
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-05-02

「唐大和上東征伝」の世界

(Citation)
国文神戸,2:1-14

(Issue Date)
1972-06

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100481953

蔵中, 進



奈
良
・
西
京
の
松
林
の
な
か
に
、
雄
大
な
鴎
尾
を
は
ね
上
げ
て
い
る
重
厚
な

大
屋
根
を
、
し
っ
か
り
と
支
え
て
並
ぶ
エ
ン
タ
シ
ス
の
柱
列
ー
ぃ
う
ま
で
も

な
く
唐
招
提
寺
金
堂
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
西
京
の
名
刹
薬
師
寺
三
重
塔
の

軽
や
か
な
た
た
ず
ま
い
と
、
全
く
好
対
照
を
な
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

薬
師
寺
三
重
塔
が
、
壬
申
の
乱
後
の
専
制
君
主
、
天
武
、
持
統
夫
妻
の
愛
情
の

結
晶
と
し
て
今
日
に
遺
る
も
の
と
す
れ
ば
、
唐
招
提
寺
金
堂
は
、
万
里
の
波
濤

を
凌
ぎ
、
前
後
十
一
年
の
歳
月
を
費
し
て
や
っ
と
六
度
目
の
渡
海
に
成
功
し
て
、

伝
戒
の
使
命
を
果
し
た
唐
僧
鑑
真
の
偉
大
な
る
記
念
碑
と
称
し
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
そ
の
鑑
真
の
渡
海
の
苦
心
を
、
真
人
元
開
（
淡
海
三
船
）

の
残
し
た
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
一
巻
（
以
下
「
束
征
伝
」
と
称
す
る
）
に
よ
っ

て
、
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
「
東
征
伝
」
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
数
少

な
い
わ
が
奈
良
朝
の
文
学
遺
品
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
位
置
を

占
め
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
、
当
代
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
希
有
と
も

思
え
る
ほ
ど
雄
大
な
構
想
と
内
容
は
、
な
に
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
、
等

『
東
征
伝
』
の
文
章
は
簡
潔
に
し
て
生
き
生
き
し
て
お
り
、
唐
人
の
風

一

北
京
大
学
の
歴
史
学
者
向
達
氏
は
、

等
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
文
学
作
品
と

し
て
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
「
東
征
伝
」
を
、
文
学
の
場
に
引

き
出
し
て
、
い
さ
さ
か
で
も
正
当
な
評
価
と
位
置
と
を
与
え
て
み
よ
う
と
思
う

も
の
で
あ
る
。

永
積
安
明
先
生
の
御
近
業
の
一
っ
に
、
南
海
の
沖
縄
文
学
の
御
研
究
が
あ
り
、
睦

目
す
べ
き
御
論
考
を
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
鑑
真
一
行
の
南
海
大
漂
流
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
、
第
六
次
の
渡
海
で
や

っ
と
一
行
が
た
ど
り
つ
い
た
最
初
の
島
は
「
東
征
伝
」
に
「
第
一
第
二
両
舟
、
同
到

阿
児
奈
波
島
一
々
在
!I

多
蒲
島
南
西
」
と
あ
っ
て
、
沖
縄
島
で
あ
っ
た
。
い
さ
さ
か

な
り
と
も
、
先
生
の
御
近
業
に
因
み
あ
り
と
考
え
、
拙
い
私
見
を
記
し
て
、
多
大
な
学

恩
を
賜
っ
た
先
生
の
鴻
恩
に
報
謝
し
た
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
唐
大
和
上
東
征
伝
」

蔵

「
東
征
伝
」
に
つ
い
て
、

の

世

界
中

進
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格
充
分
で
、
伝
記
文
学
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
東
征
伝
は
鑑

真
大
師
の
伝
記
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
豊
富
な
記
載
内
容
に
よ
っ
て
、

八
世
紀
前
半
の
唐
代
歴
史
研
究
上
の
重
要
史
籍
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の

本
に
描
か
れ
て
い
る
期
間
は
天
宝
二
載
か
ら
天
宝
十
二
載
に
い
た
る
わ
ず

か
十
年
間
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
が
、
北
は
揚
州
か
ら
南
は
海
南
島
に

