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『
東
雅
』
で
の
文
献
利
用
の
傾
向

尾

留

川　
　
方　
孝

一　
は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
新
井
白
石
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
辞
書
『
東
雅
』
で
の
、
主
張
の
根
拠
や
具
体
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
の
利
用

状
況
を
た
ど
り
、『
東
雅
』
に
お
け
る
白
石
の
文
献
の
利
用
の
方
法
や
認
識
に
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
考
察
す
る（

1
）。
首
巻
を

含
め
全
二
十
一
巻
の
う
ち
、
本
稿
で
は
首
巻
か
ら
巻
五
ま
で
を
対
象
と
す
る
。

二　
『
東
雅
』
研
究
の
近
代
的
基
礎
お
よ
び
出
典
検
証
の
必
要
性

　
新
井
白
石
に
よ
る
『
東
雅
』
は
、
成
立
後
そ
れ
ほ
ど
た
た
な
い
う
ち
か
ら
写
本
で
ひ
ろ
ま
り
、
世
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
格
的

に
学
問
の
対
象
と
さ
れ
る
ま
で
や
や
時
間
が
か
か
っ
た
。
近
代
に
は
大
槻
如
電
に
よ
り
翻
刻
・
活
字
化
さ
れ
た
も
の
の
、
十
分
な
正
確
さ

を
持
っ
て
お
ら
ず
、
厳
密
な
翻
刻
は
二
十
世
紀
末
に
な
っ
て
か
ら
、
杉
本
つ
と
む
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
い
わ
い
『
東
雅
』
は
自
筆

本
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
伝
本
を
集
め
て
勘
校
し
原
本
の
姿
を
復
元
す
る
必
要
は
な
く
、
自
筆
本
の
厳
密
な
翻
刻
が
そ
の
ま
ま
研
究
の

基
礎
と
な
る
。
あ
わ
せ
て
研
究
の
大
き
な
助
け
と
な
る
詳
細
な
索
引
も
制
作
さ
れ
た
。
杉
本
つ
と
む
は
ま
た
、『
東
雅
』
の
成
立
の
年
代

や
事
情
を
、
白
石
の
手
紙
も
用
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。『
東
雅
』
は
、
国
語
学
で
は
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異
端
視
さ
れ
敬
遠
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
杉
本
つ
と
む
に
よ
り
よ
う
や
く
本
格
的
研
究
の
条
件
が
整
え
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（

2
）。

　
出
典
研
究
は
、『
東
雅
』
あ
る
い
は
新
井
白
石
の
学
問
的
手
法
や
態
度
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
基
礎
的
研
究
と
し
て
重
要
で
あ
る
も

の
の
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
松
村
明
に
よ
る
岩
波
日
本
思
想
大
系
の
校
注
は
出
典
を
多
く
明

ら
か
に
し
て
い
る
も
の
の
、
対
象
は
首
巻
と
巻
一
天
文
の
み
で
、
さ
ら
に
不
足
も
あ
る
。
た
と
え
ば
総
論
に
あ
る
「
呉
の
字
、
訛
胡
切
、

角
次
濁
音
を
も
て
よ
ぶ
べ
け
れ
ど
」
や
「
漢
の
字
、
虞
汗
切
、
羽
次
淸
音
を
も
て
呼
ぶ
べ
け
れ
ど
」
は
、
と
も
に
『
古
今
韻
会
挙
要
』
に

依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
松
村
明
は
な
に
も
指
摘
し
て
い
な
い
。

　
凡
例
に
よ
れ
ば
『
東
雅
』
は
出
典
を
明
示
す
る
方
針
と
い
う
も
の
の
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
凡
例
の
最
後

で
「
其
書
せ
し
所
を
顧
る
に
、
耄
言
紛
謬
、
援
引
失
據
す
く
な
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
み
ず
か
ら
読
み
返
し
た
う
え
で
、
引
用
文
や
典
拠
の

提
示
が
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
く
不
備
が
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、「
業
已
に
志
倦
、
氣
疲
れ
ぬ
。
た
ゞ
そ
の
太
甚
な
る
も
の
を
刪
去
き
て
、

後
者
の
改
定
を
埃
つ
」
と
修
正
し
き
れ
な
か
っ
た
と
結
ば
れ
て
い
る
。
手
紙
で
も
「
引
用
書
二
百
部
余
も
候
べ
く
候
へ
ど
も
、
そ
ら
に
引

た
る
事
こ
ゝ
か
し
こ
覚
へ
損
じ
候
を
、
大
き
な
る
所
は
後
に
改
め
候
事
も
少
は
有
之
た
る
に
候
が
、
皆
は
精
力
も
無
之
」
と
同
様
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

　
杉
本
つ
と
む
は
厳
密
な
翻
刻
に
加
え
て
詳
細
な
書
名
索
引
を
制
作
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
東
雅
』
の
文
面
に
見
え
る
書
名
の
索
引
で

あ
っ
て
、
実
際
に
白
石
が
見
た
書
物
と
は
限
ら
な
い
。
杉
本
つ
と
む
も
、『
和
名
抄
』
か
ら
の
引
用
文
の
一
部
で
、
孫
引
き
で
あ
る
こ
と

が
明
白
な
書
名
も
、
実
際
に
見
た
と
考
え
ら
れ
る
書
名
と
区
別
せ
ず
に
載
せ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
出
典
が
記
さ
れ
て
い
な

い
引
用
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
杉
本
つ
と
む
は
「
自
分
で
原
典
な
ど
を
し
ら
べ
て
の
研
究
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
も
の

の
、『
東
雅
』
の
全
体
に
わ
た
る
出
典
研
究
を
公
開
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
た
だ
『
東
雅
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
そ
の
典
拠
を
断
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
用
い
た
書
物
群
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
て
い
て
、

引
用
が
一
字
一
句
変
え
ず
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
書
物
の
ど
の
部
分
か
ら
の
引
用
か
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
東

雅
』
で
用
い
た
書
物
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
網
羅
的
な
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
書
誌

学
的
な
意
味
で
利
用
さ
れ
た
文
献
が
具
体
的
に
な
に
か
特
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。『
古
史
通
或
問
』
上
で
は
「
異
端
小
説
の
ご
と
き
に
到
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り
て
は
断
じ
て
是
を
採
ら
ず
」（

3
）と
す
る
こ
と
と
違
い
、『
東
雅
』
凡
例
で
は
「
野
語
小
説
の
ご
と
き
も
相
参
て
證
発
す
べ
き
も
の
を
ば
、

必
ず
其
の
所
出
を
分
注
す
」
と
す
る
た
め
、
用
い
た
可
能
性
が
あ
る
書
物
は
か
な
り
ひ
ろ
が
る
。
さ
ら
に
、
典
拠
と
『
東
雅
』
の
文
面
が

完
全
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
首
巻
の
総
論
に
見
え
る
「
世
の
人
」
の
主
張
と
、
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
日
本
釈
名
』
の
文
面

が
完
全
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
出
典
に
つ
い
て
断
定
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
、
蓋
然
性
が
高

い
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た
条
件
下
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
い
く
つ
か
の
具
体
的
事
例
を
示
し
、『
東
雅
』

で
の
文
献
利
用
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三　
『
正
字
通
』
の
利
用

イ　
「
声
成
文
謂
之
音
…
…
」
は
『
詩
』
の
引
用
か

　
『
東
雅
』
首
巻
の
総
論
は
、
白
石
の
言
語
観
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
部
分
と
し
て
注
目
さ
れ
、
ま
た
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

中
で
出
典
は
記
さ
ず
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
聲
成
文
謂
之
音
…
…
」
と
い
う
文
は
『
詩
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
、
す
で
に
松
村
明
が
指

摘
し
て
い
る
。
杉
本
つ
と
む
は
そ
の
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
「
や
や
後
の
記
述
に
同
じ
く
こ
の
『
詩
経
』
の
こ
と
ば
に
の
っ
と
っ
て
、〈
言
・

詞
〉
の
義
を
よ
く
わ
き
ま
え
よ
と
い
う
と
こ
ろ
で
再
び
引
用
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、「『
詩
経
』
と
『
詩
経
』
の
註
釈
書
な
ど
が
白
石
に
一

つ
の
方
法
を
与
え
た
こ
と
を
し
る
」
と
み
ず
か
ら
の
主
張
を
述
べ
た
の
ち
、『
詩
経
』
に
言
及
し
な
い
加
藤
周
一
の
主
張
を
「
や
ぶ
に
ら
み
」

の
「
性
急
」「
短
絡
的
」
な
結
論
で
「〈
総
論
〉
を
読
ん
で
無
識
に
等
し
い
暴
論
」
で
あ
る
と
し
、「
自
分
で
原
典
な
ど
を
し
ら
べ
て
の
研

究
結
果
で
な
い
、
観
念
的
な
発
言
は
困
る
。
む
し
ろ
、
学
問
研
究
の
真
の
意
味
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
性
さ
え
み
ら
れ
る
」
と
言
葉
が
続
く（

4
）。

自
分
で
原
典
を
調
べ
る
必
要
性
を
う
っ
た
え
る
杉
本
つ
と
む
の
学
問
的
誠
実
さ
と
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
こ
で
原
典
を
実
際
に
調
べ
て
み
る
と
、『
詩
経
（
毛
詩
）』
の
大
序
の
は
じ
め
に
つ
ぎ
の
文
が
見
つ
か
る
。

詩
者
志
之
所
之
也
。
在
心
為
志
、
発
言
為
詩
、
情
動
於
中
、
而
形
於
言
、
言
之
不
足
、
故
嗟
歎
之
、
嗟
歎
之
不
足
、
故
永
歌
之
、
永
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歌
之
不
足
、
不
知
手
之
舞
之
、
足
之
蹈
之
也
。
情
発
於
声
、
声
成
文
謂
之
音
。
治
世
之
音
、
安
以
楽
、
其
政
和
。
乱
世
之
音
、
怨
以

怒
、
其
政
乖
。
亡
国
之
音
、
哀
以
思
、
其
民
困
。

　
こ
れ
と
『
東
雅
』
の
「
聲
成
文
謂
之
音
。
音
發
爲
言
、
言
之
成
文
爲
詞
」
と
い
う
引
用
文
と
お
ぼ
し
き
文
面
を
見
く
ら
べ
る
と
、
一
致

す
る
の
は
「
聲
成
文
謂
之
音
」
だ
け
で
、
後
半
の
「
音
發
爲
言
」
以
降
の
文
は
『
詩
経
』
に
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
杉

本
つ
と
む
が
『
詩
経
』
に
基
づ
く
と
す
る
「
や
や
後
の
記
述
」
に
は
『
詩
経
』
と
一
致
す
る
文
面
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
た
『
詩
経
』
大

序
の
文
脈
は
、
詩
が
人
々
の
心
か
ら
生
じ
て
う
た
わ
れ
る
の
で
、
国
の
中
で
う
た
わ
れ
る
詩
を
聞
け
ば
、
人
々
の
心
の
う
ち
が
わ
か
り
政

治
の
治
乱
が
よ
く
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
、
為
政
者
が
詩
に
意
識
を
向
け
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
東
雅
』
の
「〈
言
・
詞
〉
の
義

