ
び
「
孔
侍
申
帖
」
が
幸
い
今
日
に
遺
っ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
当
時
の
撮
撃
品
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
』
そ
れ
ら
は
虫
喰
い
の
跡
ま
で
も
丹
念
に
く
ま

ど
・
っ
て
あ
り
、
そ
め
填
墨
に
お
い
て
は
筆
勢
や
墨
気
ま
で
も
活
か
し
て
絶
妙
で
あ

る
。
押
捺
の
印
か
ら
桓
武
天
皇
時
代
に
は
朝
廷
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
が
「
書
法
廿
巻
」
の
断
片
か
と
想
定
さ
れ
る
の
も
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。

　
か
く
て
「
書
法
廿
巻
」
は
・
「
揚
」
と
は
い
え
、
王
義
之
書
の
真
を
よ
く
伝
え
る

も
の
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
巻
の
次
第
を
そ
の
註
記
に
よ
っ

て
み
る
と
、
巻
は
第
一
か
ら
第
十
へ
、
そ
し
て
第
五
十
一
か
ら
第
六
十
へ
杢
っ
で

別
に
コ
扇
書
」
な
る
も
の
が
一
巻
添
え
ら
れ
て
あ
る
。
巻
の
番
号
が
一
連
続
く
な

か
で
、
第
十
一
か
ら
第
五
十
に
か
け
て
な
い
の
は
一
見
不
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い
は
将
来
き
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
一
連
〕
ハ
十
巻
」
と
い
う
膨
大
な
「

書
法
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
侵
巻
に
よ
っ
て
は
書
体
を
示
し
た
も
の
も
あ
る
の
で

そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
草
書
が
十
巻
、
行
書
が
一
巻
、
真
草
干
字
文
が
一
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巻
、
扇
書
が
一
巻
で
あ
り
他
は
不
明
で
あ
る
。
お
も
う
に
十
巻
も
の
草
書
の
申
に

は
、
か
の
十
七
帖
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
書
法
廿
巻
」
の
内
訳
註

記
か
ら
察
し
得
る
王
義
之
書
法
の
次
第
は
、
お
よ
そ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
天
平
時
代
に
は
王
義
之
の
手
本
が
数
多
く
、
し
か
も
体
系
だ
て
ら
れ

て
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
東
大
寺
献
物
帳
申
の
「
大
小
王
真
跡
帳
」
の

記
す
「
大
小
王
真
跡
」
は
、
そ
の
実
物
が
今
日
に
遺
ら
な
い
の
で
詳
し
く
は
わ
か

ら
な
い
が
、
拳
品
に
対
し
て
は
は
っ
き
り
と
「
揚
」
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
献
物
帳

の
記
載
の
仕
方
か
ら
し
て
、
先
の
「
真
跡
」
は
そ
の
宇
面
ど
お
り
に
王
義
之
の
真

跡
だ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

　
「
国
家
珍
宝
帳
の
記
載
品
目
の
申
に
」
み
え
る
「
王
義
之
」
は
お
よ
そ
右
の
よ

う
で
あ
る
。
王
義
之
の
か
か
わ
る
目
録
と
し
て
は
、
な
お
「
屏
風
花
睡
帳
」
と
、

い
ま
僅
か
に
ふ
れ
た
「
大
小
王
真
跡
帳
」
が
あ
る
。

⑧②①④⑦⑥⑤⑪⑩⑨⑧
聖
武
天
皇

元
正
天
皇

こ
の
箇
処
に
「
楽
毅
論
」
と
朱
書
し
た
付
菱
が
あ
る
。
楽
毅
論
の
「
御
書
」
論
争
の

申
で
注
視
さ
れ
た
。

前
掲
「
書
道
全
集
」
第
九
巻
・
図
版
四
二
～
四
三
、
前
掲
「
正
倉
院
」
図
版
一
二
。

挿
図
二
一
、
前
掲
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
図
版
二
・
一
六
～
一
七

藤
原
氏
（
不
比
等
）
の
三
番
目
の
娘
の
意

皇
后
宮
職
が
改
称
拡
大
し
た
も
の
、
こ
こ
で
は
光
明
皇
后
を
指
す
。

楽
毅
論
は
申
国
戦
国
時
代
燕
国
宰
相
楽
毅
に
つ
い
て
三
国
時
代
夏
侯
泰
初
が
論
じ
た

人
物
論
で
あ
る
。

松
本
芳
翠
「
臨
池
六
十
年
」
（
二
玄
杜
・
昭
和
三
七
年
）
七
八
～
八
四
頁

真
田
但
馬
「
申
国
書
道
史
上
」
（
木
耳
杜
・
昭
和
四
二
年
）
ニ
ハ
四
頁

前
掲
「
正
倉
院
の
書
蹟
」
挿
図
七
七

前
掲
「
書
道
全
集
」
第
四
巻
・
図
版
二
八
～
三
一
、
一
六
四
～
ニ
ハ
五
頁

　
　
天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
義
之
」
　
（
野
津
）

⑲⑫

全
右
・
図
版
三
二
～
三
三
、
ニ
ハ
五
頁

申
国
文
化
叢
書
1
0
（
大
修
館
・
昭
和
四
三
年
）

二
〇
八
頁

　
　
　
　
わ
　
わ
　
り
　
に

　
天
平
時
代
に
お
い
て
は
、
王
讃
之
の
書
法
が
あ
る
い
は
六
十
巻
で
あ
っ
た
か
と

推
測
で
き
る
ほ
ど
に
、
多
量
に
し
か
も
体
系
だ
っ
て
将
来
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

は
主
と
し
て
朝
廷
に
お
い
て
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
に
「
国
家
珍
宝
」

と
さ
れ
る
ほ
ど
に
最
高
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
書
の
理
想
美
も
当
然

こ
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
志
向
が
、
周
辺
の
貴
族
層
や
申
央

一
地
方
の
下
級
官
人
の
志
向
と
も
な
る
申
で
、
王
義
之
は
手
師
申
の
手
師
と
し
て

著
わ
れ
、
万
葉
集
の
歌
の
戯
書
の
申
に
も
、
そ
の
名
を
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。

　
天
平
時
代
に
お
け
る
「
王
譲
之
」
に
つ
い
て
、
主
要
な
問
題
を
検
討
し
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
な
お
研
究
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

先
に
考
察
し
た
朝
廷
の
王
義
之
へ
の
傾
倒
が
、
他
の
階
層
ま
た
は
地
方
へ
ど
の
程

度
浸
潤
し
た
か
を
、
実
証
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
資
料
的
制
約
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
問
題
を
解

明
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

sokyu