い
た
る
ま
で
、
嶺
南
か
ら
揚
州
に
帰
る
際
、
皮
嶺
を
経
て
、
輯
江
•
長
江

の
流
れ
に
沿
っ
て
南
下
し
た
こ
と
ま
で
記
し
て
あ
る
。
伝
に
は
多
く
の
見

聞
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

ー

と
述
べ
、
（
こ
れ
を
「
伝
記
文
学
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
作
品
」
と
認
め
つ
つ
も
、

同
時
に
「
唐
代
歴
史
研
究
上
の
重
要
史
籍
」
で
あ
り
「
史
料
」
で
あ
る
こ
と
を

強
調
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
研
究
者
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
宮
川
寅
雄
氏
は
、

『
東
征
伝
』
と
て
も
、
稀
有
の
古
典
で
は
あ
る
が
、
僧
伝
の
域
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
り
、
思
託
で
も
、
三
船
で
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
価
値

あ
る
べ
き
事
実
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
避
く
べ
き
も
の
の
よ
う
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
。③

。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

「
東
征
伝
」
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
、
概
し
て
奈
良
仏
教

史
の
一
史
料
、
あ
る
い
は
僧
伝
と
い
う
観
点
か
ら
の
評
価
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。

果
し
て
、
「
東
征
伝
」
は
、
僧
伝
の
城
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

い
ま
は
、
ま
ず
「
（
高
）
僧
伝
」
、
あ
る
い
は
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
伝

記
」
の
世
界
に
本
書
を
据
え
て
、
そ
の
性
格
や
本
質
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
か

ら
、
手
を
つ
け
て
み
よ
う
と
思
う
。

わ
が
六
国
史
の
う
ち
、
「
続
紀
」
以
下
の
五
史
は
、
王
臣
・
僧
侶
な
ど
の
死

歿
記
事
を
掲
げ
た
時
、
そ
の
人
物
の
伝
記
を
掲
げ
る
こ
と
が
多
く
、
一
般
に
は

「
斃
卒
伝
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
は
、
概
し
て
「
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ

て
あ
る
伝
記
を
材
料
と
し
、
参
考
と
し
て
用
い
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
」
、
「
国
史
の
撰
択
の
見
識
に
よ
っ
て
、
既
存
の
伝
記
そ
の
ま
ま
の

も
の
を
載
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
」
て
、
「
適
当
な
修
正
を
行
な
っ
て
い
る

こ
と
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
④
゜

奈
良
朝
以
来
、
国
史
の
い
わ
ゆ
る
斃
卒
伝
の
材
料
と
な
っ
た
伝
記
は
、
相
当

の
量
に
上
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
し
く
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
よ
く
散
逸
を
ま
ぬ

が
れ
た
も
の
が
、
今
日
、
「
家
伝
」
の
ご
と
き
単
行
の
伝
や
、
あ
る
い
は
「
懐

風
藻
」
や
「
延
暦
僧
録
」
な
ど
の
な
か
の
伝
記
と
し
て
、
残
る
こ
と
を
得
た
も

の

で

あ

ろ

う

。

．

「
東
征
伝
」
は
、
た
し
か
に
鑑
真
の
伝
記
で
あ
る
。
特
に
、
そ
の
冒
頭
部
の

形
式
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
多
く
の
わ
が
国
の

「
漢
文
伝
」
や
、
中
国
史
書
の
「
列
伝
」
の
部
に
お
け
る
多
数
の
伝
や
、
同

じ
く
中
国
や
わ
が
国
の
「
高
僧
伝
」
の
体
裁
と
、
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

一
般
に
「
伝
記
」
の
形
式
は
、
中
国
の
場
合
も
わ
が
国
の
場
合
も
、

①
氏
姓
名
講
字

②
出
自
（
父
・
祖
父
な
ど
）

③
略
歴
（
官
歴
・
学
統
な
ど
）

④
性
情
・
行
実
・
功
績
・
徳
行
・
逸
事

⑤
斃
卒
時
年
齢

を
基
本
と
し
て
、
各
人
物
に
よ
り
、
各
項
目
の
変
動
増
減
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