を
よ
く
わ
き
ま
え
よ
」
と
い
う
内
容
と
は
ま
っ
た
く
つ
な
が
ら
な
い
。
つ
ま
り
『
東
雅
』
と
『
詩
経
』
で
合
致
し
て
い
る
の
は
「
声
成
文

謂
之
音
」
の
部
分
だ
け
で
あ
り
、
合
致
し
な
い
部
分
の
方
が
多
く
、
脈
絡
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
て
不
審
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
調
べ
て
み
る
と
、『
正
字
通
』
の
「
詞
」
の
項
目
に
つ
ぎ
の
文
面
が
見
つ
か
る
。

詞
〈
斯
時
切
、
音
辭
。
文
也
。
告
也
。（
中
略
）
説
文
、
音
内
而
言
外
。
在
音
之
内
、
言
之
外
也
。
声
成
文
謂
之
音
。
此
詞
直
音
内

之
助
声
、
不
出
于
音
。
故
曰
音
之
内
。
直
言
曰
言
、
一
字
曰
言
、
此
詞
皆
在
句
之
外
、
故
曰
言
之
外
、
如
楚
辞
魂
兮
歸
来
些
。
些
亦

詞
也
。
按
此
、
即
徐
氏
傳
、
會
説
文
之
曲
説
。
後
人
皆
未
加
考
正
、
不
知
音
發
爲
言
、
言
之
成
文
爲
詞
。
運
而
不
相
離
、
未
可
以
内

外
岐
之
詞
與
兮
些
別
非
語
助
例
也
。
許
誤
、
徐
強
詰
尤
誤
。
…
…
〉

　
ひ
と
続
き
で
は
な
い
が
『
東
雅
』
の
文
面
に
あ
る
「
声
成
文
謂
之
音
」
と
「
音
發
爲
言
、
言
之
成
文
爲
詞
」
が
見
え
る
。
文
末
の
助
字

に
つ
い
て
、
ま
ず
『
説
文
』
の
文
面
を
示
し
た
う
え
で
、『
楚
辞
』
巻
九
招
魂
の
「
魂
兮
帰
来
」
で
は
じ
ま
る
文
章
の
中
で
、
句
の
お
わ

り
に
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
「
些
」、
お
よ
び
「
魂
兮
」
の
「
兮
」
を
念
頭
に
論
じ
、
そ
も
そ
も
許
慎
の
『
説
文
』
に
誤
り
が
あ
り
、

そ
の
の
ち
の
徐
鍇
が
『
説
文
繋
伝
』
で
誤
り
を
助
長
し
た
と
、
話
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、『
東
雅
』
で
論
じ
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ら
れ
て
い
る
「
言
」
と
「
詞
」
と
同
類
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
東
雅
』
に
は
、
日
本
語
の
「
ヒ
ル
（
昼
）」
の
「
ヒ
」
は
日
の
意
味
で
あ

り
（
こ
れ
が
「
言
」）、「
ル
」
は
独
立
し
た
特
有
の
意
味
は
持
た
な
い
「
詞
助
」
だ
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
こ
の
「
詞
助
」
こ
そ
、『
正
字

通
』
で
説
明
さ
れ
て
い
る
「
詞
」
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
正
字
通
』
の
「
詞
」
は
、
文
面
と
脈
絡
の
両
方
に
お
い
て
『
東
雅
』
と

合
致
し
て
い
る
。
合
致
の
程
度
か
ら
は
、『
東
雅
』
の
典
拠
は
『
詩
経
』
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、『
正
字
通
』
こ
そ
が
典
拠
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
杉
本
つ
と
む
は
『
正
字
通
』
が
『
東
雅
』
で
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
『
詩

経
』
大
序
が
典
拠
と
考
え
て
い
る
。
白
石
は
か
つ
て
『
詩
経
』
の
講
義
を
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
『
詩
経
』
を
読
み
込
み
、
ま
た
そ
れ
に

触
発
さ
れ
て
『
万
葉
集
』
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
、
人
生
史
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
が
あ
り
、『
詩
経
』
や
そ
の
研
究
か
ら
得

た
成
果
が
『
東
雅
』
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
個
別
具
体
的
な
引
用
文
の
出
典
は
直
接
に
は
関
係
が

な
い
の
だ
か
ら
、『
詩
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
判
断
す
る
根
拠
は
別
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
根
拠
は
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て

は
い
な
い
。
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
も
不
明
で
あ
る
。

ロ　
「
淀
」
の
説
明
は
西
域
伝
に
よ
る
の
か

　
「
淀
」
は
独
立
し
た
項
目
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
巻
二
地
輿
の
河
海
に
あ
る
「
河
」
の
項
目
の
中
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
淀

の
字
も
と
西
域
傳
に
其
水
渟
居
と
い
ふ
。
渟
の
字
と
音
同
じ
と
い
ふ
事
あ
り
。〈
轉
注
古
音
〉」
と
示
し
て
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
最
後
に
あ
る
「
転
注
古
音
」
に
つ
い
て
、
杉
本
つ
と
む
の
書
名
索
引
に
は
見
え
な
い
。
杉
本
つ
と
む
は
こ
れ
を
、
漢
字
の
成
り
立

ち
の
分
類
の
六
書
の
一
つ
「
転
注
」
の
こ
と
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
音
が
古
い
音
で
あ
る
と
説
明
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。『
東
雅
』

が
こ
の
直
前
で
、『
文
選
』
の
江
賦
を
引
用
し
て
「
澱
と
淀
と
は
古
字
通
ず
」
と
す
る
『
和
名
抄
』
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
そ

こ
に
見
え
る
「
古
字
」
に
関
係
づ
け
て
「
古
音
」
を
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
西
域
伝
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
、
文
面
通
り
に
受
け

止
め
て
い
る
こ
と
は
、
書
名
索
引
に
「
西
域
伝
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
『
漢
書
』
西
域
伝
を
見
て
み
る
と
、
西
域
の
地
理
的
説
明
の
中
に
一
致
す
る
文
面
が
あ
る
の
だ
が
、
後
半
の
「
渟
の
字
と
音
同
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じ
」
と
一
致
す
る
文
面
は
、
本
文
に
も
顔
師
古
の
注
に
も
見
え
な
い
。『
東
雅
』
の
文
面
か
ら
は
「
渟
の
字
と
音
同
じ
」
ま
で
が
引
用
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
疑
問
が
残
る
。
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
「
其
水
渟
居
」
も
『
漢
書
』
で
は
「
其
水
亭
居
」
と
あ
っ
て
、「
渟
」
と
「
亭
」

の
違
い
が
あ
り
、
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
。

　
ほ
か
に
『
通
雅
』
に
「
前
西
域
傳
、
其
水
亭
居
」
と
い
う
一
致
す
る
記
述
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
渟
淀
之
音
奠
」
と
も
あ
る
。『
東

雅
』
に
あ
る
「
渟
の
字
と
音
同
じ
」
と
文
面
は
異
な
る
が
、
内
容
的
に
は
合
致
す
る
。『
通
雅
』
で
は
こ
れ
ら
の
文
面
を
「
転
注
略
」
の

引
用
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
探
す
と
『
正
字
通
』
に
「
淀
〈
蕩
見
切
、
音
殿
。
淺
水
也
。
今
北
方
防
水
艸
之
地
、
皆
謂
之
淀
。
轉
注
古
音
曰
、
史
記
決
河
渟

水
放
之
海
。
前
西
域
傳
其
水
渟
居
。
考
工
記
奠
水
。
亭
奠
卽
淀
字
。
渟
淀
之
音
奠
。
猶
廷
轉
音
定
又
轉
爲
殿
也
。〉」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は

『
東
雅
』
の
「
渟
の
字
と
音
同
じ
」
と
内
容
的
に
合
致
す
る
「
渟
淀
之
音
奠
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
し
、『
漢
書
』
や
『
通
雅
』
で
の
引
用

文
で
は
「
其
水
亭
居
」
と
「
亭
」
の
字
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
「
其
水
渟
居
」
と
「
渟
」
の
字
に
な
っ
て
い
て
、『
東
雅
』
の

文
面
と
完
全
に
一
致
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
「
転
注
古
音
」
の
引
用
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
正
字
通
』
の
文
面
は
、『
東
雅
』
の
割

注
に
あ
る
文
面
と
完
全
に
合
致
す
る
。

　
「
転
注
古
音
」
は
書
名
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
通
雅
』
に
は
出
典
を
「
転
注
略
」
と
し
、
そ
の
引
用
と
し
て
、『
漢
書
』
西
域
伝
の
引
用

を
は
さ
ん
で
、
直
前
に
『
史
記
』
か
ら
の
引
用
、
直
後
に
『
周
礼
』
考
工
記
の
引
用
と
列
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、『
正
字
通
』
に
あ
る
「
転

注
古
音
」
か
ら
の
引
用
部
分
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、「
転
注
古
音
」
と
「
転
注
略
」
は
同
一
の
書
物
で
、『
転
注
古
音
略
』
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
『
転
注
古
音
略
』
を
見
る
と
、
西
域
伝
の
引
用
は
複
数
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
に
合
致
す
る
「
渟
」
や
「
淀
」
に
言

及
す
る
文
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
『
史
記
』
の
引
用
、『
漢
書
』
西
域
伝
の
引
用
、
周
礼
考
工
の
引
用
と
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
を
あ
ら

た
め
て
探
す
と
、『
古
今
韻
会
挙
要
』
に
該
当
す
る
記
述
が
見
え
る
。『
通
雅
』
や
『
正
字
通
』
で
は
「
転
注
略
」「
転
注
古
音
」
か
ら
の

引
用
と
し
て
い
る
が
、『
古
今
韻
会
挙
要
』
か
ら
の
引
用
の
誤
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
『
転
注
古
音
略
』
を
直
接
参

照
し
て
『
東
雅
』
の
文
面
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。

　
よ
う
す
る
に
、「
淀
」
の
字
に
つ
い
て
、『
東
雅
』
の
文
面
に
は
「
西
域
伝
」「
転
注
古
音
」
と
い
う
書
名
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
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を
直
接
用
い
た
の
で
は
な
く
、『
正
字
通
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

ハ　
「
ア
ハ
ユ
キ
」
お
よ
び
「
霞
」
の
説
明
は
『
説
文
』
に
よ
る
の
か

　
巻
一
天
文
の
天
象
に
あ
る
「
雪
」
の
項
目
で
は
「
ア
ハ
ユ
キ
」
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。「
沫
雪
」
と
い
う
表
記
を
用

い
た
『
先
代
旧
事
紀
』
の
記
述
か
ら
は
じ
め
、
和
歌
に
も
言
及
す
る
。
そ
し
て
注
で
は
「
説
文
に
、
霰
稷ア

ハ
雪ユ
キ
也
、
言
雪
初
作
未
成
華
、
圓

如
稷
粒
也
と
み
え
た
れ
ば
」
と
示
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
察
を
さ
ら
に
進
め
て
い
る
。

　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
文
面
か
ら
は
当
然
『
説
文
』
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
の
で
調
べ
て
み
る
と
、『
説
文
解
字
』
十
一
、
雨
に
「
霰

〈
稷
雪
也
。
从
雨
散
聲
。
穌
甸
切
〉」
と
あ
る
。『
東
雅
』
に
あ
る
「
霰
稷
雪
也
」
と
は
一
致
す
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
続
く
「
言
雪
初

