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は
じ
め
に

本
稿
は
、石
川
淳
が
ど
の
よ
う
な
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
も
と
づ
い
て
『
六

道
遊
行
』
を
執
筆
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
小
説
に
な
っ
た
時
、
い
か
な
る
問

題
意
識
や
同
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

石
川
は
、
戦
中
期
に
歴
史
叙
述
・
歴
史
小
説
批
判
の
エ
ッ
セ
イ
を
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
稗
史
や
偽
史
に
つ
い
て
の
エ
ッ

セ
イ
や
作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
石
川
は
〈
歴
史
〉
を
ど
う
捉

え
る
か
、
ど
う
叙
述
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
、『
六
道
遊
行
』
を
〈
歴
史
〉
と
の
関

連
と
い
う
先
行
研
究
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
捉
え
な
お
し
、
石
川
の
歴

史
を
題
材
と
し
た
作
品
群
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
先

行
研
究
と
は
異
な
っ
た
石
川
作
品
の
変
遷
の
一
端
が
把
捉
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

『
六
道
遊
行
』
は
、昭
和
五
六
年
六
月
か
ら
五
七
年
一
二
月
、集
英
社
『
す

ば
る
』
に
一
九
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
石
川
の
歴
史
を
題
材

と
す
る
作
品
の
中
で
も
最
晩
年
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
雑
誌
連
載
の
最

終
回
末
尾
に
は
、「
参
考
文
献
」
と
し
て
、『
荘
子
』、『
万
葉
集
』、『
懐
風

藻
』、『
日
本
霊
異
記
』、『
水
鏡
』、『
古
事
談
』、
岸
俊
男
『
藤
原
仲
麻
呂
』、

横
田
健
一
『
道
鏡
』、
宮
田
俊
彦
『
吉
備
真
備
』、
宮
井
義
雄
『
律
令
貴
族

藤
原
氏
の
氏
神
』
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
主
人
公
小
楯
が
天
平
期
の
奈
良
と
、
作

中
に
お
け
る
「
現
代
」
を
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
し
、
物
語
の
最
終
盤
を
の

ぞ
い
て
、
二
つ
の
時
代
が
章
ご
と
に
交
互
に
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

石
川
淳
『
六
道
遊
行
』
論

―
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
っ
て

―

吉
　
田
　
拓
　
也
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『
六
道
遊
行
』
の
先
行
研
究
は
、〈
権
力
と
反
権
力
〉
や
〈
精
神
と
物
質
〉

と
い
っ
た
二
項
対
立
に
還
元
し
て
論
じ
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
藤
原
仲
麻
呂
や
道
鏡
を
権
力
側
、
小
楯
ら
盗
賊
た
ち
を
反
権
力
、
自
由

側
に
置
い
て
対
立
さ
せ
、
作
品
に
お
い
て
反
権
力
、
自
由
側
の
人
間
の
運

動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
描
き
だ
し
て
い
る
、と
い
う
構
成
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
李
忠
奎
氏
は
、「
こ
の
作
品
は
奈
良
朝
の
阿
修
羅
の
時
代

を
背
景
と
し
て
権
力
の
た
め
に
陰
謀
と
策
略
と
い
っ
た
権
謀
術
数
を
繰
り

広
げ
る
武
家
と
公
卿
、
そ
こ
に
防
人
の
掟
を
破
っ
て
賊
の
頭
と
な
っ
た
小

楯
が
登
場
す
る
。「
世
を
も
く
つ
が
へ
す
法
力
を
こ
そ
」
と
願
う
小
楯
に

叛
骨
精
神
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る（

1
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
武
家
と
公
卿
と

い
う
権
力
者
に
対
し
て
賊
の
頭
で
あ
る
小
楯
の
反
権
力
が
あ
る
、
と
し
て

い
る
。

ま
た
、
野
口
武
彦
氏
も
、「
中
央
権
力
が
確
立
を
急
ぐ
律
令
制
度
か
ら

の
脱
落
者
が
、
そ
の
ま
ま
犯
罪
者
に
な
っ
て
反
抗
す
る
。
み
ず
か
ら
防
人

く
ず
れ
を
も
っ
て
任
じ
る
小
楯
も
、
ま
た
そ
の
手
下
た
ち
も
、
こ
う
し
た

社
会
的
背
景
か
ら
作
中
に
拉
し
き
た
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。
当
然
、

上
層
の
貴
族
政
治
も
揺
る
が
ず
に
は
い
ら
れ
な
い（

2
（

」と
述
べ
、「
中
央
権
力
」

と
そ
こ
か
ら
の
「
脱
落
者
」
の
反
抗
と
い
う
図
式
を
描
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
鈴
木
優
作
氏
は
、「
本
作
は
国
家
権
力
と
盗
賊
の
自
由
な
る

精
神
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
単
純
な
二
項
対
立
図
式
の
下
に
あ
る
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
／
さ
て
、
本
作
が
こ
う
し
た
二
項
対
立
図
式

の
範
疇
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
国
家
権
力
―
―
盗
賊

の
自
由
な
る
精
神
、
と
い
う
関
係
だ
け
で
な
く
、
国
家
仏
教
―
―
民
間
信

仰
と
い
う
図
式
を
も
新
た
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る（

3
（

」、
と
い
う
よ
う
に
、「
国
家
仏
教
―
―
民

間
信
仰
」
と
い
う
新
た
な
二
項
対
立
図
式
を
描
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
主
人
公
で
あ
る
小
楯
の
目
的
で
あ
る
葛
城
山

行
き
を
二
項
対
立
図
式
の
元
で
分
析
し
た
り
、
小
楯
が
標
榜
す
る
「
天
地

自
然
の
道
」
と
い
う
生
き
方
の
解
釈
を
提
示
し
た
り
す
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
平
期
の
奈
良

と
い
う
時
代
の
歴
史
叙
述
が
物
語
の
半
分
を
担
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で

あ
り
、『
六
道
遊
行
』
の
「
参
考
文
献
」
と
の
関
連
性
で
あ
り
、
作
中
に

お
け
る
「
現
代
」
と
天
平
期
の
奈
良
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
特
に
、
先
行

研
究
に
お
い
て
は
、
小
楯
を
中
心
と
し
た
天
平
期
の
奈
良
の
分
析
に
比
重

が
置
か
れ
、「
現
代
」
に
触
れ
た
と
し
て
も
天
平
期
の
奈
良
と
の
関
係
を

論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
歴
史
叙
述
の
物
語
り
性
を

踏
ま
え
た
上
で
、『
六
道
遊
行
』
が
最
終
回
末
尾
の
「
参
考
文
献
」
と
比

較
し
て
ど
の
よ
う
な
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
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に
す
る
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
天
平
期
の
奈
良
と
「
現
代
」
を
往
還
す
る
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
。そ
し
て
石
川
は
、

同
時
代
の
物
質
主
義
を
批
判
す
る
た
め
に
天
平
期
の
奈
良
と
「
現
代
」
を

対
置
さ
せ
る
構
成
を
と
り
、「
参
考
文
献
」
の
〈
歴
史
の
見
方
〉
と
は
異

な
る
〈
歴
史
の
見
方
〉
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、『
石
川
淳
全
集 

第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
・

一
九
九
一
年
三
月
二
八
日
）
所
収
の
『
六
道
遊
行
』
を
本
文
テ
ク
ス
ト
と

し
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
漢
字
の
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

一
、
歴
史
叙
述
と
歴
史
の
見
方

　

本
節
で
は
、
ま
ず
、
次
の
三
点
を
述
べ
る
。

一
つ
目
に
は
、
歴
史
叙
述
は
、
同
じ
史
料
や
題
材
を
扱
っ
た
と
し
て
も
、

執
筆
者
の
〈
歴
史
の
見
方
〉
や
叙
述
ス
タ
イ
ル
、同
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
性
が
変
わ
る
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、『
六
道
遊
行
』
の
「
参
考
文
献
」
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
横
田
健
一
氏
の
『
道
鏡
』
は
、「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
と

い
う
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
則
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
。
三
つ
目
は
、『
六
道
遊
行
』
に
お
け
る
道
鏡
の
人
物
設
定
は
『
道

鏡
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、『
道
鏡
』
の
「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
も
、『
水

鏡
』
な
ど
に
表
れ
て
い
る
「
称
徳
悪
女
説
」
も
取
ら
ず
、
称
徳
天
皇
の
性

の
奔
放
さ
を
肯
定
す
る
よ
う
な
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
則
っ
て
叙
述
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
六
道
遊
行
』
で
は
、
横
田
氏
の
「
称
徳
・
道
鏡