右
の
う
ち
、
特
に
④
の
性
情
・
行
実
・
逸
事
な
ど
は
、
被
伝
者
の
実
際
に
も
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よ
る
が
、
伝
記
撰
者
の
被
伝
者
評
価
と
文
オ
次
第
で
相
当
程
度
の
増
減
・
脚
色

・
創
作
な
ど
の
行
な
わ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
実
は
「
伝
記
」

が
事
実
そ
の
ま
ま
の
伝
記
か
ら
は
な
れ
て
、
森
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
離
れ
」

を
し
て
、
「
史
伝
」
「
歴
史
小
説
」
「
伝
奇
小
説
」
に
転
化
す
る
の
は
、
こ
の

部
分
に
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ
て
、
創
作
的
手
腕
を
ふ
る
う
か
ふ
る
わ
な
い
か
に

か
か
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
わ
が
上
代
に
お
け
る
伝
の
あ
り
方
に
一
瞥
を
与
え
て
み
よ

う。
坂
本
太
郎
博
士
に
よ
る
と
、
「
続
紀
」
に
お
け
る
伝
記
記
事
の
総
件
数
は

一
四
二
篇
で
あ
る
と
い
う
。
文
武
元
年

(
6
9
7
)
l
桓
武
十
年

(791)

の
約

1
0
0年
間
に
、
正
史
に
収
載
さ
れ
た
伝
記
の
数
と
し
て
は
、
極
め
て
少
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
け
。
こ
の
一
四
二
篇
の
中
に
は
、
例
え
ば
藤
原
仲
麻
呂
や

釈
道
昭
な
ど
の
場
合
の
ご
と
く
、
か
な
り
長
大
で
、
か
つ
相
当
に
脚
色
さ
れ
た

痕
跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
ご
く
あ
っ
さ
り

と
前
述
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
記
述
さ
れ
、
④
の
性
情
・
行
実
・
逸
事
な
ど
に

つ
い
て
は
、
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
、
と
い
っ
た
方
が
よ
い

よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
各
被
伝
者
に
関
す
る
原
資
料
に
は
、
④

の
項
目
に
該
当
す
る
記
事
が
、
も
っ
と
多
彩
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
官
撰
の
史
書
中
に
収
録
す
る
た
め
に
、
そ
の
多
く
は
削
修
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
、
む
し
ろ
当
然
の
処
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
懐
風
藻
」
に
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
大
友
・
河
島
・
大
津
皇
子
・
釈
道
慈

．
釈
道
融
・
石
上
乙
麻
呂
の
九
人
の
伝
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
さ
き
の
「
続
紀
」
斃
卒
伝
の
ご
と
く
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
濃
淡
の

か
く
て
、
わ
が
上
代
に
お
け
る
伝
は
、

差
こ
そ
あ
れ
、
被
伝
者
の
性
情
・
行
実
・
逸
事
な
ど
を
、
か
な
り
な
程
度
に
浮

き
彫
り
に
し
て
い
て
、
そ
の
上
に
、
伝
記
撰
者
の
何
が
し
か
の
感
慨
を
述
べ
て

い
る
も
の
で
、
伝
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
後
代
の
い
わ
ゆ
る
「
歌
が
た
り
」
の

先
縦
を
な
す
も
の
、
と
も
称
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が

あ
る
。天

平
宝
字
の
こ
ろ
の
撰
と
考
え
ら
れ
る
「
家
伝
」
二
巻
も
、
別
に
「
大
織
冠

伝
」
と
も
異
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
鎌
足
お
よ
び
そ
の
子
貞
恵
（
上
巻
）
と

武
智
麻
呂
（
下
巻
）
の
伝
を
収
め
て
い
る
が
、
比
較
的
短
章
で
あ
る
に
か
か
わ

ら
ず
、
被
伝
者
の
性
情
・
行
実
・
逸
事
な
ど
に
多
く
の
筆
を
費
し
て
、
平
板
な

年
代
記
的
伝
記
か
ら
の
脱
出
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

以
上
に
あ
げ
ら
れ
た
以
外
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
奈
良
朝
文
学
遺
品
の
な
か
に

幾
篇
か
の
「
伝
記
」
と
称
す
る
も
の
を
捨
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
概
し
て
い
う