作
未
成
華
、
圓
如
稷
粒
也
」
と
合
致
す
る
文
面
は
な
い
。
ち
な
み
に
『
説
文
解
字
繋
伝
』
で
も
同
様
に
合
致
し
な
い
部
分
が
残
る
。『
説
文
』

あ
る
い
は
そ
の
注
釈
の
み
に
依
拠
し
て
『
東
雅
』
の
文
面
が
構
成
さ
れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　
他
を
調
べ
る
と
『
増
韻
』
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
文
面
が
見
つ
か
る
。『
増
韻
』
巻
四
、
三
十
二
に
は
「
霰
〈
先
見
切
。
説
文
、
稷
雪
也
。

蓋
雪
初
作
未
成
花
、
圓
如
稷
粒
、
撒
而
下
曰
霰
。〉」
と
あ
り
、『
説
文
』
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
部
分
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
一
致
し
な
い

の
は
、『
東
雅
』
で
「
言
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
「
蓋
」
と
な
っ
て
い
る
点
だ
け
で
、『
増
韻
』
を
見
た
が
記
憶
に
間
違
い
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
違
い
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
調
べ
る
と
『
正
字
通
』
に
も
同
じ
よ
う
な
文
面
が
見
つ
か
る
。『
正
字
通
』
雨
、

十
二
に
「
霰
〈
先
見
切
。
音
線
。
説
文
、
稷
雪
也
。
言
雪
初
作
未
成
花
、
圓
如
稷
𥹓𥹓
也
。
重
文
从
見
作
䨘䨘
義
同
。
…
…
〉」
と
あ
り
、
一

致
し
な
い
の
は
、『
東
雅
』
で
「
粒
」
と
あ
る
文
字
が
『
正
字
通
』
で
は
異
体
字
の
「
𥹓𥹓
」
に
な
っ
て
い
る
点
の
み
で
、『
正
字
通
』
を
見

た
も
の
の
一
般
に
用
い
ら
れ
る
字
体
を
用
い
て
異
体
字
は
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
白
石
は
『
説
文
』

に
依
拠
し
て
『
東
雅
』
の
文
面
を
書
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、『
増
韻
』
か
『
正
字
通
』
を
見
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
と
も
断
定
は
で
き
な
い
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
巻
一
天
文
の
天
象
に
あ
る
「
霞
」
の
項
目
に
見
え
る
、『
説
文
』
の
引
用
と
思
わ
れ
る
部
分
で
も
指
摘
で
き
る
。「
霞
」

に
つ
い
て
、
ま
ず
『
和
名
抄
』
を
引
用
し
、
続
け
て
「
説
文
に
、
雲
日
氣
相
薄
と
も
見
え
て
」
と
示
し
て
、
考
察
を
進
め
て
い
る
。
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そ
こ
で
ま
ず
説
文
を
調
べ
る
と
、『
説
文
解
字
』
巻
十
一
下
、
文
四
十
六
、
重
十
一
、
霞
に
「
赤
雲
氣
也
。
从
雨
叚
聲
。
胡
加
切
。」
と

あ
り
、『
東
雅
』
と
一
致
し
な
い
。
霞
に
つ
い
て
「
雲
日
氣
相
薄
」
と
説
明
す
る
も
の
を
探
し
て
み
る
と
、『
集
韻
』
巻
三
、
平
聲
三
、
麻

第
九
、
霞
「
雲
日
氣
相
薄
。
通
作
蝦
赮
。」
と
、『
古
今
韻
会
挙
要
』
巻
七
、
平
聲
下
、
六
、
霞
「
雲
日
氣
相
薄
。
增
韻
日
旁
彤
雲
通
作
赮

…
…
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
正
字
通
』
巻
三
十
六
、
雨
「
霞
〈
何
麻
切
、
音
遐
。
説
文
、
赤
雲
氣
也
。
雲
日
氣
相
薄
。
增
韻
、
日
旁
彤
雲
、

又
朝
霞
日
始
出
赤
氣
也
。
…
…
〉」
が
あ
る
。

　
説
明
内
容
の
「
雲
日
気
相
薄
」
は
三
つ
と
も
同
じ
だ
が
、『
正
字
通
』
に
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
雲
日
気
相
薄
」

の
直
前
に
、『
説
文
』
の
書
名
と
と
も
に
そ
の
文
面
を
引
用
し
て
い
る
。『
説
文
』
の
引
用
が
ど
こ
ま
で
続
く
か
外
形
上
は
明
確
で
な
く
、「
雲

日
気
相
薄
」
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
生
じ
う
る
。『
集
韻
』
と
『
古
今
韻
会
挙
要
』
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
生
じ
え
な
い
。

つ
ま
り
『
東
雅
』
は
『
正
字
通
』
を
見
て
、『
説
文
』
の
引
用
部
分
が
「
雲
日
気
相
薄
」
を
も
含
む
と
誤
解
し
、
さ
ら
に
『
説
文
』
の
「
赤

雲
氣
也
」
と
い
う
説
明
を
省
い
て
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
東
雅
』
の
文
面
が
『
説
文
』『
集
韻
』『
古
今
韻
会
挙
要
』
か
ら
作
ら
れ

る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。

　
こ
の
よ
う
に
『
東
雅
』
の
文
面
を
見
る
限
り
、『
説
文
』
の
引
用
で
疑
義
が
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
、
実
際
に
は
『
説
文
』

だ
け
を
見
て
書
く
こ
と
が
不
可
能
な
文
面
が
散
見
さ
れ
る
。「
淀
」
の
説
明
が
、『
東
雅
』
の
文
面
に
あ
る
「
西
域
伝
」「
転
注
古
音
」
に

依
拠
し
た
の
で
は
な
く
直
接
に
は
『
正
字
通
』
に
依
拠
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、『
東
雅
』
は
白
石
が
直
接
参
照
し
た
文
献
名
を

示
す
と
い
う
方
針
で
は
な
く
、
直
接
目
に
し
た
文
献
の
内
容
を
信
じ
て
、
そ
こ
で
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
最
も
古
い
も
し
く
は
最
も
権

威
が
あ
る
書
名
を
示
す
と
い
う
傾
向
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。

四　
『
釈
日
本
紀
』
を
め
ぐ
っ
て

イ　
『
釈
日
本
紀
』
の
「
私
記
」

　
『
東
雅
』
で
、
信
頼
で
き
る
国
史
に
つ
い
て
の
「
先
儒
の
訓
釈
」
や
「
先
達
の
訓
釈
」
と
し
て
参
考
に
さ
れ
る
も
の
に
「
私
記
」
が
あ
る
。
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こ
れ
は
、
古
く
平
安
時
代
初
期
（
一
説
に
は
奈
良
時
代
）
か
ら
平
安
時
代
中
期
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
書
紀
講
筵
に
関
連
し
て
書

か
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
の
ち
『
日
本
書
紀
私
記
』
や
『
日
本
紀
私
記
』
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
そ
れ

ら
は
散
逸
し
、
白
石
の
時
代
に
は
、
当
初
の
姿
か
ら
変
形
し
た
状
態
の
零
本
が
伝
わ
る
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
白
石
が
『
日
本
書
紀
私
記
』

を
一
部
分
で
あ
る
が
見
て
い
た
こ
と
は
、『
古
史
通
或
問
』
の
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
。「
私
記
」
は
単
独
で
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
に
、

時
代
の
下
る
『
釈
日
本
紀
』
も
そ
れ
ら
の
内
容
を
集
成
し
て
い
る
。

　
『
東
雅
』
で
は
『
日
本
書
紀
』
に
言
及
し
た
あ
と
で
「
私
記
」
で
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
、
さ
ら
な
る
説
明
を
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。
当
然
『
日
本
書
紀
私
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
、
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
が
、
現
存
の
も
の
と
見
く
ら
べ
て
み
る
と
合
致
し
な
い

も
の
が
多
く（

5
）、
さ
ら
に
調
べ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
『
釈
日
本
紀
』
に
見
え
る
「
私
記
」
の
引
用
文
と
一
致
す
る
。

　
具
体
例
を
あ
げ
る
。
巻
二
地
輿
の
山
沢
に
あ
る
「
杜
」
の
項
目
で
、「
日
本
紀
に
は
湯
津
杜
木
と
み
え
て
、
此
に
カ
ヅ
ラ
と
い
ふ
と
注

せ
ら
れ
け
り
。
私
記
に
は
杜
字
は
桂
字
を
誤
れ
り
と
い
ひ
け
り
」
と
あ
る
。
前
半
部
分
は
『
日
本
書
紀
』
巻
二
神
代
下
第
九
段
本
文
の
「
湯

津
杜
木
之
杪
。〈
杜
木
、
此
云
可
豆
邏
也
。〉」
と
一
致
す
る
が
、「
私
記
」
以
下
と
一
致
す
る
も
の
は
現
存
『
日
本
書
紀
私
記
』
に
は
な
い
。

『
釈
日
本
紀
』
巻
八
、
述
義
四
、
神
代
下
、
湯
津
杜
木
の
項
目
の
つ
ぎ
の
文
面
と
一
致
す
る
。

私
記
曰
、
惟
良
大
夫
問
云
、
杜
當
作
桂
字
之
誤
歟
。
師
説
不
許
。
公
望
私
記
云
、
案
、
先
代
舊
事
本
紀
第
三
云
々
。
居
於
天
稚
彦
門

之
湯
津
楓
木
之
杪
云
々
。
以
之
案
之
、
杜
與
桂
相
近
。
可
爲
誤
也
。
杜
字
都
無
加
津
良
之
訓
也（

6
）。

　
ほ
か
に
も
、
巻
二
地
輿
の
山
沢
に
あ
る
「
澤
」
の
項
目
に
は
「
私
記
に
多
の
字
を
讀
て
サ
ハ
と
し
、
古
者
謂
衆
多
爲
左
波
と
見
え
た
り
」

と
あ
り
、『
釈
日
本
紀
』
巻
十
六
、
秘
訓
一
、
神
代
上
、
多
請
の
項
目
に
「
私
記
曰
、
問
、
多
字
讀
左
波
、
又
讀
於
保
之
如
何
。
答
、
一

部
之
内
皆
云
左
波
。
古
者
謂
衆
多
爲
左
波
。
又
於
保
之
、
義
同
耳
。」
と
、
合
致
す
る
文
面
が
確
か
に
あ
る
。

　
さ
ら
に
巻
四
神
祇
の
神
鬼
に
あ
る
「
神
」
の
項
目
で
は
、
神
の
尊
称
に
「
ム
チ
」
や
「
尊
」「
命
」
が
つ
く
こ
と
に
つ
い
て
、「
舊
事
紀

に
は
、
日
神
の
御
名
を
大
日
孁
貴
と
し
る
さ
れ
、
日
本
紀
ま
た
こ
れ
に
よ
ら
れ
し
を
、
私
記
に
は
、
古
者
謂
尊
貴
者
、
爲
武
智
、
自
餘
諸



一
〇
四

神
、
或
謂
之
尊
、
或
謂
之
命
、
日
神
是
諸
神
之
最
貴
也
。
故
云
武
智
な
ど
し
る
せ
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
『
釈
日
本
紀
』
巻
十
六
、
秘
訓