純
愛
説
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
異

な
っ
た
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
関
係
性
が
あ
り
、
称
徳
天
皇
の
人
物
形
成

が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

ま
ず
は
、
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
歴
史
叙
述
は
、〈
断

片
的
な
過
去
の
出
来
事
を
、
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ス
タ
イ
ル
や
《
歴
史

の
見
方
》
な
ど
に
基
づ
き
繋
ぎ
合
わ
せ
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
語
る
言
説

で
あ
る
〉、
と
い
う
こ
と
が
近
年
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
考
え
方
の
一
つ

と
し
て
定
着
し
て
い
る
、
と
い
え
る（

4
（

。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
〈
歴
史
の
見

方
〉
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
者
の
、
歴
史
的
出
来
事
に
対
す
る
解
釈
あ

る
い
は
そ
の
枠
組
み
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
た
歴
史
研
究
の
考
え
方
は
、
た
と
え
ば
、
二
○
一
八
年
に
出
版

さ
れ
た
岡
本
充
弘
氏
の
『
過
去
と
歴
史　
「
国
家
」
と
「
近
代
」
を
遠
く

離
れ
て
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
に
は
個
々
の
事
実
を
探
求
し
て
い
く
側
面
と
、
個
々
の
事
実
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を
繋
ぎ
合
わ
せ
そ
れ
に
意
味
を
与
え
て
い
く
過
程
が
あ
る
。
た
と
え

仮
に
史
料
を
証
拠
と
し
て
過
去
の
事
実
が
確
定
さ
れ
え
た
と
し
て

も
、
そ
の
史
料
が
示
し
う
る
の
は
、
史
料
に
対
応
す
る
断
片
的
な
事

実
で
し
か
な
い
。
断
片
的
な
個
々
の
事
実
を
結
び
合
わ
せ
、
意
味
を

も
つ
物
語
と
い
う
形
式
を
付
与
す
る
の
は
歴
史
家
で
あ
る（

5
（

。

そ
し
て
、
富
山
多
佳
夫
氏
が
現
在
に
お
い
て
「
過
去
の
資
料
を
読
み
、

そ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
」
つ
ま
り
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か

な
い
未
来
（
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
現
在
）
の
侵
入
を
う
け
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
が
恣
意
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
叙
述
す
る
現
在
に
お
け
る
叙
述
者
の
解
釈
の

影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う（

6
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
歴
史

的
出
来
事
を
題
材
に
し
た
と
し
て
も
、同
時
代
の
知
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
、

そ
の
解
釈
と
叙
述
内
容
は
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
、
歴
史
を
叙
述
す
る
際
に
過
去
の
一
連
の
出
来
事
を
伝
え
よ
う

と
す
る
に
は
、
叙
述
す
る
人
間
が
、
あ
る
観
点
に
立
ち
、
生
き
て
い
る
現

代
に
お
け
る
関
心
の
も
と
、
同
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
で
、
重
要
な

事
柄
を
取
り
上
げ
、
構
成
を
考
え
全
体
の
話
を
組
み
立
て
る
ほ
か
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
語
る
こ
と
と
物
語
を
語
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
、
石
川
淳
も
戦
中
の
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

い
つ
た
い
ふ
つ
う
歴
史
と
い
う
と
き
、
ひ
と
は
な
に
を
思
ひ
お
こ

す
か
。
具
体
的
に
は
、
歴
史
家
が
書
い
た
記
述
に
依
つ
て
吹
き
こ
ま

れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
過
去
の
人
間
の
社
会
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
中
略
）
歴
史
家
の
事
件
解
釈
が
か
な
ら
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
へ

な
い
。
歴
史
家
の
専
門
知
識
は
複
雑
で
あ
ら
う
が
、
認
識
の
深
浅
は

別
の
こ
と
で
あ
る（

7
（

。

　

こ
こ
で
石
川
は
、
歴
史
叙
述
が
「
歴
史
家
が
書
い
た
記
述
に
依
つ
て
」

い
る
と
こ
ろ
の
「
過
去
の
人
間
の
社
会
像
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
歴

史
家
の
事
件
解
釈
が
か
な
ら
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
石
川
も
戦
中
期
に
は
す
で
に
歴
史
叙
述

の
恣
意
性
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
横
田
氏
の
『
道
鏡
』
が
そ
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な〈
歴
史
の
見
方
〉を
採
用
し
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。『
六
道
遊
行
』

の
「
参
考
文
献
」
の
一
つ
で
あ
る
横
田
氏
の
『
道
鏡
』
を
見
る
と
、
称
徳

天
皇
と
道
鏡
の
関
係
性
に
お
い
て
、「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
と
い
う
見

方
で
歴
史
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
は
、坂
口
安
吾
の
小
説「
道
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鏡
」（
一
九
四
七
）
な
ど
の
影
響（

8
（

が
考
え
ら
れ
る
。
田
中
貴
子
氏
は
『
悪

女
伝
説
の
秘
密
』（

9
（

で
「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

現
代
で
も
純
愛
が
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
た
時
期
が
あ
る
が
、
称
徳
ら

の
純
愛
説
は
、
ま
る
で
戦
前
の
悪
評
の
反
動
の
よ
う
に
蔓
延
し
て

い
っ
た
。
共
通
す
る
の
は
、
称
徳
が
道
鏡
に
ひ
か
れ
た
理
由
を
、
政

治
的
に
孤
立
し
、
結
婚
と
い
う
「
女
の
幸
せ
」
も
許
さ
れ
な
か
っ
た

彼
女
の
立
場
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
鏡
が
巨
根
で
あ
っ

た
と
い
う
伝
説
は
根
拠
の
な
い
も
の
と
さ
れ
、
称
徳
は
彼
の
肉
体
で

は
な
く
学
識
や
思
い
や
り
の
深
さ
に
愛
情
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
二

人
の
結
び
つ
き
は
真
実
の
愛
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　

ま
た
、
田
中
氏
は
同
書
で
横
田
氏
の
『
道
鏡
』
が
「
称
徳
・
道
鏡
純
愛

説
」
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る（

（1
（

。
実
際
に
横
田
氏

の
『
道
鏡
』
に
は
、
い
く
つ
か
の
記
述
か
ら
「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
を

採
用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
著
述
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
立
つ
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、

天
皇
に
は
、
道
鏡
を
そ
う
し
た
呪
術
や
、
唐
か
ら
新
渡
来
の
密
教
的

教
学
・
梵
文
な
ど
に
達
し
た
新
知
識
と
し
て
の
み
、
敬
重
・
寵
愛
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
人
が
ら
の
ご
と
き
も
の
に
お
い
て
、

両
者
が
相
し
た
し
む
、
い
わ
ば
う
ま
の
あ
う
要
素
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
肉
体
的
に
の
み
解
す
る
の
は
浅
薄
に
す
ぎ
る（

（（
（

。

と
い
う
記
述
か
ら
は
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
関
係
を
、
単
な
る
肉
体
的

な
も
の
と
し
て
解
す
る
の
で
は
な
く
、
精
神
的
な
関
係
性
と
し
て
捉
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
人
が
ら
の
ご

と
き
も
の
」に
お
け
る「
う
ま
の
あ
う
要
素
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」と
い
っ

た
推
論
に
表
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
横
田
氏
は
称
徳
天
皇
の
詔
勅
や
行
動
、
宸
筆
な
ど
か
ら
、

客
観
的
な
推
論
に
よ
っ
て
歴
史
叙
述
を
行
っ
て
い
る（

（1
（

。
だ
が
、
や
は
り
こ

こ
で
主
張
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
が
、
叙
述
者
の

〈
歴
史
の
見
方
〉
に
よ
り
つ
つ
、
個
々
の
歴
史
事
実
を
結
び
つ
け
ら
れ
る

こ
と
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
横
田
氏
の
『
道
鏡
』
に
お
い
て
は
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
の
間

に
は
「
浮
薄
な
交
情
」
な
ど
な
く
、
両
者
の
親
し
み
は
「
肉
体
的
に
の
み

解
す
る
の
は
浅
薄
に
す
ぎ
る
」、
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
を
基
調
と
し
て
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
の
関
係
性

が
構
成
・
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
横
田
氏
の『
道
鏡
』を「
参
考
文
献
」に
据
え
る『
六
道
遊
行
』に
は
、

作
中
に
お
け
る
道
鏡
の
人
物
設
定
な
ど
、『
道
鏡
』
に
よ
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
葛
城
山
に
お
い
て
道
鏡
が
身
に
つ
け