と
、
そ
れ
ら
は
「
続
紀
」
中
に
見
え
る
斃
卒
伝
の
形
式
に
近
く
、
い
わ
ば
こ
の

形
式
が
当
代
に
お
け
る
伝
記
の
―
つ
の
。
ハ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
、
被
伝
者
の
性
情
・
行
実
・
逸
事
の
類
を
織
り
込

む
余
地
が
あ
る
と
き
、
ま
た
伝
記
撰
者
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
と
き
、
そ
の
寡
多

に
よ
っ
て
、
「
伝
記
」
は
ま
さ
に
「
伝
記
離
れ
」
し
て
、
物
語
性
を
ふ
く
ら
ま

せ
、
遂
に
は
「
伝
」
と
は
称
し
つ
つ
も
、
本
来
の
伝
か
ら
は
遠
く
へ
だ
た
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
伝
奇
」
の
分
野
に
踏
み
込
ん
だ
作
品
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
そ
れ
ら
の
作
品
を
奈
良
朝
の
遺
品
の
な
か
か
ら
示
せ
ば
、
「
水
江
浦

島
子
伝
」
や
、
今
日
で
は
そ
の
片
鱗
し
か
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
な
い
「
柘
枝

伝
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う。

「
続
紀
」
中
の
后
妃
・
功
臣
・
寵
臣
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・
武
将
・
能
吏
．
酷
吏
・
高
僧
等
々
の
、
い
わ
ゆ
る
斃
卒
伝
を
最
右
翼
に
お
き
、

「
水
江
浦
島
子
伝
」
の
ご
と
き
、
す
で
に
伝
の
世
界
か
ら
は
遠
く
へ
だ
た
っ
て

「
伝
奇
」
と
も
称
す
べ
き
世
界
の
も
の
を
最
左
翼
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
中
間

に
多
く
の
伝
が
配
列
さ
れ
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
い
ま
本
稿
に
と
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
東
征
伝
」
も
ま
た
、
こ
の

中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
「
水
江
浦
島
子
伝
」
な
ど
の

世
界
に
よ
り
接
近
し
て
位
置
す
る
も
の
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
続
紀
」
淳
仁
天
平
宝
字
七
年
五
月
戊
申
（
六
日
）
の
条
の
、
「
大
和
上
鑑
真

物
化
」
に
続
け
て
記
載
さ
れ
た
鑑
真
の
い
わ
ゆ
る
斃
卒
伝
と
、
「
東
征
伝
」
と

を
比
較
す
れ
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
、
「
続
紀
」
の
伝
は
、
い
か
に
も
正
史
中

の
斃
卒
伝
の
一
篇
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
無
駄
を
極
力
省
い
て
最
少
限
の
必

要
事
項
の
み
に
止
め
て
、
約
三
四

0
字
の
短
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「

「
東
征
伝
」
は
全
一
巻
約
九
五

0
0字
に
及
ぶ
長
篇
の
伝
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二

「
東
征
伝
」
を
、
単
な
る
鑑
真
の
伝
記
た
る
の
み
に
止
め
ず
、
よ
り
多
く
の

伝
奇
的
物
語
性
を
加
え
、
鑑
真
東
征
の
由
来
、
道
中
苦
心
の
顛
末
記
と
し
て
構

想
し
、
今
日
見
る
ご
と
き
体
裁
と
内
容
に
ま
と
め
上
げ
た
も
の
は
、
一
体
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

勿
論
、
何
よ
り
も
そ
の
根
本
に
あ
っ
て
、
「
東
征
伝
」
を
し
っ
か
り
と
支
え

て
い
る
も
の
は
、
鑑
真
自
身
の
不
抜
の
精
神
と
、
卓
越
し
た
人
格
の
力
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
強
力
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

撰
述
者
の
す
ぐ
れ
た
構
想
力
と
筆
力
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
私

は
か
っ
て
、
現
存
「
東
征
伝
」
は
鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
た
弟
子
の
思
託
の
手

に
な
る
三
巻
本
「
広
伝
」
を
も
と
に
し
て
、
真
人
元
開
（
淡
海
三
船
）
が
一
巻

本
の
「
東
征
伝
」
に
節
略
・
改
修
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
侶
。
元
開
は
鑑
真
と
は
因
縁
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
人
物
で