一
、
神
代
上
、
大
日
孁
貴
の
項
目
に
あ
る
「
私
記
曰
、
問
、
読
貴
字
云
武
智
、
其
意
如
何
。
答
、
蓋
古
者
謂
尊
貴
者
為
武
智
歟
。
自
餘
諸

神
、
或
謂
之
尊
、
或
之
命
。
今
天
照
大
神
、
是
諸
神
之
最
貴
也
。
故
云
武
智
。」
と
合
致
す
る
。
と
も
に
現
存
『
日
本
書
紀
私
記
』
に
は

合
致
す
る
文
面
が
見
え
な
い
。

　
つ
ま
り
『
東
雅
』
に
「
私
記
」
の
引
用
と
記
さ
れ
る
部
分
は
、『
日
本
書
紀
私
記
』
か
ら
直
接
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、『
釈
日
本
紀
』

か
ら
の
孫
引
き
が
大
部
分
を
占
め
る
。
先
述
の
漢
籍
の
利
用
で
、『
正
字
通
』
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
出
典
を
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
「
西

域
伝
」「
転
注
古
音
」「
説
文
」
な
ど
と
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
白
石
自
身
が
直
接
見
た
書
名
を
典
拠
と
し
て
あ
げ
る
の
で
は
な

く
、
遡
っ
て
行
き
着
く
根
源
を
示
そ
う
と
い
う
傾
向
が
う
か
が
え
る（

7
）。
た
だ
し
白
石
が
現
存
の
『
日
本
書
紀
私
記
』
と
は
違
う
広
本

と
い
う
べ
き
も
の
を
見
て
い
た
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
、
断
定
ま
で
は
で
き
な
い
。

ロ　
『
釈
日
本
紀
』
で
は
な
い
「
私
記
」

　
巻
一
天
文
の
天
象
に
あ
る
「
雪
」
の
項
目
で
「
ア
ハ
ユ
キ
」
を
説
明
す
る
中
に
「
倭
名
鈔
に
沫
雪
の
字
を
し
る
し
、
讀
て
ア
ハ
ユ
キ
と

い
ひ
、
日
本
紀
を
引
て
、
其
弱
如
水
沫
と
注
せ
り
。〈
こ
れ
私
記
の
説
也
。〉
釋
日
本
紀
に
も
、
師
説
を
引
て
釋
せ
し
所
、
亦
こ
れ
に
同
じ
」

と
あ
る
。

　
ま
ず
『
和
名
抄
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
天
部
第
一
、
風
雪
類
第
三
、
沫
雪
「
日
本
紀
云
沫
雪
〈
阿
和
由
岐
〉
其

弱
如
水
沫
」
と
あ
る
。
表
記
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
実
質
は
『
東
雅
』
と
一
致
し
て
い
る
。
割
注
の
「
こ
れ
私
記
の
説
也
」
は
、
そ
こ
ま

で
の
説
明
が
「
私
記
」
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
と
、
形
式
か
ら
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
『
和
名
抄
』
の
説

明
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
不
審
で
あ
る
。

　
現
存
『
日
本
書
紀
私
記
』
を
見
て
み
る
と
、「
私
記
の
説
」
と
す
る
内
容
と
一
致
す
る
文
面
は
見
つ
か
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
考
え
ら
れ
る

の
は
『
釈
日
本
紀
』
所
載
の
「
私
記
」
の
可
能
性
だ
が
、『
東
雅
』
の
こ
の
割
注
の
す
ぐ
あ
と
に
は
「
釈
日
本
紀
に
も
…
…
こ
れ
に
同
じ
」

と
続
く
。「
私
記
の
説
」
と
『
釈
日
本
紀
』
の
説
明
を
比
較
し
て
、
両
者
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
両
者
は
別
々
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の
も
の
に
違
い
な
く
、
直
前
の
「
私
記
の
説
」
が
『
釈
日
本
紀
』
か
ら
の
引
用
文
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　
二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
に
「
日
本
紀
云
」
と
あ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
『
日
本
書
紀
』
を
見
る
と
、『
日
本
書
紀
』
巻
一
第
六
段
本
文

に
「
蹈
堅
庭
而
陷
股
。
若
沫
雪
以
蹴
散
。〈
蹴
散
。
此
云
倶
穢
簸
邏
邏
箇
須
。〉
奮
稜
威
之
雄
詰
。〈
雄
詰
。
此
云
鳥
多
稽
眉
。〉」
と
あ
る
。

二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
の
説
明
と
一
致
す
る
の
は
「
沫
雪
」
の
み
で
、
そ
の
読
み
方
を
示
す
自
注
も
な
く
、
さ
ら
に
「
其
弱
如
水
沫
」
に

合
致
す
る
文
面
も
見
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
『
和
名
抄
』
の
「
日
本
紀
云
」
は
「
沫
雪
」
の
み
を
指
し
て
い
て
、
そ
れ
よ
り
あ
と
の
読

み
方
や
「
其
弱
如
水
沫
」
と
い
う
説
明
は
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
で
は
な
く
、『
和
名
抄
』
が
加
え
た
説
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
東
雅
』

で
「
日
本
紀
を
引
て
、
其
弱
如
水
沫
と
注
せ
り
」
と
し
た
の
は
、
二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
に
あ
る
「
日
本
紀
」
の
引
用
が
ど
こ
ま
で
続
い

て
い
る
の
か
誤
解
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
『
日
本
書
紀
』
を
直
接
調
べ
て
検
証
し
た
な
ら
ば
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
文
面
が
十
巻
本
『
和
名
抄
』
に
あ
る
。
二
十
巻
本
と
異
な
り
、
十
巻
本
に
は
「
沫
雪
」
の
項
目
が
な
い
も
の
の
、

雪
の
項
目
に
「
日
本
紀
私
記
云
、
沫
雪
阿
和
由
岐
、
其
弱
如
水
沫
、
故
云
沫
雪
也
。」
と
あ
る
。
二
十
巻
本
の
沫
雪
の
項
目
に
あ
る
説
明

と
実
質
は
同
じ
で
は
あ
る
も
の
の
、
根
拠
を
二
十
巻
本
で
「
日
本
紀
」
と
し
て
い
た
が
、
十
巻
本
で
は
「
日
本
紀
私
記
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
二
十
巻
本
に
基
づ
い
て
記
し
た
も
の
の
、「
其
弱
如
水
沫
」
と
い
う
内
容
は
『
日
本
書
紀
』
に
な
い
こ

と
に
あ
と
か
ら
気
付
き
、
最
小
限
の
修
正
で
す
ま
そ
う
と
『
東
雅
』
の
文
面
は
そ
の
ま
ま
に
、
十
巻
本
を
手
に
取
り
、
そ
の
雪
の
項
目
に

あ
る
「
日
本
紀
私
記
」
と
い
う
記
述
に
基
づ
い
て
「
こ
れ
私
記
の
説
也
」
と
割
注
を
加
え
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
直
接
的
証

拠
は
な
く
、
ま
た
い
さ
さ
か
錯
綜
し
て
い
る
が
、
首
巻
の
凡
例
で
「
耄
言
紛
謬
、
援
引
失
據
す
く
な
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
の
「
太
甚
な

る
も
の
を
刪
去
」
し
て
成
立
し
た
と
記
さ
れ
る
『
東
雅
』
の
文
面
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
が
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

　
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、『
東
雅
』
が
こ
の
す
ぐ
あ
と
で
、『
釈
日
本
紀
』
に
あ
る
師
説
の
説
明
と
比
較
し
て
、
両
者
は
同
じ
で
あ
る
と
す

る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。
十
巻
本
『
和
名
抄
』
も
『
釈
日
本
紀
』
で
引
用
さ
れ
る
「
私
記
」
と
同
一
の
も
の
を
根
拠
と
し
た
可
能
性

が
あ
る
も
の
の
、
白
石
が
『
和
名
抄
』
と
『
釈
日
本
紀
』
を
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
両
者
を
別
々
の
も
の
と
し
た
う
え
で
、
比
較
し
検
証

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
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『
東
雅
』
で
「
私
記
」
と
記
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
『
釈
日
本
紀
』
所
載
の
も
の
だ
が
、『
和
名
抄
』
所
載
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
こ
の
場
合
で
も
、
白
石
が
直
接
目
に
し
た
書
名
を
記
す
方
針
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
見
え
る
信
頼
す
べ
き

書
名
を
あ
げ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。

ハ　
な
ぜ
仁
徳
天
皇
の
歌
に
対
し
て
「
釈
」
が
引
か
れ
る
の
か

　
巻
二
地
輿
の
土
石
に
あ
る
「
石
」
の
項
目
で
は
、「
石
」
は
「
イ
シ
」
と
読
む
と
し
、
さ
ら
に
続
け
て
説
明
し
、
関
連
性
が
あ
る
「
細
石
」

に
言
及
し
、
最
後
に
石
の
こ
と
を
む
か
し
は
「
ク
リ
」
あ
る
い
は
「
イ
ク
リ
」
と
読
ん
で
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
こ
の
最
後
の
部
分
で

は
、
ま
ず
仙
覚
『
万
葉
集
註
釈
』
か
ら
「
ク
リ
」
と
い
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
山
陰
地
方
の
言
葉
で
あ
る
と
示
し
、
つ
ぎ
に
天
皇
の
歌
に

言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
「
仁
德
天
皇
の
御
歌
に
、
イ
ク
リ
と
い
ふ
事
の
あ
る
を
、
釋
に
は
ク
リ
は
石
を
い
ふ
也
、
イ
と
は
助
語
也
と
み
え

し
か
ば
」
と
示
し
て
、
そ
れ
か
ら
自
身
の
見
解
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
こ
の
文
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
イ
ク
リ
」
を
含
む
歌
を
探
し
て
み
る
と
『
日
本
書
紀
』
か
ら
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た

訶
羅
怒
烏
、
之
褒
珥
椰
枳
、
之
餓
阿
摩
離
、
虚
等
珥
菟
句
離
、
訶
枳
譬
句
椰
、
由
羅
能
斗
能
、
斗
那
訶
能
異
句
離
珥
、
敷
例
多
菟
、

那
豆
能
紀
能
紀
、
佐
椰
佐
椰
。

と
い
う
歌
が
見
つ
か
る
。「
イ
ク
リ
」
は
「
異
句
離
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
巻
十
応
神
天
皇
三
一
年
八
月

条
に
載
せ
ら
れ
、
応
神
天
皇
の
歌
と
さ
れ
て
お
り
、
仁
徳
天
皇
の
歌
と
す
る
『
東
雅
』
と
一
致
し
な
い
。

　
「
釋
に
は
…
…
」
と
続
く
の
で
、『
釈
日
本
紀
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
和
歌
を
取
り
上
げ
注
釈
す
る
な
か
に
「
異
句
離
珥
〈
異
句
離
水
之

深
所
也
。
句
離
謂
石
也
。
異
助
語
也
。〉」（

8
）と
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
所
載
の
歌
を
、
語
句
ご
と
に
区
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
釈
を
加
え

る
と
い
う
形
式
で
、「
異
句
離
珥
」
と
い
う
語
句
の
直
後
に
つ
け
ら
れ
た
注
釈
に
、
漢
文
か
否
か
と
い
う
表
記
上
の
違
い
は
あ
る
が
、『
東