た
と
さ
れ
る
宿
曜
秘
法
に
関
し
て
は
、
横
田
氏
の
『
道
鏡
』
の
解
説
を
ほ

と
ん
ど
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
が
台
詞
で
語
っ
て
い
る（

（1
（

。

た
だ
し
、
石
川
は
、
道
鏡
の
生
い
立
ち
な
ど
は
『
道
鏡
』
を
参
考
に
し

な
が
ら
も
、「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
に
関
し
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、『
六
道
遊
行
』
に
お
け
る
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
関
係
性
は

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
道
鏡
は
巨
根
で
あ
り
、
称
徳
天
皇
と
関
係
を
持
つ
こ
と
で
出
世

し
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
称
徳
天
皇
は
性
欲
旺
盛
で
広
陰
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
楯
ら
の
登
場
人
物
が
称
徳
天
皇
の
色
好

み
を
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
点
は
、
横

田
氏
『
道
鏡
』
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
ほ
か
の
「
参
考
文
献
」
で
あ
る
『
古

事
談
』『
水
鏡
』
な
ど
と
の
相
違
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

次
の
引
用
は
小
楯
の
仲
間
で
あ
る
七
瀬
と
い
う
女
性
の
セ
リ
フ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
が
性
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

道
鏡
が
巨
根
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「（
略
）
姫
の
み
か
ど
の
お
ん
な
や
み
は
気
鬱
の
や
ま
い
と
か
。
女
の

鬱
し
た
気
を
こ
こ
ろ
ゆ
く
ば
か
り
晴
ら
す
に
は
、
た
く
ま
し
い
男
の

気
が
な
に
よ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
道
鏡
法
師
は
さ
き
ほ
ど
の
歌
の
文

句
に
も
あ
る
と
お
り
、
あ
く
ま
で
黒
い
な
に
や
ら
と
き
こ
え
高
き
も

の
な
れ
ば
、
て
つ
き
り
く
だ
ん
の
逸
物
を
も
つ
て
御
薬
に
侍
し
た
に

相
違
な
し
と
、こ
れ
は
垣
の
ぞ
き
に
も
見
て
と
れ
ま
し
ょ
う
。（
略
）」

（
第
九
章
）

　

こ
こ
で
は
「
く
だ
ん
の
逸
物
を
も
つ
て
御
薬
に
侍
し
た
」
と
あ
る
よ
う

に
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
関
係
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
く
だ

ん
の
逸
物
」
と
い
う
言
葉
に
加
え
、「
参
考
文
献
」
に
も
あ
る
『
日
本
霊

異
記
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
「
さ
き
ほ
ど
歌
の
文
句
」
に
、「
黒
み
た
る
わ

が
お
お
ふ
ぐ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、『
六
道
遊
行
』
に
お
い
て
は
道

鏡
が
巨
根
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、称
徳
天
皇
が
色
好
み
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
、称
徳
天
皇
の
「
御

悩
の
も
と
は
と
い
へ
ば
」「
閨
の
か
た
ら
ひ
か
ら
遠
ざ
か
り
ぎ
み
の
せ
ゐ

で
は
な
い
か
」
と
い
う
地
の
文
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
七
瀬

の
「
上
皇
さ
ま
の
お
む
づ
か
り
も
さ
ぞ
か
し
」
と
い
う
セ
リ
フ
か
ら
も
う

か
が
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
広
陰
と
い
う
設
定
は
、
同
じ
く
七
瀬
の
「
ど
こ
や
ら
も
酒
甕

ほ
ど
に
大
ぶ
り
と
う
け
た
ま
は
れ
ば
」
と
い
う
セ
リ
フ
や
、
次
の
よ
う
な
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記
述
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「（
略
）
め
づ
ら
し
や
、
姫
の
み
か
ど
の
大
器
、
上
に
あ
り
。
こ
れ
世

の
し
づ
め
ぢ
や
。
大
器
は
大
器
を
呼
ぶ
。
呪
の
は
た
ら
き
あ
や
ま
た

ら
ず
、
や
が
て
足
ら
ざ
る
を
み
た
し
め
て
、
お
む
づ
か
り
も
し
づ
ま

ら
う
て
。
さ
か
づ
き
を
あ
げ
て
祝
ふ
べ
き
こ
と
ぢ
や
よ
。」（
第
七
章
）

　

沙
彌
と
い
う
小
楯
の
仲
間
の
セ
リ
フ
は
、「
姫
の
み
か
ど
の
大
器
」
と

い
う
よ
う
に
、
称
徳
天
皇
が
広
陰
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し

て
、そ
の「
大
器
」が
道
鏡
の「
大
器
」に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
を「
さ

か
づ
き
を
あ
げ
て
祝
ふ
べ
き
こ
と
ぢ
や
よ
」
と
し
て
、
よ
い
こ
と
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
称
徳
天
皇
の
性
的
欲
望
に
対
し
て
は

小
楯
も
評
価
し
て
い
る
。

　

小
楯
ら
は
、
称
徳
天
皇
と
関
係
を
持
つ
道
鏡
を
、「
こ
の
恋
の
炎
の
絶

え
ぬ
か
ぎ
り
、
き
づ
な
の
切
れ
ぬ
か
ぎ
り
は
、
道
鏡
の
座
は
ゆ
ら
ぐ
こ
と

が
あ
る
ま
い
。
恋
の
ま
こ
と
こ
そ
、
人
間
の
本
性
、
ま
つ
り
ご
と
の
拠
つ

て
立
つ
根
元
だ
。」（
第
一
三
章
）と
あ
る
よ
う
に
、最
初
は
評
価
し
て
い
る
。

　

だ
が
、「
道
鏡
は
天
位
に
目
が
く
ら
み
、
天
下
の
事
に
気
も
そ
ぞ
ろ
と

な
っ
て
、
み
か
ど
の
く
る
し
い
お
胸
の
内
を
察
せ
ず
、
恋
の
ま
こ
と
を
わ

す
れ
た
と
見
え
た
。
と
か
く
天
下
の
事
を
い
ひ
立
て
る
や
つ
の
、
よ
ご
れ

た
料
簡
、
あ
さ
ま
し
い
。」（
第
一
九
章
）
と
あ
る
よ
う
に
、
小
楯
は
、
道

鏡
が
称
徳
天
皇
と
の
肉
体
関
係
か
ら
距
離
を
置
い
て
政
治
に
明
け
暮
れ
て

い
る
と
聞
く
と
、
道
鏡
を
「
あ
さ
ま
し
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
道
鏡
と
は
対
照
的
に
、
称
徳
天

皇
は
小
楯
ら
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
次
の
小
楯
の
セ
リ
フ
は
、
称
徳
天
皇

が
道
鏡
と
反
対
に
「
恋
の
ま
こ
と
」
と
い
う
性
欲
に
忠
実
な
生
き
方
を
貫

い
た
こ
と
へ
の
賛
美
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
姫
の
み
か
ど
は
恋
の
ま
こ
と
一
筋
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
み
ご
と
に
お

は
て
な
さ
れ
た
。
俗
事
を
よ
そ
に
、
遊
楽
の
は
て
、
わ
き
目
も
ふ
ら

ぬ
け
な
げ
な
お
ん
振
舞
。
歓
喜
の
た
だ
な
か
に
立
ち
な
が
ら
こ
の
世

あ
の
世
の
堺
を
超
え
さ
せ
た
ま
ふ
か
。
こ
れ
ぞ
王
者
の
死
よ
。
死
を

踏
ま
え
て
の
神
あ
そ
び
。
今
は
な
き
お
ん
す
が
た
は
遠
く
天
翔
り
た

ま
う
。
凡
下
の
追
つ
て
も
追
ひ
つ
く
か
ぎ
り
で
な
い
。
た
だ
空
を
仰

い
で
歎
ず
る
ば
か
り
。」（
第
二
三
章
）

　

こ
れ
に
比
べ
て
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
肉
体
関
係
を
語
る
『
水
鏡
』

や
『
古
事
談
』
で
は
、
そ
の
挿
話
を
入
れ
る
意
味
と
し
て
、
称
徳
天
皇
へ

の
強
い
批
判
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
つ
ま

り
、『
水
鏡
』
や
『
古
事
談
』
に
お
い
て
は
、
称
徳
天
皇
は
淫
乱
で
あ
り
、
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色
欲
に
溺
れ
て
国
を
傾
け
る
〈
悪
女
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

称
徳
天
皇
は
『
六
道
遊
行
』
で
は
、
藤
原
仲
麻
呂
お
よ
び
道
鏡
と
関
係

を
も
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
『
水
鏡
』
や
『
古
事
談
』
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、む
し
ろ
「
恋
の
ま
こ
と
」

を
貫
い
た
人
物
と
し
て
作
中
人
物
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
道
鏡
は
、
第
一
九
章
で
「
天
位
に
目
が
く
ら
み
」、「
恋
の
ま
こ
と