，
 

あ
り
（
ま
た
当
代
に
お
け
る
「
文
人
之
首
」
（
「
続
記
L

天
応
元
年
六
月
辛
亥

（
二
十
四
日
）
石
上
宅
嗣
斃
伝
）
と
も
称
さ
れ
た
文
豪
で
あ
っ
た
。
今
日
見
る
ご

と
き
「
東
征
伝
」
の
文
章
は
、
そ
の
多
く
を
元
開
に
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
が
、
彼
の
目
的
1

1
思
託
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
責
務
は
、
単
に
鑑
真
の
「
伝

記
」
を
撰
述
す
れ
ば
そ
れ
で
こ
と
足
り
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
唐
大
和

上
」
鑑
真
の
「
東
征
」
の
由
来
と
顛
末
と
を
伝
え
る
と
い
う
点
に
も
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
元
開
自
身
も
そ
の
よ
う
に
構
想
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
元
開
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
思
託
の
い
わ
ゆ
る
「
広
伝
」
そ
の
他
＼

の
資
料
が
、
す
で
に
通
常
の
い
わ
ゆ
る
伝
記
と
は
大
い
に
異
る
内
容
の
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
思
託
自
身
の
構
想
が
、
す
で
に
単

な
る
鑑
真
の
伝
を
叙
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
鑑
真
一
行
の
渡
東
行
の
苦

辛
を
つ
ぶ
さ
に
伝
え
、
漂
流
し
た
南
海
異
域
の
見
聞
を
詳
細
に
報
知
せ
ん
と
す

る
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
何

よ
り
の
証
は
、
現
存
の
「
広
伝
」
逸
文
が
、
鑑
真
の
伝
記
と
は
全
く
無
関
係
な

記
事
、
例
え
ば
南
岳
衡
山
の
た
た
ず
ま
い
や
、
そ
こ
に
修
行
し
た
智
者
大
師
の

Ol 

説
話
な
ど
に
多
く
の
筆
を
費
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
察
が
可
能
で
あ
り
（

ま
た
そ
の
自
伝
た
る
「
延
暦
僧
録
第
一
」
所
収
の
思
託
伝
に
、

・
：
思
託
述
和
上
行
記
。
兼
請
淡
海
真
人
元
開
。
述
和
上
東
行
伝
茎
。
則
揚

先
徳
。
流
芳
後
昆
：
・

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
広
伝
」
は
撰
者
自
身
の
称
呼
に
よ
る
と
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「
和
上
行
記
」
で
あ
っ
て
、
「
和
上
伝
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

思
託
の
ま
と
め
て
い
た
三
巻
に
及
ぶ
大
部
な
「
広
伝
」
（
前
記
の
よ
う
に
、
思

託
の
自
称
に
よ
る
と
「
和
上
行
記
L

で
あ
っ
た
）
は
、
そ
の
逸
文
を
収
め
た
文
献

に
よ
っ
て
、

大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
大
和
上
鑑
真
伝
（
「
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
」
「
顕
戒
論
」

な
ど
）

大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
伝
（
「
七
代
記
」
「
聖
徳
太
子
伝
暦
L

「
太
子
伝
古
今
目
録
抄
」
な
ど
）

「
上
宮
太
子
拾
遺
記
L

大
唐
揚
州
龍
興
寺
和
上
鑑
真
名
記
伝

唐
招
提
寺
大
和
上
三
巻
伝

伝
戒
大
師
三
巻
伝

鑑
真
大
和
尚
伝

大
和
尚
伝
（
「
東
大
寺
要
録
」
）

広
伝
（
「
梵
網
戒
本
蹄
日
珠
紗
」
「
華
厳
二
種
生
死
義
」
紙
背
）

な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
広
伝
」
の
異
称
で
、
同
一
の
も

の
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
撰
述
者
自
身
の
称
呼
は
「
和
上
行
記
」

で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
は
十
分
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

0

0

 