雅
』
と
内
容
的
に
は
合
致
す
る
も
の
が
見
え
る
。
た
だ
や
は
り
歌
は
応
神
天
皇
の
も
の
と
さ
れ
る
。
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『
日
本
書
紀
』
で
応
神
天
皇
の
も
の
と
す
る
こ
の
歌
は
、
表
記
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
、『
古
事
記
』
に
も
仁
徳
天
皇
の
歌
と
し
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
。『
東
雅
』
で
は
仁
徳
天
皇
の
歌
と
す
る
こ
と
か
ら
、『
古
事
記
』
の
歌
に
言
及
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
、
そ
う
し
た
場

合
、
直
後
に
「
釋
に
は
…
…
」
と
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
釈
日
本
紀
』
の
記
述
を
引
用
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
疑
問
は
度
会
延
佳
『
鼇
頭
古
事
記
』
に
よ
り
氷
解
す
る
。
こ
れ
に
は
当
然
、
件
の
歌
が
仁
徳
天
皇
の
も
の
と
し
て
載
せ
ら
れ
、

な
お
か
つ
そ
の
鼇
頭
の
注
釈
に
は
「
萬
葉
集
云
、
辛
乃
埼
有
伊
久
里
尓
曽
、
深
海
松
生
流
。
釋
日
本
紀
云
、
勾
離
謂
石
也
。
異
助
語
也
。」

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
『
釈
日
本
紀
』
か
ら
の
引
用
部
分
は
『
東
雅
』
と
内
容
的
に
ピ
タ
リ
と
合
致
す
る
。『
釈
日
本
紀
』
は
『
古
事
記
』

の
注
釈
で
は
な
い
が
、『
鼇
頭
古
事
記
』
に
依
拠
し
た
の
で
あ
れ
ば
、『
古
事
記
』
の
内
容
を
あ
げ
つ
つ
、
な
ん
の
説
明
も
な
く
応
神
天
皇

の
歌
の
注
釈
で
あ
る
『
釈
日
本
紀
』
に
言
及
し
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
。『
東
雅
』
の
文
面
は
『
鼇
頭
古
事
記
』
に
依
拠
し
た
可
能
性
が

高
い
と
指
摘
で
き
る
。
白
石
が
直
接
見
た
書
名
を
記
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
見
え
る
信
頼
で
き
る
書
名
を
記
す
と
い
う
傾
向
は
、
こ
こ

で
も
見
ら
れ
る
。

五　
読
み
方
を
め
ぐ
っ
て

イ　
『
釈
日
本
紀
』
に
基
づ
く
解
釈
と
読
み
方

　
古
い
時
代
の
大
和
言
葉
を
考
察
す
る
う
え
で
歌
は
重
要
で
あ
る
。『
東
雅
』
で
の
歌
の
用
い
方
に
は
興
味
深
い
特
徴
が
あ
る
。
す
で
に

松
村
明
が
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
。

　
巻
一
天
文
の
歳
時
に
あ
る
「
朝
・
暮
」
の
項
目
で
は
、
ま
ず
「
朝
」
の
字
に
「
ア
サ
」
と
い
う
大
和
言
葉
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
し
た

あ
と
で
、「
ア
サ
」
と
い
う
言
葉
は
開
け
る
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
、「
日
本
紀
釋
に
、
開
の
字
讀
て
ア
サ
と
い
ふ
な
り
」
と
根
拠
を
示
す
。

『
釈
日
本
紀
』
で
「
開
」
と
い
う
文
字
を
「
ア
サ
」
と
読
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
記
述
は
見
つ
か
ら
な
い
。
し
か
し
さ

ら
に
探
す
と
、『
釈
日
本
紀
』
に
見
え
る
崇
神
天
皇
の
歌
の
注
釈
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
見
つ
か
る
。



一
〇
八

「
宇
磨
佐
開
〈
〽
甘
美
酒
也
。
〽
言
旨
酒
。〉
瀰
和
能
等
能
々
〈
三
輪
殿
也
。
言
大
神
社
之
神
殿
。〉
阿
佐
妬
珥
毛
〈
朝
戸
也
。
又
説
、

開
戸
也
。〉
伊
弟
氐
由
介
那
〈
出
行
也
。〉
瀰
和
能
等
能
渡
塢
〈
三
輪
殿
戸
也
。〉」（

9
）

　
こ
の
な
か
の
「
阿
佐
妬
珥
毛
」
と
い
う
語
句
に
対
し
て
、「
朝
戸
也
。
又
説
、
開
戸
也
。」
と
注
釈
し
て
い
る
部
分
の
後
半
を
捉
え
て
、『
東

雅
』
で
は
「
開
の
字
讀
て
ア
サ
と
い
ふ
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
釈
日
本
紀
』
は
、『
日
本
書
紀
』
で
歌
と
し
て
記
さ
れ
る
万
葉

仮
名
に
よ
り
発
音
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
大
和
言
葉
（
在
来
日
本
語
）
を
取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、

い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
の
中
か
ら
、
漢
字
に
よ
っ
て
一
つ
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
和
言
葉
の
「
ア
サ
」
を
開
く
と
い
う
意
味

だ
と
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
開
」
の
字
を
「
ア
サ
」
と
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、『
東
雅
』
で
は
両
者
に
対
応
関
係
が
あ
る
と

し
て
、
逆
転
さ
せ
て
い
る
。

　
同
様
の
態
度
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
巻
一
天
文
の
歳
時
に
あ
る
「
昼
・
夜
」
の
項
目
で
、
夜
に
関
連
し
て
「
宵
」
の
字
を
用
い
る
「
ヨ
ヒ
」

と
い
う
言
葉
を
説
明
す
る
中
で
、「
ヒ
」
は
間
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
、「
日
本
紀
に
、
石
間
の
字
讀
て
イ
ハ
ヒ
と
い
ふ
」
と
注
釈

し
、
根
拠
も
し
く
は
具
体
例
と
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
流
布
刊
本
を
探
す
と
、
神
武
天
皇
の
即
位
前
紀
戊
午
年
十
月
癸
巳
朔
条
に

載
せ
る
歌
の
中
の
「
異
波
比
」
に
対
し
て
、
読
み
仮
名
と
同
様
の
形
式
で
「
石
間
也
」
と
書
き
添
え
た
箇
所
が
見
つ
か
る
。『
釈
日
本
紀
』

で
も
同
様
に
「
異
波
比
〈
石
間
也
。〉」（

10
）と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
大
和
言
葉
の
「
イ
ハ
ヒ
」
の
意
味
を
「
石
間
」
と
解
釈
し
て
い
る
も
の

に
基
づ
き
、『
東
雅
』
で
は
「
石
間
」
と
い
う
字
を
「
イ
ハ
ヒ
」
と
読
む
例
と
し
て
、
逆
転
さ
せ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
巻
一
天
文
の
歳
時
に
あ
る
「
古
・
今
」
の
項
目
で
も
同
様
の
も
の
が
見
え
る
。『
東
雅
』
に
「
今
イ
マ
、
古
語
に
は
ウ
マ
と
も

い
ひ
け
り
〈
日
本
紀
に
〉」
と
あ
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』
を
探
し
て
み
る
と
、「
今
」
と
い
う
字
は
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
の
、
少
な
く

と
も
流
布
刊
本
で
は
読
み
仮
名
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。『
釈
日
本
紀
』
で
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
の
歌
を
注
釈
す
る
中
に
「
于
磨
臂
苫
能
〈
今

人
也
。
私
記
曰
、
師
説
于
磨
猶
言
今
也
。〉」（

11
）と
あ
り
、
ま
た
継
体
天
皇
の
時
代
の
歌
の
中
に
「
于
魔
〈
今
也
。
又
甘
也
。
褒
美
物
之
詞

也
。〉」（

12
）と
あ
る
。
万
葉
仮
名
で
発
音
が
記
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
歌
の
中
で
「
于
磨
」「
于
魔
」
と
表
記
さ
れ
る
大
和
言
葉
が
、
漢

字
の
「
今
」
に
相
当
す
る
意
味
で
あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
今
」
と
い
う
字
を
「
ウ
マ
」
と
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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白
石
が
見
た
で
あ
ろ
う
典
拠
で
は
、
漢
字
に
対
し
て
読
み
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
る
大
和
言
葉
に
対

し
て
そ
の
意
味
を
漢
字
に
よ
っ
て
注
釈
し
て
い
る
の
で
、『
東
雅
』
の
記
述
は
い
ず
れ
も
反
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
記
す
の
は
、『
釈
日
本
紀
』
の
解
釈
す
る
意
味
が
ま
ず
心
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
を
歌
に
し
万
葉
仮
名
で
記
録
さ
れ
た
と
考
え
る
か
ら
で
、

『
釈
日
本
紀
』
と
は
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。『
釈
日
本
紀
』
に
あ
る
解
釈
を
、
全
面
的
に
信
頼
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
『
東
雅
』
は
首
巻
の
総
論
で
、
言
葉
は
時
代
に
よ
り
変
化
し
、
地
域
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
、
そ
の
異
同
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
言

葉
の
理
解
の
基
礎
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
具
体
的
な
文
献
の
利
用
の
実
際
で
は
、『
日
本
書
紀
』
と

そ
の
五
百
年
ほ
ど
の
ち
の
『
釈
日
本
紀
』
の
あ
い
だ
に
差
異
が
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
白
石
は
、『
日
本

書
紀
』
と
『
釈
日
本
紀
』
や
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
「
私
記
」
を
、
同
列
に
扱
い
う
る
一
つ
の
時
代
の
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ　
傍
訓
（
読
み
仮
名
）
へ
の
信
頼

　
『
東
雅
』
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
あ
る
漢
字
の
読
み
仮
名
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
時
か
ら
あ
っ
た
自
注
と
、
後
世
に
順
次
付
さ
れ
た

傍
訓
を
、
信
頼
性
に
お
い
て
明
確
に
異
な
る
も
の
と
し
て
は
扱
っ
て
は
い
な
い
。
傍
訓
を
自
注
と
同
様
に
信
頼
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
巻
一
天
文
の
天
象
に
あ
る
「
雷
」
の
項
目
で
は
、「
嚴
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
、『
先
代
旧
事
紀
』
か
ら
「
イ
ヅ
」、『
日
本

書
紀
』
か
ら
「
イ
カ
シ
」
を
、
同
じ
よ
う
に
あ
げ
て
い
る
。『
東
雅
』
の
文
面
か
ら
は
具
体
的
に
ど
こ
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
明
確
で
は

な
い
が
、
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
「
亦
大
臣
所
遣
群
卿
者
、
從
來
如
嚴
矛
〈
嚴
矛
、
此
云
伊
箇
之
保
虚
。〉
取
中

事
而
奏
請
等
也
」
な
ど
が
該
当
す
る
。『
日
本
書
紀
』
の
成
立
時
か
ら
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
注
で
、「
イ
カ
シ
」
と
読
む
こ
と
が
万
葉
仮
名

で
記
さ
れ
て
い
る
。『
先
代
旧
事
紀
』
で
も
神
祇
本
紀
に
見
え
る
「
復
令
天
目
一
箇
神
、
為
造
雜
刀
斧
及
鐵
鐸
者
〈
謂
佐
那
岐
〉」「
復
伐