を
わ
す
れ
た
」
と
し
て
、
小
楯
に
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

二
、「
参
考
文
献
」
と
の
関
係
性

本
節
で
は
、ま
ず
『
六
道
遊
行
』
の
「
参
考
文
献
」
に
記
載
が
あ
る
『
水

鏡
』、『
古
事
談
』（

（1
（

の
引
用
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
六
道
遊
行
』
第
二
二
章
の
地
の
文
で
は
、『
古
事
談
』
と
『
水
鏡
』
が

引
用
元
と
し
て
明
記
さ
れ
、「
姫
の
み
か
ど
の
死
の
顛
末
」
と
「
そ
の
後

の
後
継
者
決
め
の
成
り
行
き
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
「
姫
の

み
か
ど
の
死
の
顛
末
」
は
、『
古
事
談
』
と
『
水
鏡
』（
古
本
系
）、『
水
鏡
』

（
増
補
本
系
）（

（1
（

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
異
な
る
。
そ
し
て
、「
姫
の
み

か
ど
の
死
の
顛
末
」
の
引
用
元
は
『
古
事
談
』
で
は
あ
る
が
、『
六
道
遊
行
』

は
、『
古
事
談
』
に
は
な
く
『
水
鏡
』（
古
本
系
）
に
あ
る
部
分
を
含
ん
で

い
る
。
な
ぜ
『
水
鏡
』
で
は
な
く
『
古
事
談
』
が
選
択
さ
れ
、そ
し
て
『
水

鏡
』
の
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
詳
し
く
見
て
い

き
た
い
。

ま
ず
、
第
二
二
章
の
当
該
箇
所
を
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

　

後
世
の
古
事
談
の
記
述
に
依
れ
ば
、
姫
の
み
か
ど
、
道
鏡
の
逸
物

を
も
な
ほ
不
足
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
、
山
の
芋
を
も
つ
て
異
な
か
た
ち

に
作
り
な
し
て
、
こ
れ
を
こ
こ
ろ
み
た
ま
ふ
に
、
折
れ
こ
も
る
と
し

か
じ
か
。
す
で
に
腫
れ
ふ
さ
が
つ
て
大
事
に
お
よ
ぶ
と
き
、
百
済
の

医
師
小
手
尼
、
そ
の
手
み
ど
り
ご
の
手
の
ご
と
く
な
る
が
、
と
く
と

見
奉
つ
て
い
ふ
に
は
、
こ
の
や
ま
ひ
癒
ゆ
べ
し
と
、
手
に
油
を
塗
つ

て
こ
れ
を
取
ら
う
と
す
る
。
を
り
し
も
、
か
た
は
ら
に
侍
し
た
藤
原

百
川
、
こ
や
つ
霊
狐
め
と
、
つ
る
ぎ
を
抜
い
て
小
手
尼
の
肩
を
斬
る
。

か
く
て
は
癒
ゆ
べ
き
や
ま
ひ
も
つ
の
る
ば
か
り
。
姫
の
み
か
ど
、
つ

い
に
あ
え
な
く
な
り
た
ま
ふ
。
百
川
の
い
ら
ざ
る
振
舞
、
か
へ
つ
て

宝
算
を
ち
ぢ
め
奉
る
に
似
た
。
か
の
異
物
は
も
と
道
鏡
の
献
上
に
係

る
も
の
で
あ
る
。
道
鏡
、
姫
の
み
か
ど
に
仕
え
ま
つ
る
た
め
に
は
、

も
つ
ぱ
ら
恋
の
つ
と
め
に
精
を
そ
そ
ぎ
ま
ひ
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
、
あ

ら
う
こ
と
か
天
下
の
国
家
の
と
お
ろ
か
な
沙
汰
に
気
を
う
ば
は
れ
、
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玉
の
床
に
み
こ
こ
ろ
を
み
た
し
め
ず
、
あ
や
し
き
も
の
を
献
じ
て
非

力
を
お
ぎ
な
う
か
。
色
の
道
に
懈
怠
の
罪
、
こ
こ
に
至
つ
て
笑
止
に

も
、
ま
た
あ
さ
ま
し
く
も
見
え
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
二
章
の
「
姫
の
み
か
ど
の
死
の
顛
末
」
に
つ
い

て
は
「
古
事
談
の
記
述
に
依
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
古
事
談
』
を

引
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
「
姫
の
み
か
ど
の
死
の
顛
末
」
の
典
拠
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
差

異
と
し
て
「
姫
の
み
か
ど
」
の
死
の
原
因
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、

『
古
事
談
』
に
は
、
姫
の
み
か
ど
が
慰
め
に
使
う
山
芋
を
自
分
自
身
で
用

い
た
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
だ
が
、『
水
鏡
』（
古
本
系
）
で
は
山
芋
は
道
鏡
が

差
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り（

（1
（

、『
水
鏡
』（
増
補
本
系
）
で
は
、

「
賢
臣
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
藤
原
百
川
が
「
王
法
」
を
守
る
た
め
に
差
し

入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
な
お
、『
六
道
遊
行
』
に
お
い
て

は
、
先
の
引
用
の
通
り
、
山
芋
は
道
鏡
が
差
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
古
事
談
』
に
は
な
い
部
分
で
、『
水
鏡
』（
古
本
系
）
に
お
け
る
物

語
の
内
容
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
第
二
二
章
に
お
い
て
は
、
称
徳
天
皇
が
自
ら
の
慰
め
に
山
芋

を
用
い
た
こ
と
が
原
因
で
病
気
に
な
り
崩
御
し
た
、
と
い
う
『
古
事
談
』

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、山
芋
が
道
鏡
の
差
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う『
水

鏡
』（
古
本
系
）
の
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、『
水
鏡
』（
古
本
系
）
の
み
を
典
拠
に
し
た
の
で
は
称
徳
天
皇

が
具
体
的
に
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。『
水
鏡
』（
古
本
系
）
で
は
、
道
鏡
が
献
上
し
た
山
芋
は
「
お

も
ひ
か
け
ぬ
も
の（

11
（

」
と
表
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
は
「
あ
さ
ま

し
き
こ
と
い
で
き
て
。（

1（
（

」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
接
的
な
説
明
が
避

け
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
触
れ
る
た
め
に『
古

事
談
』
が
採
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

反
対
に
『
古
事
談
』
は
、「
称
徳
天
皇
、
道
鏡
が
陰
猶
ほ
不
足
に
思
し

食
さ
れ
て
、
暑
預
を
以
て
隠
の
形
を
作
り
、
之
を
用
ひ
し
め
給
ふ
の
間
、

折
れ
籠
む
と
云
々
。
仍
て
腫
れ
塞
が
り
、大
事
に
及
ぶ（

11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、『
古
事
談
』
の
み
を
典

拠
に
す
れ
ば
、
道
鏡
の
献
上
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
複
合
に
よ
っ
て
、『
古
事
談
』
に
お

い
て
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
自
ら
の
意
思
で
自
分
を
慰
め
る
淫
乱
な

女
帝
、つ
ま
り
〈
悪
女
〉
と
し
て
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
た
称
徳
天
皇
を
、

『
六
道
遊
行
』
で
は
、
道
鏡
の
精
力
の
「
非
力
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、山
芋
を
用
い
た
こ
と
は
称
徳
天
皇
に
非
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

道
鏡
が「
も
っ
ぱ
ら
恋
の
つ
と
め
に
精
を
そ
そ
ぎ
ま
い
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
、
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あ
ろ
う
こ
と
か
天
下
の
国
家
の
と
お
ろ
か
な
沙
汰
に
気
を
う
ば
わ
れ
、
玉

の
床
に
み
こ
こ
ろ
を
み
た
し
め
」
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、「
か

の
異
物
」
で
あ
る
山
芋
を
自
分
の
代
わ
り
に
称
徳
天
皇
に
送
り
「
非
力
を

お
ぎ
な
」
お
う
と
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
恋
の
ま
こ
と
」
に
背
い
た
こ

と
に
非
が
あ
る
の
だ
、
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
歴
史
叙
述
の
単
な
る
引
用
で
は
な
く
、
称
徳
天
皇
と
道

鏡
の
関
係
性
は
、
称
徳
天
皇
の
多
大
な
性
的
欲
望
に
紐
付
い
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
性
的
欲
望
は
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
石

川
の
〈
歴
史
の
見
方
〉
に
も
と
づ
い
た
典
拠
の
用
い
方
に
よ
っ
て
、『
古

事
談
』
や
『
水
鏡
』
に
お
け
る
称
徳
天
皇
の
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
読