「
和
上
行
記
」
と
い
う
呼
称
は
、
唐
代
中
国
に
お
け
る
高
僧
の
伝
の
一
種
に
あ
る

大
唐
故
三
蔵
玄
排
法
師
行
状
一
巻
（
冥
詳
撰
）

玄
宗
朝
翻
経
三
蔵
善
無
畏
贈
鴻
腱
卿
行
状
一
巻
（
李
華
撰
）

大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
解
正
広
智
不
空
三
蔵
行
状
一
巻
（
趙
遷
撰
）

大
唐
青
龍
寺
三
朝
供
奉
大
徳
行
状
一
巻
（
未
詳
）

な
ど
や
、
「
文
苑
英
華
」
巻
九
七
て
~
巻
九
七
七
に
収
め
る
多
数
の
「
行
状
」
、

あ
る
い
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
、
「
文
選
」
巻
六
十
に
収
め
る
。

斉
覚
陵
文
宣
王
行
状
一
首
（
任
彦
昇
撰
）

な
ど
に
類
似
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
行
状
」
が
比
較
的

短
章
で
あ
る
に
対
し
て
、
思
託
の
「
和
上
行
記
」
は
全
三
巻
の
大
冊
で
あ
っ
た

こ
と
、
「
行
状
」
は
そ
れ
自
身
―
つ
の
文
体
の
称
で
「
文
選
」
な
ど
に
も
項
目

9

9

 

• 

を
立
て
ら
れ
て
い
る
が
〇
、
「
行
記
」
と
い
う
文
体
は
な
い
（
後
に
、
わ
が
円
仁

は
そ
の
入
唐
求
法
の
日
記
を
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
と
称
し
て
い
る
）
こ
と
、

「
行

状
」
は
多
く
の
場
合
、
「
謹
状
」
「
謹
上
」
な
ど
の
結
旬
を
も
っ
て
結
び
し
か

る
べ
き
長
上
へ
の
呈
上
・
奏
上
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
「
和
上
行
記
」
に

は
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
な
い
こ
と
、
ま
た
「
和
上
行
記
」
は
釈
恵
道
の
序
ま
で

砂

付
し
て
体
裁
を
と
と
の
え
た
単
行
の
長
篇
で
あ
っ
た
ら
し
い
~
と
、
な
ど
の
相

違
が
指
摘
で
き
、
こ
の
「
行
記
」
を
も
っ
て
、
「
行
状
」
の
意
に
用
い
た
と
考

え
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
不
可
能
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
「
行
記
」
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
行
」
は
「
東
行
」
の
意
で
あ
り
、
「
和
上
行
記
」
は

ま
さ
に
「
鑑
真
和
上
東
行
記
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
前
記
の
よ
う
に
「
大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
大
和
上
鑑
真
伝
」

以
下
に
示
し
た
よ
う
な
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
は
、
形
式
的
な
総
称
と
し
て
は
と
も

か
く
、
撰
述
者
思
託
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
大
い
に
そ
れ
る
も
の
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
も
し
略
称
で
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
「
広
伝
」
で

は
な
く
し
て
、
「
行
記
」
と
こ
そ
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
こ
に

は
い
た
ず
ら
な
混
乱
を
避
け
て
「
広
伝
L

と
称
し
て
お
く
）
。

思
託
は
、
鑑
真
が
渡
東
行
を
決
意
し
た
時
以
来
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
を

師
鑑
真
と
共
に
行
動
し
、
後
に
な
っ
て
自
身
の
見
聞
や
体
験
を
も
と
に
し
て
、

こ
の
「
和
上
行
記
」
三
巻
を
も
の
に
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
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三

現
存
「
東
征
伝
」
は
、
そ
の
撰
述
の
た
め
の
資
料
の
大
部
分
を
、
思
託
の
三

巻
本
「
広
伝
」
に
仰
ぎ
、
そ
れ
を
節
略
・
彫
琢
し
て
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
思
託
の
「
広
伝
」
が
、
実
は
伝
で
は
な

く
し
て
、
「
行
記
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
内
容
は
、

鑑
真
に
関
す
る
伝
記
的
事
項
と
し
て
は
案
外
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
想
像
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
開
は
「
東
征
伝
」
撰
述
の
こ
ろ
（
宝
亀
十
年
ー
779)
に
は
、
齢