打
大
峽
少
峽
之
材
、
而
造
瑞
殿
〈
古
語
、
美
豆
乃
美
阿
良
可
〉」
な
ど
の
よ
う
に
、
神
名
の
直
後
に
異
名
を
記
す
自
注
以
外
に
も
、
漢
字

の
読
み
方
を
示
す
自
注
が
あ
る
が
、「
嚴
」
を
「
イ
ヅ
」
と
読
む
と
す
る
自
注
は
な
い
。
だ
か
ら
『
先
代
旧
事
本
紀
』
皇
孫
本
紀
「
天
孫

惡
之
、
是
夜
自
祈
而
寢
。
夢
有
天
神
訓
之
曰
、
宜
取
天
香
山
社
中
土
、
以
造
天
平
瓫
八
十
枚
、
并
造
嚴
瓫
而
敬
祭
天
神
地
祇
、
亦
為
嚴
呪



一
一
〇

咀
。
如
此
則
虜
自
平
伏
矣
。」
と
あ
る
部
分
で
、『
鼇
頭
旧
事
紀
』
が
「
嚴
瓫
」
に
「
イ
ヅ
ヘ
」、「
嚴
呪
咀
」
に
「
イ
ヅ
ノ
カ
ジ
リ
」
と
傍

訓
を
付
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、『
東
雅
』
は
取
り
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
東
雅
』
の
文
面
上
で
は
、
自
注
と
傍
訓
の

違
い
を
記
す
こ
と
が
な
い
。

　
傍
訓
の
み
を
根
拠
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
一
天
文
の
天
象
の
中
に
あ
る
「
風
」
の
項
目
で
は
「
舊
事

紀
に
、
速
飄
・
疾
風
等
の
字
を
用
ひ
て
、
ハ
ヤ
チ
と
は
讀
れ
し
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
ま
ず
『
先
代
旧
事
本
紀
』
天
神
本

紀
の
「
于
時
天
稚
彦
妻
下
照
姬
哭
聲
、
與
風
響
到
天
。
爰
在
天
天
稚
彦
父
天
津
國
玉
神
及
妻
子
、
聞
其
哭
聲
則
知
天
稚
彦
亡
、
則
疾
風
飄

擧
到
天
。
即
造
喪
屋
。」
の
部
分
で
、『
鼇
頭
旧
事
紀
』
で
は
「
疾
風
」
に
「
ハ
ヤ
チ
」
と
読
み
方
を
記
す（

13
）。
ま
た
天
孫
本
紀
の

而
不
復
上
天
之
時
、
高
皇
産
靈
尊
詔
速
飄
神
曰
、
我
神
御
子
饒
速
日
尊
所
使
於
葦
原
中
國
、
而
有
疑
恠
思
耶
。
故
汝
能
降
可
復
白
矣
。

于
時
速
飄
命
奉
敕
降
來
、
當
見
神
殞
去
坐
矣
。
即
返
上
復
命
云
、
神
御
子
者
、
既
神
殞
去
亡
坐
矣
。
高
皇
産
靈
尊
以
為
哀
泣
、
即
使

速
飄
命
以
命
將
上
於
天
上
、
處
其
神
屍
骸
。
日
七
夜
七
、
以
為
遊
樂
哀
泣
哭
、
於
天
上
斂
竟
矣
。

で
は
、
三
箇
所
あ
る
「
速
飄
」
の
語
に
い
づ
れ
も
「
ハ
ヤ
チ
」
と
傍
訓
が
付
さ
れ
る
。
読
み
方
の
根
拠
は
傍
訓
の
ほ
か
に
は
な
い
。
ち
な

み
に
寛
永
刊
本
な
ど
で
は
「
ハ
ヤ
チ
ノ
カ
セ
」
と
あ
る
の
で
、
見
く
ら
べ
て
異
同
に
気
付
い
て
傍
訓
の
信
頼
性
を
検
証
す
る
機
会
と
な
っ

た
可
能
性
も
あ
る
が
、『
東
雅
』
は
読
み
方
の
異
同
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
は
「
ハ
ヤ
チ
」
と
読
む
こ
と
を
示
す
自
注
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
に
相
当
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
で
も
読
み

方
を
示
す
自
注
も
な
い
の
で
記
憶
違
い
か
ら
『
日
本
書
紀
』
の
自
注
を
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
そ
れ
と
誤
っ
た
可
能
性
も
な
く
、
し
た
が

っ
て
『
東
雅
』
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
傍
訓
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

　
ま
た
巻
二
地
輿
の
田
園
に
あ
る
「
田
」
の
項
目
で
は
「
舊
事
紀
・
日
本
紀
等
に
素
戔
烏
神
、
日
神
の
御
田
の
渠
填
ら
れ
し
と
い
ふ
事
を
、

廢
渠
埋
溝
の
字
を
し
る
さ
れ
、
四
字
引
合
せ
て
、
ミ
ゾ
ウ
メ
と
讀
む
也
」
と
あ
る
。
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
『
日

本
書
紀
』
で
は
七
段
一
書
第
三
に
「
春
則
廢
渠
槽
、
及
埋
溝
毀
畔
。」
と
あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
で
は
「
毀
畔
〈
古
語
、
阿
波
那
知
〉
埋
溝
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〈
古
語
、
美
曾
宇
美
〉
放
樋
〈
古
語
、
斐
波
那
知
〉
重
播
〈
古
語
、
志
伎
麻
伎
〉」
と
あ
り
、『
古
事
記
』
上
で
も
「
又
離
田
之
阿
埋
溝
者
、

地
矣
阿
多
良
斯
登
許
曾
」
な
ど
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
廢
渠
埋
溝
」
の
四
文
字
の
語
句
は
な
い
。
結
局
『
先
代
旧
事
紀
』
の
神
祇
本
紀
に

「
春
則
重
播
種
子
、
且
毀
其
畔
插
籤
、
放
通
廢
渠
埋
溝
也
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
だ
け
、「
廢
渠
埋
溝
」
の
四
文
字
の
語
句
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
廢
渠
埋
溝
」
の
四
文
字
を
「
ミ
ゾ
ウ
メ
」
と
す
る
読
み
方
は
、『
先
代
旧
事
紀
』
の
寛
永
二
十
一
年
刊
本
の
傍
訓
と
一
致
す
る
。

し
か
し
『
鼇
頭
旧
事
紀
』
で
は
「
ミ
ゾ
ハ
ナ
チ
ミ
ゾ
ウ
メ
」
と
読
ん
で
お
り
一
致
し
な
い
。『
東
雅
』
は
『
鼇
頭
旧
事
紀
』
を
見
て
い
た

こ
と
は
確
実
な
の
で
、「
廢
渠
埋
溝
」
の
四
文
字
を
「
ミ
ゾ
ウ
メ
」
と
す
る
読
み
方
と
見
く
ら
べ
異
同
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
可
能
性
は

あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
は
言
及
が
な
い
。

　
「
速
飄
」
を
「
ハ
ヤ
チ
」
と
読
む
こ
と
に
し
ろ
、「
廢
渠
埋
溝
」
の
四
文
字
を
「
ミ
ゾ
ウ
メ
」
と
読
む
こ
と
に
し
ろ
、
そ
の
読
み
方
に
異

同
が
あ
る
こ
と
を
知
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
東
雅
』
で
は
ど
れ
が
正
し
く
ど
れ
が
誤
り
か
な
ど
を
確
認
・
検
証
す
る
こ

と
も
せ
ず
、
言
及
す
る
こ
と
す
ら
な
く
、
た
だ
読
み
方
の
一
つ
を
記
し
た
。
こ
の
こ
と
の
根
底
に
は
、
傍
訓
に
対
す
る
白
石
自
身
の
特
徴

的
な
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
白
石
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
や
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
日
本
書
紀
私
記
』
さ
ら
に
は
『
釈
日
本
紀
』
ま
で
を
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。『
古
史
通
或
問
』
の
最
後
で
は
、
日
本
書
紀
講
筵
の
記
録
と
さ
れ
る
も
の
は
、
日
本
書
紀
の
編
纂
時
に
は
文
字
化
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
そ
の
と
き
か
ら
内
容
が
伝
承
さ
れ
講
筵
の
機
会
に
文
字
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
伝
承
さ
れ
た
内
容
が
な
い
の
に
講
筵
で
自

説
を
主
張
す
る
は
ず
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
『
釈
日
本
紀
』
は
時
代
が
下
っ
て
か
ら
成
立
し
た
が
、
日
本
書
紀
講
筵
の
私
記
を
集
成
す
る

そ
の
内
容
は
、
古
い
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
信
頼
が
で
き
る
と
す
る（

14
）。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
『
東
雅
』
で
の
個
別
具
体

的
な
歌
の
解
釈
や
私
記
の
利
用
で
も
、
同
様
の
認
識
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
近
世
に
流
布
し
た
刊
本
に
加
え
ら
れ
た
読
み
仮
名
（
傍
訓
）
は
、『
日
本
書
紀
私
記
』
や
そ
れ
を
集
成
し
た
『
釈
日
本
紀
』
と
多
く
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
根
拠
は
そ
れ
ら
に
あ
っ
た
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
白
石
は
、『
日
本

書
紀
』
に
付
さ
れ
る
傍
訓
は
『
日
本
書
紀
私
記
』
や
『
釈
日
本
紀
』
に
準
じ
る
性
質
の
も
の
と
考
え
、
そ
れ
ら
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
信

頼
を
傍
訓
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
付
さ
れ
た
傍
訓
に
、
た
と
え
異
同
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
し
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て
も
、
当
否
を
論
じ
た
り
検
証
す
る
こ
と
な
く
、
適
宜
選
び
用
い
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
『
先
代
旧
事
本
紀
』
や
『
日
本
書
紀
』
本
文
お

よ
び
一
書
、
さ
ら
に
は
『
古
事
記
』
な
ど
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
信
頼
で
き
る
も
の
と
み
な
し
、
正
誤
の
判
断
は
基
本
的
に

せ
ず
、
こ
れ
ら
を
見
く
ら
べ
て
目
的
に
か
な
う
も
の
を
そ
の
都
度
選
び
用
い
る
の
と
同
じ
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
白
石
は
、『
先

代
旧
事
本
紀
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
付
さ
れ
る
傍
訓
に
つ
い
て
、『
釈
日
本
紀
』
や
自
注
と
変
わ
ら
ず
、
本
文
な
み
に
信
頼
し
尊
重
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ　
「
仮
字
づ
か
い
へ
の
無
関
心
か
無
知
」
の
理
由

　
杉
本
つ
と
む
は
、『
東
雅
』
が
「
音
韻
の
学
の
大
切
さ
に
十
分
気
を
つ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
と
連
動
す
る
は
ず
の
仮
字
づ
か
い
に

は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
か
無
知
で
あ
る
」
と
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
巻
五
人
倫
の
親
族
に
あ
る
「
人
」
の
項
目
か
ら
、

「
童
女
」
を
「
ヲ
ト
メ
」
と
し
、
ま
た
「
オ
ト
メ
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
ヲ
」
と
「
オ
」
の
混
用
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
周

知
の
よ
う
に
、
ヲ
ミ
ナ
は
少
女
で
オ
ミ
ナ
は
老
女
を
意
味
す
る
。
白
石
は
混
用
ど
こ
ろ
か
、
文
字
は
音
韻
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
一
定
の
配