み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
前
章
に
お

け
る
登
場
人
物
の
称
徳
天
皇
に
対
す
る
評
価
も
合
わ
せ
て
、
次
章
で
述
べ

る
、
天
平
期
の
奈
良
と
「
現
代
」、
称
徳
天
皇
と
真
玉
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

三
、
天
平
期
の
奈
良
と
「
現
代
」
と
の
関
わ
り

　

本
節
で
は
、
ま
ず
、『
六
道
遊
行
』
の
前
半
部
で
は
天
平
期
の
奈
良
の

出
来
事
と
作
中
に
お
け
る
「
現
代
」
の
出
来
事
が
対
応
し
た
り
、
真
玉
と

称
徳
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
り
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘

す
る
。
さ
ら
に
、
称
徳
天
皇
の
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
真
玉
に
映
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
〈
悪
女
〉
の

イ
メ
ー
ジ
が
映
さ
れ
た
真
玉
は
、「
現
代
」
に
お
け
る
「
物
質
主
義
」
の

権
化
と
し
て
没
落
し
、
反
対
に
称
徳
天
皇
は
「
恋
の
こ
こ
ろ
」
に
か
な
う

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。『

六
道
遊
行
』
に
は
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
天
平
期
の
奈
良

と
「
現
代
」
に
お
い
て
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
真

玉
と
称
徳
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
天
平
期
奈
良
と
「
現
代
」
と
の
状
況
の
対
応

関
係
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
天
平
時
代
を
舞
台
と
す
る
第
一
章
で
、
白
い
被

衣
の
女
が
出
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
小
楯
が
、
同
じ
く
噂
を
聞
き
つ
け
、

女
を
取
り
囲
ん
だ
若
者
た
ち
を
追
い
払
う
場
面
で
あ
る
。

　

め
ん
め
ん
、
い
ら
つ
て
、
輪
の
中
に
取
り
こ
め
て
捕
へ
よ
う
と
か

か
れ
ば
、
女
は
飛
び
ち
が
へ
て
、
そ
こ
に
こ
こ
に
と
、
色
香
は
さ
ら

に
な
や
ま
し
く
散
る
。
と
き
に
、
小
楯
が
つ
い
と
ま
ん
な
か
に
割
つ

て
入
つ
た
。
も
の
も
い
は
ず
、
た
だ
鞘
ぐ
る
み
振
り
か
ざ
し
た
白
銀

の
目
貫
の
太
刀
が
光
つ
て
、
は
や
る
わ
か
も
の
ど
も
を
お
さ
へ
た
。
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は
む
か
つ
て
来
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
く
、
足
み
だ
れ
て
、
み
な
ち
り

ぢ
り
に
逃
げ
去
つ
た
。（
第
一
章
）

　

ま
た
、
同
じ
第
一
章
で
は
、「
と
た
ん
に
、
太
刀
が
ひ
ら
め
い
て
、
下

役
二
人
そ
の
場
に
の
け
ぞ
つ
て
た
ふ
れ
た
。
な
き
が
ら
は
つ
い
草
む
ら
に

蹴
こ
ま
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
小
楯
が
盗
ま
れ
た
太
刀
を
追
っ
て
き
た

役
人
を
切
る
場
面
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
場
面
は
、
次
に
引
用
す
る
第
二
章
に
お
け
る
「
現
代
」
と
対

応
し
て
い
る
。

「
あ
た
し
、
さ
つ
き
か
へ
り
道
に
醉
ぱ
ら
い
の
不
良
学
生
に
か
ら
ま

れ
て
こ
ま
つ
て
た
と
き
、
横
合
か
ら
あ
ら
は
れ
て
、
追
つ
ぱ
ら
つ
て

く
れ
た
ひ
と
が
ゐ
た
の
よ
。
ど
う
も
こ
の
ひ
と
ら
し
か
つ
た
。
そ
の

ス
テ
ッ
キ
を
振
り
ま
は
し
て
さ
。」

　

小
楯
の
太
刀
は
い
つ
の
ま
に
か
銀
の
に
ぎ
り
の
つ
い
た
黒
い
杖
に

な
つ
て
ゐ
た
。

「
さ
う
い
へ
ば
、
宵
の
く
ち
に
そ
こ
の
町
角
で
、
デ
カ
が
二
箇
の
さ

れ
た
と
か
い
つ
て
、
さ
わ
い
で
ゐ
た
つ
け
が
、
こ
い
つ
の
し
わ
ざ
か

な
。
こ
い
つ
が
不
良
に
入
れ
か
は
つ
て
、
お
ま
へ
を
こ
こ
ま
で
追
つ

か
け
て
来
た
こ
と
に
な
る
の
か
。」

　
「
現
代
」
と
天
平
期
の
奈
良
に
お
い
て
、「
不
良
学
生
」
と
「
わ
か
も
の
」、

「
デ
カ
」
と
「
役
人
」
と
い
う
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

女
が
男
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
場
面
に
小
楯
が
割
っ
て
入
る
と
い
う
状

況
に
見
出
せ
る
。
ま
た
、
小
楯
に
切
ら
れ
た
「
役
人
」
と
「
の
さ
れ
た
デ

カ
」
が
、
そ
の
人
数
に
お
い
て
も
、
小
楯
に
や
ら
れ
た
と
い
う
点
に
お
い

て
も
一
致
し
て
お
り
、「
現
代
」
と
天
平
期
の
奈
良
が
重
な
り
合
っ
て
い

る
と
い
え
る
。

　

続
い
て
、
第
二
章
に
お
け
る
、「
現
代
」
に
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
し
た

小
楯
が
真
玉
と
男
に
出
く
わ
す
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
真
玉
を
女
房
と
す

る
男
は
、「
そ
の
あ
と
は
ま
た
ベ
ッ
ド
で
、
こ
い
つ
の
は
だ
か
を
小
つ
ぴ

ど
く
あ
つ
か
つ
て
、
さ
か
さ
に
し
た
り
、
し
め
あ
げ
た
り
、
ひ
つ
ぱ
た
い

た
り
、拷
問
は
明
方
ま
で
つ
づ
く
」（
第
二
章
）
と
い
う
セ
リ
フ
を
述
べ
る
。

　

こ
の
セ
リ
フ
と
対
応
す
る
の
は
、
第
三
章
に
お
け
る
小
楯
と
そ
の
仲
間

で
あ
る
飛
魚
と
の
会
話
に
お
け
る
、
次
の
言
葉
で
あ
る
。

「
見
る
も
の
は
た
し
か
に
見
て
と
つ
た
。」

「
閨
の
け
し
き
を
か
。」

（
中
略
）
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「
な
ん
の
、
や
く
た
い
も
な
い
。
お
れ
が
す
で
に
見
た
も
の
で
あ
つ

た
よ
。」

「
す
で
に
と
は
、
い
つ
ど
こ
で
。」

「
砂
の
か
な
た
の
世
界
で
な
。
ま
た
砂
が
ふ
つ
て
来
た
や
う
だ
。」

　

こ
れ
ら
の
セ
リ
フ
か
ら
は
、
小
楯
が
田
村
第
で
の
称
徳
天
皇
と
藤
原
仲

麻
呂
と
の
「
閨
の
け
し
き
」
と
、「
現
代
」
で
見
た
真
玉
と
男
と
の
や
り

と
り
を
重
ね
合
わ
せ
、「
お
れ
が
す
で
に
見
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
第
五
章
で
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
真
玉
と
称
徳
天
皇
が
重

な
る
イ
メ
ー
ジ
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
、
仲
麻
呂
の
閨
の
う
ち
に
、
小
楯
の
目
を
打
つ
て
、
た
ち

ま
ち
一
面
の
大
鏡
が
壁
に
せ
り
出
し
て
来
た
。
か
の
真
玉
の
部
屋
の

壁
に
取
り
つ
け
た
金
ぴ
か
の
枠
の
鏡
で
あ
る
。
鏡
の
中
に
く
れ
な
ゐ

の
濃
染
の
衣
を
裾
長
く
着
て
真
玉
と
見
ま
が
ふ
女
が
ゐ
る
。
女
は
鏡

か
ら
抜
け
出
て
、裾
を
か
か
げ
袖
を
ひ
る
が
へ
し
て
舞
ひ
は
じ
め
た
。

今
、
女
の
顔
は
真
玉
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
み
か
ど
の
顔
で
あ
つ
た
。