五
十
八
オ
、
大
学
頭
に
し
て
文
章
博
士
を
兼
ね
、
石
上
宅
嗣
と
共
に
、
当
代
の

「
文
人
之
首
」
と
し
て
、
奈
良
朝
末
期
文
壇
に
君
臨
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
日
本
後
紀
」
延
暦
十
六
年
二
月
己
已
(
+
三
日
）
の
「
続
日
本
紀
」
撰
修
の

上
表
文
に
よ
る
と
、

・
・
・
前
朝
詔
故
中
納
言
従
三
位
石
川
朝
臣
名
足
、
刑
部
卿
従
四
位
下
淡
海

真
人
三
船
、
刑
部
大
輔
従
五
位
上
当
麻
真
人
永
嗣
等
、
分
帳
修
撰
、
以
継

前
紀
…

と
あ
っ
て
、
か
つ
て
「
続
日
本
紀
」
撰
修
の
こ
と
に
預
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
博
士
も
次
の
ご
と
く

述
べ
て
お
ら
れ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
任
を
全
う
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

・
・
・
文
武
天
皇
元
年
か
ら
天
平
宝
字
元
年
ま
で
の
六
十
一
年
間
を
記
し
た

曹
案
三
十
巻
が
早
く
か
ら
存
在
し
た
。
（
中
略
）
さ
て
、
こ
の
曹
案
の
修

正
を
、
光
仁
天
皇
は
石
川
名
足
・
淡
海
三
船
・
当
麻
永
嗣
の
三
人
に
命
じ

た
。
と
こ
ろ
が
三
人
は
旧
案
に
因
循
し
て
、
は
か
ば
か
し
い
修
正
を
行
な

わ
ず
、
宝
字
元
年
紀
一
巻
を
紛
失
す
る
と
い
う
失
態
ま
で
演
じ
て
、
二
十

九
巻
を
上
っ
た
の
で
あ
る
‘
`
o

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
・
・
・
三
人
は
旧
案
に
因
循
し
て
、
は
か
ば
か
し

い
修
正
を
行
な
わ
ず
…
」
と
い
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
日
本
後
記
」

の
続
記
上
表
文
に
徴
せ
ば
、

…
而
因
循
旧
案
、
寛
充
刊
正
、
其
所
上
者
唯
廿
九
巻
而
已
…

――
 

と
あ
っ
て
、
三
船
が
果
し
て
ど
の
程
度
の
仕
事
を
分
担
し
た
も
の
か
判
然
と
し

な
い
が
、
少
く
と
も
旧
案
す
な
わ
ち
三
十
巻
か
ら
な
る
曹
案
に
こ
だ
わ
っ
て
大

蛇
を
ふ
る
う
こ
と
を
や
ら
な
か
っ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

時
の
失
敗
は
三
船
の
胸
中
に
深
く
留
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
後
に
な

っ
て
元
開
（
三
船
）
が
思
託
よ
り
委
嘱
さ
れ
て
三
巻
本
「
広
伝
」
に
も
と
づ
い

て
、
一
巻
本
「
東
征
伝
」
を
撰
述
す
る
時
、
こ
の
教
訓
を
も
と
に
し
て
、
一
方

で
は
三
巻
も
の
大
冊
を
一
巻
に
節
略
す
べ
く
、
ま
た
一
方
で
は
「
続
紀
」
撰
修

の
折
に
経
験
し
た
、
史
家
と
し
て
正
史
を
ま
と
め
る
と
い
う
仕
事
（
そ
の
な
か

に
は
必
ず
や
苑
卒
伝
を
ま
と
め
る
と
い
う
仕
事
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
に
サ
古

慮
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
、
「
東
征
伝
」
は
、
鑑
真
一
行
の
前
後
十
一
年
に
及
ぶ
辛
苦
の
物
語
、