列
が
語
を
あ
ら
わ
す
な
ど
、
な
ぜ
考
え
及
ば
な
い
の
か
奇
怪
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
村
田
春
海
『
仮
字
大
意
抄
』
が
早
く
か
ら
批
判

し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
仮
名
遣
い
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。

　
根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
傍
訓
を
調
べ
て
み
る
と
、
漢
字
表
記
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
異
な
る
傍
訓
が
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
見

つ
か
る
。
杉
本
つ
と
む
が
言
及
し
て
い
る
巻
五
人
倫
の
親
族
に
あ
る
「
人
」
の
項
目
で
考
察
さ
れ
る
「
老
父
」「
老
嫗
」
は
、
た
と
え
ば

神
武
紀
の
つ
ぎ
の
部
分
に
見
え
る
。

天
皇
既
以
夢
辭
爲
吉
兆
。
及
聞
弟
猾
之
言
。
益
喜
於
懷
。
乃
使
椎
根
津
彦
著
弊
衣
服
及
蓑
笠
。
爲
老
父
貌
。
又
使
弟
猾
被
箕
。
爲
老

嫗
貌
。
而
勅
之
曰
。
宜
汝
二
人
到
天
香
山
。
潜
取
其
巓
土
而
可
來
旋
矣
。
基
業
成
否
。
當
以
汝
爲
占
。
努
力
愼
歟
。
是
時
虜
兵
滿
路
。

難
以
往
還
。
時
椎
根
津
彦
乃
祈
之
曰
。
我
皇
當
能
定
此
國
者
。
行
路
自
通
。
如
不
能
者
。
賊
必
防
禦
。
言
訖
徑
去
。
時
羣
虜
見
二
人
。
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大
咲
之
曰
。
大
醜
乎
。〈
大
醜
。
此
云
鞅
奈
瀰
爾
勾
。〉
老
父
老
嫗
。
則
相
與
闢
道
使
行
。
二
人
得
至
其
山
。
取
土
來
歸（
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）。

　
流
布
刊
本
で
は
こ
の
中
に
見
え
る
「
老
父
」
に
「
ヲ
キ
ナ
」、「
老
嫗
」
に
「
オ
ム
ナ
」、「
老
父
老
嫗
」
に
「
ヲ
キ
ナ
ヲ
ム
ナ
」
と
、
そ

れ
ぞ
れ
傍
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
皇
孫
本
紀
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
あ
り
、『
鼇
頭
旧
事
紀
』
で
は
、「
老
父
」

に
は
「
オ
キ
ナ
」
と
、「
老
嫗
」
に
は
「
オ
フ
ナ
」、「
老
父
老
嫗
」
に
は
「
オ
キ
ナ
オ
フ
ナ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
傍
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
傍
訓
を
信
頼
し
、『
先
代
旧
事
紀
』
の
傍
訓
も
同
じ
程
度
信
頼
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
老
父
」
は
「
ヲ
キ
ナ
」
と

も
「
オ
キ
ナ
」
と
も
読
み
、
両
者
は
互
い
に
通
じ
、「
老
嫗
」
も
「
ヲ
ム
ナ
」
で
も
「
オ
フ
ナ
」
で
も
、
い
ず
れ
に
読
ん
で
も
よ
く
、
互

い
に
通
じ
る
と
理
解
す
る
し
か
な
い
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
信
用
す
べ
き
文
献
で
あ
る
と
白
石
が
考
え
て
い
た
も
の
の
表
記
を
、
傍
訓
を
含

め
て
尊
重
し
た
う
え
で
、
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
結
果
、「
ヲ
」
と
「
オ
」
の
混
用
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
漢
字
に
よ
る
表
記
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ
て
ら
れ
る
大
和
言
葉
の
仮
名
遣
い
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
白
石
が

た
だ
ち
に
誤
り
と
は
考
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
根
底
に
あ
る
言
語
観
に
も
由
来
す
る
。

　
言
葉
の
違
い
に
つ
い
て
、
総
論
で
、
日
本
と
中
国
の
異
同
を
中
国
国
内
の
斉
や
魯
の
異
同
と
重
ね
合
わ
せ
「
世
の
人
、
彼
に
よ
り
て
此

を
非
と
し
、
槪
し
て
乖
異
・
訛
謬
也
と
い
ふ
が
ご
と
き
は
、
通
達
之
論
に
は
あ
ら
ず
。」
と
批
判
し
て
お
り
、
異
同
が
あ
る
場
合
に
ど
れ

か
が
正
し
く
他
が
間
違
い
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
白
石
は
『
東
雅
』
で
、
異
な
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
受
け
止
め
て
、
異
同
を
理
解
す

る
「
通
達
之
論
」
を
目
指
す
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
総
論
に
お
い
て
、
音
が
転
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
古
今
之
言
、
其
聲
音
の
轉
ぜ
し
、
殊
に
多
か
り
。」
と
し
、
音
の
転
化

は
「
極
め
て
い
ひ
難
か
り
」
と
い
い
、
法
則
に
よ
る
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
五
方

の
音
、
同
じ
か
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
轉
ぜ
し
と
み
え
し
あ
り
」「
か
れ
を
ば
よ
く
い
ひ
得
ぬ
れ
ど
、
こ
れ
を
ば
よ
く
い
ひ
得
ざ
る
あ
り
。

こ
れ
を
ば
よ
く
い
ひ
得
ぬ
れ
ど
、
か
れ
を
ば
よ
く
い
ひ
得
ざ
る
あ
り
」
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
轉
じ
て
い
ふ
に
、
意コ

コ
ロあ
る
に
は

あ
ら
ね
ど
も
、
そ
の
自
ら
轉
ぜ
し
、
か
く
の
ご
と
し
。」
と
、
転
化
に
意
図
は
な
い
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
や
地
域
の
違
い
に
よ
り
、
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同
じ
言
葉
を
発
音
す
る
つ
も
り
な
の
に
意
図
せ
ず
音
が
転
化
し
て
し
ま
う
だ
け
で
、
言
葉
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
と
白
石
は
考
え
て
い
る
。

　
総
論
で
は
ま
た
、
そ
う
し
た
言
葉
を
具
体
的
に
あ
げ
て
い
る
。「
ヨ
シ
」「
ヨ
キ
」「
ヨ
カ
」
な
ど
が
地
域
差
が
あ
る
も
の
の
、
同
一
の

言
葉
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
キ
リ
」
は
「
ク
ロ
」
の
転
声
と
も
い
う
が
、
こ
れ
は
仙
覚
『
万
葉
集
註
釈
』
で
「
カ
ラ
」「
キ
リ
」「
ク
ル
」「
ケ

レ
」「
コ
ロ
」
な
ど
は
「
ミ
ナ
オ
ナ
シ
コ
ト
ハ
也
」
と
す
る
の
を
受
け
て
い
る
。
発
音
が
転
化
し
た
も
の
を
「
オ
ナ
シ
コ
ト
ハ
」
と
す
る

発
想
は
、
先
行
す
る
解
釈
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、「
ヲ
キ
ナ
」
と
「
オ
キ
ナ
」
も
発
音
に
違
い
が
あ
る
が
本
質
に
お
い
て
同
一
の
言
葉
で
あ
り
、

「
ヲ
ム
ナ
」
と
「
オ
フ
ナ
」
も
同
様
に
同
一
の
言
葉
と
捉
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
具
体
的
表
現
・
表
記
に
「
ヨ

シ
」「
ヨ
キ
」「
ヨ
カ
」
と
い
う
複
数
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
と
同
列
に
、「
ヲ
キ
ナ
」
と
「
オ
キ
ナ
」
も
同
一
の
言
葉
の
異
な
る

表
現
・
表
記
だ
と
、
白
石
は
考
え
て
い
る
。
同
じ
言
葉
で
も
転
化
に
よ
り
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
に
差
が
生
じ
る
と
捉
え
て
い
る
か
ら
、
結

果
と
し
て
「
仮
字
づ
か
い
に
は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
か
無
知
」
で
あ
る
よ
う
に
映
る
の
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
も
杉
本
つ
と
む
は
、
白
石
が
「
イ
ハ
」
と
「
イ
ワ
」
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
を
「
ハ
も
ワ
も
お
か
ま
い
な
し
で
あ
る
」
と
批

判
す
る
が
、『
東
雅
』
に
は
巻
六
の
綿
の
項
目
「
古
語
に
は
ハ
と
い
ひ
ワ
と
い
ふ
事
、
相
通
ぜ
し
と
萬
葉
集
抄
に
も
見
え
た
り
」
や
巻
十

三
の
粟
・
黍
の
項
目
で
「
ハ
と
ワ
と
は
通
は
し
て
か
く
事
、
萬
葉
集
抄
に
も
見
え
た
り
」、
さ
ら
に
は
巻
十
三
の
稲
の
項
目
の
「
ハ
と
い

ひ
ワ
と
い
ふ
は
轉
語
也
」
な
ど
、
表
記
は
複
数
あ
る
が
本
質
的
に
は
一
つ
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。「
ハ
」

と
「
ワ
」
を
区
別
し
な
い
こ
と
は
「
仮
字
づ
か
い
に
は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
か
無
知
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
根
底
に
あ
る
言
語
観
の
必

然
的
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
『
東
雅
』
の
仮
名
遣
い
を
批
判
す
る
な
ら
ば
、
地
域
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
同
一
の
言
葉
が
転
化
し
て
異
な
る
具
体
的
な
表
現
に

な
る
と
い
う
考
え
方
や
、『
日
本
書
紀
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
傍
訓
を
本
文
と
同
様
に
信
頼
す
る
と
い
う
根
底
に
あ
る
態
度
こ
そ
が
、

そ
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』『
日
本
書
紀
私
記
』『
釈
日
本
紀
』、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
に
基
づ
き
刊
本
に
付
さ
れ
た
傍

訓
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
は
異
な
る
と
は
認
識
し
な
い
で
、
質
的
に
大
き
な
違
い
が
な
い
一
括
り
に
で
き
る
時
代
と
考
え
、
本
文
と

傍
訓
を
同
様
に
信
頼
し
た
こ
と
こ
そ
、
仮
名
遣
い
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
本
当
の
原
因
で
あ
る
。『
東
雅
』
が
「
仮
字
づ
か
い
に
は
ほ



『
東
雅
』
で
の
文
献
利
用
の
傾
向
（
尾
留
川
）

一
一
五

と
ん
ど
無
関
心
か
無
知
」
で
あ
る
こ
と
は
、『
釈
日
本
紀
』
に
見
え
る
議
論
を
そ
の
ま
ま
信
用
し
『
日
本
書
紀
』
が
『
先
代
旧
事
本
紀
』

に
基
づ
き
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
、
同
根
で
あ
る
。

六　
ま　
と　
め

　
本
稿
で
は
、
東
雅
の
文
献
利
用
の
傾
向
や
性
格
に
つ
い
て
、
範
囲
を
首
巻
か
ら
巻
五
に
限
り
、
特
徴
的
な
箇
所
を
取
り
上
げ
以
下
の
よ