み
か
ど
は
舞
ふ
。
五
節
の
田
舞
と
い
ふ
も
の
か
。
管
弦
の
音
は
な
や

か
に
お
こ
つ
て
、
閨
は
真
紅
に
燃
え
た
。
み
か
ど
の
踏
み
と
ど
ろ
か

す
足
の
下
に
、
仲
麻
呂
の
枕
も
あ
た
ま
も
蹴
ち
ら
さ
れ
て
、
醜
草
の

嵐
に
な
び
く
に
似
た
。
み
か
ど
は
た
か
ら
か
に
笑
つ
て
、
顔
は
歓
喜

に
か
が
や
い
た
。

「
女
の
顔
は
真
玉
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
み
か
ど
の
顔
で
あ
っ
た
」
と

い
う
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
称
徳
天
皇
と
真
玉

の
イ
メ
ー
ジ
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
真
玉
と
称
徳
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
ね
ら
れ
る
こ

と
が
な
く
な
り
、「
現
代
」
と
天
平
期
の
奈
良
も
、
第
一
章
か
ら
第
五
章

ま
で
の
よ
う
な
対
応
関
係
も
な
く
な
る
。
こ
こ
で
、
称
徳
天
皇
と
真
玉
の

イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、先
に
み
た
称
徳
天
皇
の
〈
悪
女
〉

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
真
玉
の
方
に
写
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。こ

こ
で
い
う
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
本
稿
第
一
章
で
確
認
し
た

よ
う
な
国
を
傾
け
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
だ
が
、
色
欲
に
溺
れ
国

を
傾
け
た
称
徳
天
皇
と
は
異
な
り
、
真
玉
は
物
質
主
義
に
溺
れ
た
存
在
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、真
玉
は
通
常
の
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー

ジ
と
は
少
し
異
な
る
。

真
玉
は
、
興
行
師
の
夫
で
あ
る
浦
見
大
蔵
の
遺
産
を
目
当
て
に
結
婚
を

承
諾
し
、
財
産
を
す
べ
て
真
玉
に
譲
ら
せ
る
よ
う
遺
言
書
を
作
ら
せ
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
書
類
が
で
き
た
後
は
「
書
類
が
生
き
て
も
の
を
い
ひ
出
す

た
め
に
は
、
御
当
人
に
消
え
て
も
ら
ふ
の
が
早
い
や
う
だ
ね
」（
第
六
章
）

と
、
大
蔵
を
殺
そ
う
と
す
る
。
大
蔵
の
死
後
、
彼
が
建
て
た
、
玉
丸
と
い

う
真
玉
が
産
ん
だ
子
の
た
め
の
幼
稚
園
で
あ
る
「
白
玉
学
園
」
は
潰
れ
る
。

こ
の
「
白
玉
学
園
」
は
、
第
一
六
章
に
あ
る
よ
う
に
、
大
蔵
の
「
腹
の
中

の
夢
」
で
あ
り
、「
形
式
を
取
つ
て
実
現
に
乗
り
出
し
た
」
も
の
で
あ
っ

た
。
真
玉
は
、
大
蔵
が
早
く
命
を
落
と
す
よ
う
に
、
彼
が
よ
く
飲
む
鴨
の

粥
に
、
針
を
仕
込
ん
で
い
た
。
大
蔵
は
、「
太
鼓
腹
が
ば
く
り
と
た
て
に

割
れ
」
て
絶
命
す
る
が
、
そ
の
際
、
割
れ
た
腹
の
中
に
は
、「
ざ
つ
と
千

本
ほ
ど
の
針
が
臓
腑
に
ひ
し
と
刺
さ
つ
て
ゐ
た
」（
第
一
八
章
）。
こ
の
よ

う
に
、
性
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
金
銭
的
な
欲
の
た
め
に
真
玉
は
財
産
を

目
当
て
に
し
て
大
蔵
を
殺
害
し
た
。
こ
れ
も
、
性
的
な
も
の
が
原
因
で
は

な
い
に
せ
よ
、
相
手
の
身
を
滅
ぼ
し
そ
の
私
財
を
傾
け
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
一
人
の
〈
悪
女
〉
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
る
真

玉
は
、「
現
代
」
の
物
質
主
義
の
体
現
者
と
し
て
金
儲
け
に
走
る
が
、
大

蔵
が
残
し
た
負
債
に
よ
っ
て
真
玉
に
財
産
は
入
ら
な
く
な
り
、
最
後
に
は

没
落
す
る
。「
王
者
の
死
」
と
小
楯
に
評
さ
れ
る
称
徳
天
皇
の
最
期
と
は

対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
の
引
用
は
、
浦
見
大
蔵
の
死
後
没
落
す
る
真
玉
の
描
写
で
あ
る
。

　

真
玉
は
紙
人
形
の
や
う
に
う
す
く
ふ
ら
ふ
ら
と
浮
い
て
出
た
。
こ

れ
が
真
玉
だ
ら
う
か
。
髪
は
し
ら
が
に
み
だ
れ
、
顔
は
血
の
気
が
う

せ
、
げ
つ
そ
り
痩
せ
こ
け
て
、
老
い
さ
ら
ば
へ
た
す
が
た
で
あ
つ
た
。

当
人
は
さ
う
と
は
気
が
つ
い
て
ゐ
な
い
ら
し
い
。
あ
ひ
か
は
ら
ず
花

模
様
の
衣
装
の
、
し
か
し
着
こ
な
し
は
く
づ
れ
て
、
の
こ
り
の
色
香

も
な
い
の
に
、
わ
ざ
と
媚
を
ふ
く
ん
で
し
な
を
作
つ
た
の
が
さ
む
ざ

む
と
見
え
た
。（
中
略
）
狂
女
。
遠
く
に
犬
が
吠
え
る
。
狂
女
は
紙

を
こ
ま
か
く
ち
ぎ
つ
て
は
振
り
ま
く
。
銀
行
通
帳
の
や
う
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
か
ら
、
道
化
は
地
べ
た
に
散
つ
た
数
字
を
一
つ
一
つ
ひ
ろ

つ
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
は
ま
た
こ
ぼ
し
な
が
ら
、
と
ん
ぼ
を
切

り
そ
こ
な
つ
て
こ
ろ
が
つ
た
。（
第
二
一
章
）

　　

再
起
を
賭
け
た
事
業
に
失
敗
し
落
ち
ぶ
れ
た
真
玉
は
、「
銀
行
通
帳
」

を
ち
ぎ
っ
て
振
り
ま
く
。
こ
こ
に
は
、
金
儲
け
と
い
う
欲
に
溺
れ
た
〈
悪

女
〉
の
類
型
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、『
六
道
遊
行
』
に
は
、「
現
代
」
の
物
質
主
義
を
批
判
的
に
描
い

て
い
る
箇
所
が
あ
る
。「
現
代
」
に
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
す
る
小
楯
の
、

飛
魚
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
そ
う
で
あ
る
。
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「
物
と
は
。」

「
か
た
ち
あ
つ
て
、
こ
こ
ろ
な
き
が
ご
と
き
も
の
だ
。
か
な
た
の
世

界
で
は
物
が
お
び
た
だ
し
い
繁
昌
と
見
え
る
。
人
間
ま
で
物
よ
。
生

き
て
は
ゐ
て
も
、
こ
こ
ろ
が
抜
け
て
、
右
往
左
往
、
め
い
め
い
勝
手

に
あ
ば
れ
ま
は
つ
て
始
末
が
つ
か
ぬ
。（
略
）」（
第
一
九
章
）

　
「
現
代
」
に
お
い
て
は
、「
物
が
お
び
た
だ
し
い
繁
昌
」
を
見
せ
て
お
り
、

「
人
間
ま
で
物
」
で
あ
る
と
小
楯
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
物
」
と
対
比
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、そ
の「
こ
こ
ろ
」が
抜
け
て「
勝
手
に
あ
ば
れ
ま
は
」る「
現
代
」

の
人
間
は
、「
物
」
に
執
着
し
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、第
十
章
の
「
白

玉
学
園
」に
母
親
た
ち
が
集
ま
る
場
面
で
の
、「
着
か
ざ
っ
た
衣
装
」や「
車

の
新
型
」
と
い
っ
た
描
写
に
、
物
質
主
義
的
な
一
面
が
う
か
が
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
物
質
主
義
を
体
現
し
て
い
る
の
が
真
玉
で
あ
る
と
い
え

る
。『

水
鏡
』
や
『
古
事
談
』
に
よ
る
称
徳
天
皇
の
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
第
五
章
に
お
い
て
称
徳
天
皇
と
象
徴
的
に
重
な
り
合
い
、
対
応
関
係

に
あ
っ
た
真
玉
に
映
さ
れ
る
。
真
玉
は
そ
の
後
、
称
徳
天
皇
と
重
ね
ら
れ

る
こ
と
な
く
、「
現
代
」に
お
い
て
夫
を
利
用
し
て
金
儲
け
を
し
よ
う
と
し
、

放
埒
に
振
る
舞
う
。
そ
し
て
最
後
に
は
破
産
し
、
落
ち
ぶ
れ
た
姿
が
描
か

れ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
、
真
玉
は
物
質
主
義
の
権
化
と
し
て
表
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

反
対
に
、
称
徳
天
皇
は
性
的
に
奔
放
な
人
物
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
る

が
、
そ
こ
に
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
作
中
人
物
に
よ
っ
て
「
恋

の
ま
こ
と
」「
恋
の
こ
こ
ろ
」
に
か
な
う
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。

そ
し
て
こ
の
称
徳
天
皇
と
真
玉
の
対
照
的
な
描
か
れ
方
は
、「
現
代
」

に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
が
抜
け
」
た
物
質
主
義
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、「
こ

こ
ろ
が
抜
け
」
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
天
平
期
の
奈
良
に
お
け
る
、
称
徳
天

皇
の
積
極
的
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

　

歴
史
叙
述
は
、
個
々
の
出
来
事
を
物
語
化
す
る
際
、
プ
ロ
ッ
ト
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
書
き

手
の
歴
史
の
見
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
。横
田
健
一
の『
道
鏡
』は「
称

徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
と
い
え
る
よ
う
な
〈
歴
史
の
見
方
〉
を
持
ち
、
そ
れ

に
対
し
て
『
六
道
遊
行
』
は
、
称
徳
天
皇
は
性
欲
旺
盛
で
あ
る
が
そ
れ
が

非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
〈
歴
史
の
見
方
〉
を
持
つ
。
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さ
ら
に
、『
六
道
遊
行
』
に
お
い
て
は
、
真
玉
と
い
う
「
現
代
」
の
女

性
に
称
徳
天
皇
が
持
っ
て
い
た
〈
悪
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
映
さ
れ
、
物
質

主
義
的
な
現
代
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
反
対
に
称
徳
天
皇
は
、

「
恋
の
ま
こ
と
」「
恋
の
こ
こ
ろ
」
に
か
な
う
よ
う
な
人
生
を
生
き
た
人
物

で
あ
る
と
作
中
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
六
道
遊
行
』
の
〈
歴
史
の
見
方
〉
は
、
真
玉
を
通
し
て

物
質
主
義
的
な
現
代
の
批
判
を
す
る
た
め
、
そ
し
て
自
身
の
歓
楽
、
つ
ま

り
「
恋
の
ま
こ
と
」
を
貫
い
た
称
徳
天
皇
に
対
す
る
評
価
を
行
う
た
め
に
、

石
川
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）　

李
忠
奎
「『
六
道
遊
行
』
論
―
―
「
因
縁
」
に
つ
い
て
」『
日
本
文

学
誌
要
』
第
七
四
号
・
法
政
大
学
国
文
学
会
・
二
○
○
六
年
七
月

（
2
）　

野
口
武
彦「
巨
根
伝
説
の
探
求
―
―『
六
道
遊
行
』小
論
―
―
」『
す

ば
る
』
昭
和
五
十
八
年
六
月
号
・
集
英
社
・
一
九
八
三
年
六
月

（
3
）　

鈴
木
優
作
「〈
抵
抗
〉
と
し
て
の
民
間
信
仰
―
―
石
川
淳
「
六
道

遊
行
」
論
―
―
」『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要　

第
九
号
』・
二
○
一
六

年
三
月

（
4
）　

言
語
論
的
転
回
以
後
の
歴
史
叙
述
の
物
語
り
論
は
、
ア
ー
サ
ー
・

ダ
ン
ト
の
『
物
語
と
し
て
の
歴
史
』
や
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
『
メ

タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
を
起
点
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
遅
塚
忠
躬
氏
は
、
そ

の
よ
う
な
物
語
り
論
に
つ
い
て
、「
歴
史
学
と
い
う
営
み
の
性
質
を
吟

味
す
る
」
書
で
あ
る
『
史
学
概
論
』
東
京
大
学
出
版
会
・
二
○
一
〇
年

五
月
一
二
日
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
確
か
に
、
歴
史
家
が

あ
る
事
実
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の
事
実
を
あ
る
脈
絡
（
コ
ン
テ
ク

ス
ト
）の
中
に
位
置
づ
け
る（
意
味
づ
け
る
）た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
孤
立
し
た
事
実
を
吟
味
す
る
こ
と
（
考
証
）
は
、
歴
史
学
に
と
っ

て
は
そ
こ
で
完
結
し
た
作
業
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
歴
史

学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
素
材
と
し
、
そ
れ
ら
を
組
み
立
て
て
歴
史

像
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
構
築
作
業
は
一
種
の
物
語
り
行

為
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
歴
史
叙
述
（
歴
史
像
構
築
）
の
物
語
性
を

指
摘
し
た
の
は
物
語
り
論
の
功
績
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。」

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
の
物
語
り
性
は
一
定
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

（
5
）　

岡
本
充
弘
『
過
去
と
歴
史 「
国
家
」
と
「
近
代
」
を
遠
く
離
れ
て
』

御
茶
の
水
書
房
・
二
○
一
八
年
二
月
二
○
日

（
6
）　

富
山
多
佳
夫
『
文
化
と
精
読 

新
し
い
文
学
入
門
』・
名
古
屋
大
学

出
版
会
・
二
○
○
三
年
九
月
二
十
日

（
7
）　

石
川
淳
「
歴
史
と
文
学
」『
文
藝
情
報
』
一
九
四
一
年
三
月
五
日

（
8
）　

田
中
貴
子
氏
は
、『
悪
女
伝
説
の
秘
密
』
角
川
書
店
・
二
○
○
○
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年
九
月
二
五
日
で
、「
女
帝
と
て
た
だ
の
人
」
と
し
て
読
み
替
え
た
坂

口
安
吾
の
「
道
鏡
」
が
継
承
発
展
さ
れ
、
主
に
男
性
の
研
究
者
に
よ
る

「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

「
称
徳
は
彼
の
肉
体
で
は
な
く
学
識
や
思
い
や
り
の
深
さ
に
愛
情
を
感

じ
た
の
で
あ
り
、二
人
の
結
び
つ
き
は
真
実
の
愛
で
あ
っ
た
、と
い
う
。」

と
し
て
い
る
。

（
9
）　

同
前
。

（
10
）　

田
中
氏
は
「
称
徳
・
道
鏡
純
愛
説
」
を
採
る
著
者
た
ち
が
「
称
徳

と
道
鏡
の
関
係
に
触
れ
る
と
た
ち
ま
ち
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
気
分
が

漂
っ
て
し
ま
う
の
は
不
思
議
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
、
横

田
氏
の
『
道
鏡
』
か
ら
「
そ
う
し
た
孤
独
の
寂
寥
感
が
、
い
く
ら
意
志

が
強
く
、
は
げ
し
い
気
象
だ
と
い
っ
て
も
、
女
性
で
あ
る
天
皇
を
さ
い

な
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
そ
の
さ
び
し
さ
を
理
解
し
て

く
れ
る
人
を
も
と
め
る
天
皇
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
道
鏡
は
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
、
ど
こ
か
闊
達
な
気
分
を
身
の
ま
わ
り
に
た
た
え
て
い
て
、
天

皇
の
孤
独
感
・
寂
寥
感
を
や
わ
ら
げ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。」
と
い
う
文
を
引
用
し
て
い
る
。

（
11
）　

横
田
健
一
『
道
鏡
』・
吉
川
弘
文
館
・
一
九
五
九
年
三
月
二
五
日

（
12
）　

横
田
健
一
『
道
鏡
』「『
続
日
本
紀
』
に
み
ら
れ
る
称
徳
天
皇
の
行

動
や
詔
勅
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
、
天
皇
の
強
い
意
志
や
激
し
い
気
象

を
し
め
し
て
い
て
、た
と
え
ば
淳
仁
天
皇
を
た
し
な
め
ら
れ
た
口
調
や
、

皇
族
や
仲
麻
呂
そ
の
他
の
叛
逆
者
な
ど
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
ば
は
実
に

鋭
く
、
激
烈
で
あ
る
。」

（
13
）　
『
六
道
遊
行
』
第
九
章
「「
そ
れ
ぢ
や
よ
。
宿
曜
と
は
も
と
天
竺
に

お
け
る
天
文
の
学
よ
り
出
た
な
。
星
は
七
曜
二
十
八
宿
に
わ
か
れ
て
そ

れ
ぞ
れ
神
の
座
ぢ
や
。
人
界
の
吉
凶
善
悪
の
相
す
べ
て
こ
こ
に
あ
ら
は

れ
る
。
禍
福
は
星
の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
天
界
の
運
行
を
見