う
に
考
察
し
た
。

　
典
拠
に
つ
い
て
丁
寧
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
典
拠
が
明
示
さ
れ
な
い
引
用
文
に
、『
正
字
通
』
に
依
拠
し
た
も
の
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
。
そ
れ
か
ら
『
東
雅
』
で
『
説
文
』
や
『
漢
書
』
西
域
伝
や
『
転
注
古
音
略
』
を
出
典
と
し
て
示
し
て
い
る
部
分
に
関
し
て
、

そ
れ
ら
を
直
接
の
出
典
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
『
東
雅
』
の
文
面
は
構
成
さ
れ
え
ず
、
実
際
に
は
『
正
字
通
』
な
ど
に
載
せ
ら
れ
た
引
用
文

を
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
同
様
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
を
注
釈
す
る
「
私
記
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
、
当
時
伝
存
し
て
い
た
『
日
本
書
紀
私
記
』
の
逸
文

を
直
接
見
た
の
で
は
な
く
、『
釈
日
本
紀
』
や
『
和
名
抄
』
を
見
て
、
そ
こ
に
「
私
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
、
よ
り
古
い
時
代
に
さ
か

の
ぼ
る
文
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
仁
徳
天
皇
の
も
の
と
す
る
歌
に
つ
い
て
の
出
典
を
『
釈
日
本
紀
』
と
記
す
注
釈
も
、
実
際

に
は
『
鼇
頭
古
事
記
』
の
頭
注
に
引
用
さ
れ
る
文
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
『
東
雅
』
に
明
示
さ
れ
る
出
典
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
白
石
が
実
際
に
直
接
見
た
書
名
を
記
す
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
載
せ
ら
れ
る
最
も
古
い
あ
る
い
は
最
も
権
威
が
あ
る
文
献
か
ら
の
引
用
文
を
、
そ
の
書
名
も
あ
わ
せ
て
記
し
利
用
す
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
孫
引
き
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
『
東
雅
』
で
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
付
さ
れ
る
傍
訓
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
に
準
じ
る
ほ
ど
信
頼
し

て
い
る
こ
と
も
示
し
た
。『
東
雅
』
は
、
言
葉
は
時
代
や
地
域
の
違
い
に
よ
り
お
の
ず
と
異
同
が
あ
る
と
す
る
も
の
の
、『
日
本
書
紀
』
本

文
お
よ
び
自
注
と
傍
訓
に
性
質
や
信
頼
性
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
は
扱
っ
て
い
な
い
。『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
の
成
立
と
傍
訓
の



一
一
六

成
立
の
間
に
は
時
代
の
質
的
な
隔
た
り
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
傍
訓
へ
の
高
い
信
頼
こ
そ
が
、『
東
雅
』

に
「
仮
字
づ
か
い
に
は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
か
無
知
」
と
批
判
さ
れ
る
文
面
を
作
り
出
し
た
。

　
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
『
東
雅
』
の
残
る
巻
は
、
今
回
考
察
し
た
部
分
と
は
性
質
の
異
な
る
事
項
が
記
さ
れ
る
た
め
、
利
用
さ
れ
る

具
体
的
な
文
献
も
異
な
る
。
た
と
え
ば
巻
五
ま
で
で
は
例
外
的
に
し
か
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
『
本
草
綱
目
』
な
ど
が
、
草
木
に
つ
い
て
記

す
巻
十
五
・
十
六
で
は
当
然
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
献
の
利
用
の
傾
向
に
あ
る
程
度
の
違
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
の
機
会
に
、
残

る
巻
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

注

（
1
） 

古
典
籍
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。
白
石
が
見
た
可
能
性
は
な
い
が
便
宜
的
に
用
い
た
も
の
も
あ
る
。『
東
雅
』（
自
筆
本
）、『
鼇
頭
旧
事
紀
』

（
延
宝
六
年
刊
本
）、『
鼇
頭
古
事
記
』（
貞
享
四
年
後
印
刊
本
）、『
古
語
拾
遺
』（
元
禄
九
年
本
の
文
久
二
年
印
刊
本
）、『
釈
日
本
紀
』（
紅
葉
山
文
庫

旧
蔵
、
来
歴
志
著
録
本
、
慶
長
十
九
年
写
本
）、『
正
字
通
』（
清
刊
本
、
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
本
）、『
漢
書
』（
明
嘉
靖
刊
本
、
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
本
）、

『
通
雅
』（
覆
清
康
熙
、
林
家
（
大
学
頭
）
旧
蔵
本
）、『
古
今
韻
会
挙
要
』（
元
刊
本
、
林
羅
山
旧
蔵
本
）
以
上
、
国
立
公
文
書
館
蔵
本
。『
日
本
書
紀
』

（「
刊
年
不
明
」
と
さ
れ
る
が
、
寛
文
九
年
刊
本
も
し
く
は
そ
の
後
印
刊
本
と
思
わ
れ
る
も
の
）、『
先
代
旧
事
本
紀
』（
寛
永
二
十
一
年
刊
本
）、『
古

事
記
』（
寛
永
二
十
一
年
刊
本
）
以
上
、
国
会
図
書
館
蔵
本
。『
説
文
解
字
』『
説
文
解
字
繋
伝
』『
転
注
古
音
略
』『
集
韻
』『
増
韻
』
は
『
文
淵
閣
四

庫
全
書
』（
迪
志
文
化
出
版
・
中
文
大
學
出
版
社
、
電
子
版
）。『
日
本
書
紀
私
記
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
巻
八 

日
本
書
紀
私
記
・
釈
日
本
紀
・
日

本
逸
史
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
九
年
）。
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』（
臨
川
書
店
、一
九
六
八
年
）。『
古

史
通
或
問
』（『
新
井
白
石
全
集
三
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）。

（
2
） 

『
東
雅
』
に
言
及
す
る
も
の
は
多
い
が
、『
東
雅
』
を
中
心
的
に
扱
う
研
究
は
多
く
な
い
。
松
村
明
・
尾
藤
正
英
・
加
藤
周
一
校
注
『
新
井
白
石
』（
岩

波
書
店
、
日
本
思
想
大
系
三
十
五
、
一
九
七
五
年
）、
杉
本
つ
と
む
編
著
『
東
雅
―
影
印
・
翻
刻
・
解
題
・
索
引
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
、
一
九
九

四
年
）、
杉
本
つ
と
む
『
辞
書
・
事
典
の
研
究
一
』（
八
坂
書
房
、
杉
本
つ
と
む
著
作
集
六
、
一
九
九
九
年
）
の
第
六
章
「
語
源
辞
典
『
東
雅
』
の
研

究
」。
高
松
正
毅
「『
東
雅
』
に
お
い
て
新
井
白
石
が
目
指
し
た
も
の
―
貝
原
益
軒
著
『
日
本
釈
名
』
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
」（
早
稲
田
大
学

国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
一
二
三
、
一
九
九
七
年
）。
最
近
、
賀
耀
明
「『
東
雅
』
と
『
万
国
全
図
』
―
『
東
雅
』
オ
ラ
ン
ダ
関
連
記
事
「
燕
」
を

め
ぐ
っ
て
―
」（
大
東
文
化
大
学
外
国
語
学
会
『
外
国
語
学
会
誌
』
五
〇
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
、
賀
耀
明
の
一
連
の
論
文
で
は
出
典
研
究
が
進
め



『
東
雅
』
で
の
文
献
利
用
の
傾
向
（
尾
留
川
）

一
一
七

ら
れ
て
い
る
。

（
3
） 
『
新
井
白
石
全
集
三
』、
三
一
八
頁
。

（
4
） 
杉
本
つ
と
む
『
辞
書
・
事
典
の
研
究
一
』（
八
坂
書
房
、
杉
本
つ
と
む
著
作
集
六
、
一
九
九
九
年
）
の
第
六
章
「
語
源
辞
典
『
東
雅
』
の
研
究
」。

以
下
、
杉
本
つ
と
む
の
主
張
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
5
） 

白
石
が
見
た
『
日
本
紀
私
記
』
を
書
紀
学
的
な
意
味
で
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
現
存
す
る
国
史
大
系
所
収
の
主
体
と
な
る
も
の
は
、
延

宝
六
年
に
佐
々
宗
淳
が
日
野
家
所
蔵
本
を
伝
写
し
た
も
の
と
い
う
水
戸
彰
考
館
本
で
あ
り
、
水
戸
藩
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
白
石
が
こ
れ
を
見
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
白
石
が
見
た
本
は
現
存
本
の
主
体
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
6
） 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
巻
八 

日
本
書
紀
私
記
・
釈
日
本
紀
・
日
本
逸
史
』
で
は
一
一
三
頁
。

（
7
） 

『
和
名
抄
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
の
引
用
文
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
が
、『
東
雅
』
で
は
そ
れ
ら
を
孫
引
き
す
る
の
で
は
な
く
、『
和
名
抄
』

が
出
典
で
あ
る
と
示
し
た
う
え
で
、
諸
書
か
ら
の
引
用
文
を
そ
の
書
名
を
含
め
記
す
こ
と
は
、
他
と
異
な
る
傾
向
と
い
え
る
。
こ
れ
は
『
東
雅
』
が

『
和
名
抄
』
自
体
を
信
頼
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
『
和
名
抄
』
所
引
の
私
記
の
説
を
、『
和
名
抄
』
と
い
う
書
名
を
明
示
せ
ず
に
た
だ
「
私

記
」
の
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

（
8
） 

『
釈
日
本
紀
』
巻
第
二
十
四
、
和
歌
二
、
応
神
天
皇
。

（
9
） 

『
釈
日
本
紀
』
巻
第
二
十
四
、
和
歌
二
、
崇
神
天
皇
、
八
年
冬
十
二
月
乙
卯
。

（
10
） 

『
釈
日
本
紀
』
巻
第
二
十
三
、
和
歌
一
、
神
武
天
皇
、
冬
十
月
癸
巳
朔
。

（
11
） 

『
釈
日
本
紀
』
巻
第
二
十
五
、
和
歌
三
、
仁
徳
天
皇
、
廿
二
年
春
正
月
。

（
12
） 

『
釈
日
本
紀
』
巻
第
二
十
七
、
和
歌
五
、
継
体
天
皇
、
七
年
九
月
。

（
13
） 

松
村
明
は
『
釈
日
本
紀
』
を
典
拠
と
し
て
あ
げ
る
が
、
そ
れ
の
み
だ
と
「
疾
風
」
が
速
飄
神
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、「
ハ
ヤ
チ
」
と

読
ん
だ
こ
と
は
示
せ
な
い
の
で
適
切
と
は
い
え
な
い
。

（
14
） 

『
東
雅
』
の
立
場
が
支
配
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
ば
ら
く
の
ち
、
林
笠
翁
『
仙
台
間
語
』
で
は
「
日
本
紀
ノ
今
ノ
訓
点
ヲ
皆
古
来
相
伝

也
ト
思
フ
ハ
誤
也
。（
中
略
）
是
後
来
文
盲
ノ
博
士
等
、
忽
忘
ニ
備
ン
為
ナ
ル
ヲ
古
来
相
伝
ト
思
フ
ハ
誤
也
。」
と
、『
日
本
書
紀
私
記
』
や
『
釈
日

本
紀
』
は
信
頼
で
き
な
い
と
否
定
し
て
い
る
。

（
15
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
三
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
戊
辰
日
条
。


	Bookmarks