て
地
上
の
未
来
を
さ
と
る
。
こ
れ
ぞ
咒
の
法
よ
。
法
力
の
神
通
な
る
も

の
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
星
の
う
ご
き
の
舵
を
取
つ
て
、
禍
を
転
じ
て
福

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
運
命
を
変
じ
て
現
世
の
利
益
を
計
る

こ
と
も
至
難
の
わ
ざ
で
は
な
い
て
。
こ
の
秘
法
を
医
に
お
こ
な
ふ
と
き

は
、
病
お
の
ず
か
ら
し
ず
ま
る
道
理
ぢ
や
。」」

　
　

横
田
健
一
『
道
鏡
』「
宿
曜
と
は
イ
ン
ド
の
天
文
学
に
お
い
て
、
星

を
七
曜
・
九
執
・
二
十
八
宿
等
に
分
ち
、
こ
れ
ら
の
星
や
星
座
を
神
の

住
所
も
し
く
は
神
自
体
で
あ
る
と
し
、
人
界
・
天
界
一
切
の
事
象
は
こ

の
宿
曜
に
反
映
し
て
、
吉
凶
の
相
は
こ
れ
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の

運
行
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
界
の
運
命
も
予
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
す

る
、
一
種
の
占
星
術
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宿
曜
秘
法
を
修
し
て
、
こ
の
宿

曜
の
運
行
に
は
た
ら
き
か
け
、
こ
れ
を
左
右
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
運

命
に
は
た
ら
き
か
け
、
こ
れ
を
左
右
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宿
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曜
の
力
を
自
分
の
都
合
の
よ
い
方
向
に
む
け
て
、
現
世
の
幸
福
を
つ
か

み
と
ろ
う
と
す
る
咒
術
で
あ
る
。」

（
14
）　
『
水
鏡 
全
評
釈
』
笠
間
書
院
・
二
○
一
一
年
一
○
月
一
○
日
「
こ

の
女
帝
は
、
そ
の
退
廃
や
快
楽
追
求
に
他
人
よ
り
も
一
層
惑
溺
し
て
の

五
十
年
余
を
生
き
、
そ
し
て
堕
獄
の
よ
う
な
死
に
方
を
さ
れ
た
の
は
、

正
に
一
つ
の
警
世
の
生
き
方
で
あ
り
、
一
つ
の
得
難
い
教
訓
の
よ
う
な

人
生
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
反
面
教
師
と
い
う
言
葉
が
嘗
て
用
い
ら

れ
た
事
が
あ
る
が
、
称
徳
天
皇
と
い
う
一
人
の
女
帝
の
生
と
死
を
、
こ

の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。
―
こ
れ
が
、
本
段
末
尾
の
作
者
の
言
い
た
い
事
な
の
で
あ

る
。」

　
　
『『
古
事
談
』を
読
み
解
く
』笠
間
書
院
・
二
○
○
八
年
七
月
一
四
日「
文

学
的
想
像
力
を
駆
使
し
て
ま
で
、
悪
名
高
き
女
帝
の
純
愛
や
生
の
真
実

を
、
同
情
や
共
感
を
以
て
掘
り
起
こ
す
と
い
っ
た
作
業
は
、
お
お
よ
そ

『
古
事
談
』
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
。
／
や
は
り
、
称
徳
女
帝
に

対
す
る
顕
兼
の
眼
差
し
・
処
遇
に
は
、
か
な
り
酷
薄
な
も
の
が
あ
っ
た

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
巻
第
一
話
に

つ
い
て
は
、
年
甲
斐
も
な
く
野
放
図
な
性
欲
に
狂
っ
た
老
女
帝
の
、
こ

れ
以
上
な
い
無
様
な
死
を
描
い
た
も
の
と
、
冷
酷
に
突
き
放
し
て
読
む

の
が
正
解
と
な
り
そ
う
だ
。」

（
15
）　
「
姫
の
み
か
ど
の
死
の
顛
末
」
の
典
拠
で
あ
る
『
古
事
談
』
は
、『
新

注 

古
事
談
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
「
諸
本
間
に
は
際
だ
っ
た
異
同
が
認

め
ら
れ
ず
、系
統
樹
を
描
く
こ
と
も
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
」。よ
っ
て
、

石
川
が
ど
の
諸
本
を
選
択
し
た
か
は
本
稿
で
は
問
題
に
し
な
い
。

（
16
）　

松
村
武
夫
「
水
鏡
の
諸
本
」『
歴
史
物
語
講
座 

第
五
巻 

水
鏡
』・

風
間
書
房
・
一
九
九
七
年
八
月
三
十
一
日
「『
水
鏡
』
の
諸
本
は
、『
国

書
総
目
録
』
に
は
約
五
十
本
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
古
本

系
と
増
補
本
系
に
大
別
で
き
る
。
古
本
系
の
諸
本
の
本
文
に
は
大
差
な

く
、
書
写
の
精
粗
に
よ
る
差
異
が
問
題
と
な
る
。」

（
17
）　
『
新
注 

古
事
談
』・
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
年
十
月
三
〇
日
「
称

徳
天
皇
、
道
鏡
が
陰
猶
ほ
不
足
に
思
し
食
さ
れ
て
、
暑
預
を
以
て
隠
の

形
を
作
り
、
之
を
用
ひ
し
め
給
ふ
の
間
、
折
れ
籠
む
と
云
々
。
仍
て
腫

れ
塞
が
り
、
大
事
に
及
ぶ
の
時
に
、
小
手
尼
〔
百
済
国
の
医
師
、
其
の

手
嬰
子
の
手
の
如
し
〕
見
奉
て
云
く
「
帝
の
病
癒
ゆ
べ
し
」
と
。
手
に

油
を
塗
り
、
之
を
取
ん
と
欲
す
。
爰
に
右
中
弁
百
川
「
霊
狐
な
り
」
と

云
て
、
剣
を
抜
て
肩
を
切
る
と
云
々
。
仍
て
療
ず
る
事
無
く
帝
崩
ず
。」

（
18
）　
『
水
鏡
』（
古
本
系
）・『
増
補
新
訂
国
史
大
系
第
二
十
一
巻
上 

水
鏡
・

大
鏡
』・
国
史
大
系
刊
行
会
・
一
九
三
九
年
五
月
一
五
日
「
道
鏡
御
門

の
御
心
を
、
い
よ
い
よ
ゆ
か
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
。
お
も
ひ
か
け
ぬ

も
の
を
た
て
ま
つ
れ
た
り
し
に
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
い
で
き
て
。
な
ら
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の
京
へ
か
へ
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
。
さ
ま
〴
〵
の
御
く
す
り
ど
も
あ
り

し
か
ど
も
。
其
の
し
る
し
さ
ら
に
見
え
ざ
り
し
に
。
あ
る
あ
ま
一
人
い

て
き
た
り
て
。
い
み
じ
き
事
ど
も
を
申
て
。
や
す
〳
〵
お
こ
た
り
た
ま

ひ
な
ん
と
申
し
を
。
百
川
い
か
り
て
を
ひ
い
だ
し
て
き
。
み
か
ど
つ
ゐ

に
こ
の
こ
と
に
て
八
月
四
日
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
き
。」

（
19
）　
『
水
鏡
』『
増
補
新
訂
国
史
大
系
第
二
十
一
巻
上 

水
鏡
・
大
鏡
』（
増

補
本
系
）・
国
史
大
系
刊
行
会
・
一
九
三
九
年
五
月
十
五
日
「
彼
百
川

思
余
て
。
御
門
の
御
為
に
御
病
の
毒
と
成
せ
給
べ
き
物
。
其
思
懸
無
物

を
由
義
の
宮
の
御
参
籠
の
時
奉
に
。
此
時
御
門
あ
さ
ま
し
き
御
病
悩
に

煩
給
て
。
奈
良
の
京
へ
帰
ら
せ
御
座
て
。
様
々
の
御
薬
共
あ
り
然
共
。

其
験
更
に
見
へ
給
は
ざ
り
し
に
。
有
尼
一
人
出
来
て
。
い
み
じ
き
事
共

を
申
て
。
此
御
病
安
く
癒
奉
な
ん
と
申
し
ヽ
に
。
百
川
是
を
聞
大
き
に

い
か
り
て
。
彼
尼
を
追
出
し
き
。
御
門
は
遂
に
此
病
に
て
其
年
八
月
四

日
に
失
せ
給
に
き
。」

（
20
）　

注
18
に
同
じ
。

（
21
）　

同
前
。

（
22
）　

注
17
に
同
じ
。

 

（
よ
し
だ　

た
く
や
／
本
学
大
学
院
生
）