特
に
標
流
諏
や
伝
道
・
伝
戒
の
た
め
に
不
退
の
使
命
感
を
も
っ
て
行
動
す
る
鑑

真
の
言
行
な
ど
、
思
託
の
手
に
出
る
部
分
が
そ
の
主
要
部
を
形
成
し
、
そ
の
上

に
鑑
真
の
伝
記
的
事
実
、
例
え
ば
姓
氏
や
詭
の
こ
と
や
出
目
な
ど
、
あ
る
い
は

渡
日
決
意
ま
で
の
略
歴
、
さ
ら
に
渡
日
以
後
の
略
歴
等
々
を
付
加
し
て
、
今
日

み
る
ご
と
き
体
裁
に
整
備
さ
れ
た
の
は
、
文
人
に
し
て
史
家
で
も
あ
っ
た
元
開

の
手
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
「
東
征
伝
」
は
、
思
託
の
「
和
上
行
記
」
か
ら
脱

皮
し
て
、
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
の
名
称
が
示
す
ご
と
く
、
「
唐
大
和
上
」
た

る
鑑
真
の
「
伝
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
「
東
征
」
の
道
中
顛
末
の
記
で
も

あ
る
も
の
に
成
長
し
た
の
で
あ
ー
っ
た
。
そ
の
い
わ
ば
「
鑑
真
東
行
説
話
」
と
称
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し
て
も
よ
い
よ
う
な
箇
所
の
―
つ
に
、
一
行
の
大
漂
流
の
こ
と
を
叙
し
た
迫
力

に
富
む
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
が
あ
る
。

十
月
六
日
晨
朝
、
和
上
云
、
昨
夜
夢
見
三
官
人
、
一
著
緋
、
二
著
緑
、

於
岸
上
拝
別
、
知
是
国
神
相
別
也
、
疑
是
度
必
得
渡
海
也
、
少
時
風
起
、

指
頂
岸
山
発
、
東
南
見
山
至
廿
中
其
山
滅
、
知
是
蜃
気
也
、
去
岸
漸
遠
、

風
急
波
峻
、
水
黒
如
墨
、
沸
浪
一
透
、
如
上
高
山
＼
怒
濤
再
至
、
似
入
深

レ
1

ー

レ

二

谷
へ
人
皆
荒
酔
、
但
叫
観
音
、
舟
人
告
日
、
舟
今
欲
没
、
有
何
所
惜
、
即

二

―

レ

牽
桟
香
篭
欲
拗
、
空
中
有
声
言
、
莫
拠
々
々
、
即
止
、
中
夜
時
、
舟
人
曰
、

莫
怖
、
有
四
神
王
、
著
甲
抱
杖
、
一
在
舟
頭
、
一
在
摘
紬
辺
、
衆
人
聞
之
、

心
裏
梢
安
、
三
日
過
地
海
、
其
蛇
長
者
一
丈
余
、
小
者
五
尺
余
、
色
皆
斑

々
、
満
臣
海
上
＼
三
日
過
飛
魚
海
、
白
色
飛
魚
感
満
空
中
、
長
一
尺
許
、

五
日
程
飛
鳥
海
、
鳥
大
如
人
、
飛
集
舟
上
、
舟
重
欲
没
、
人
以
手
推
、
鳥

即
衡
手
、
（
中
略
）
此
海
中
忽
有
四
隻
金
魚
、
長
各
一
丈
許
、
走
焼
舟
四

辺
へ
（
中
略
）
明
日
近
岸
、
有
四
白
来
、
引
舟
直
泊
舟
浦
、
舟
人
把
椀
、

漁

競
上
岸
頭
覚
氷
、
過
一
小
岡
、
便
遇
池
水
↓
清
涼
甘
美
、
衆
人
争
飲
、
各

得
飽
満
、
後
日
更
向
池
、
欲
汲
水
、
昨
日
池
慮
、
但
有
陸
地
而
不
見
池
、

レ

レ

レ

ニ

―

レ

レ

衆
共
悲
喜
、
知
是
神
霊
化
出
池
也
、
（
下
略
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
安
藤
更
生
氏
は
、

鑑
真
等
、
恐
ら
く
朱
家
島
を
求
め
て
ゐ
る
う
ち
に
蜃
気
棲
を
認
め
て
ま

こ
と
の
島
な
り
と
思
ひ
、
こ
れ
に
誤
ら
れ
て
近
づ
か
う
と
し
た
た
め
、
気

が
つ
い
た
と
き
に
は
外
洋
へ
出
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

海
水
が
墨
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
ふ
の
は
、
琉
球
列
島
の
北
側
に
沿
っ

て
、
支
那
東
海
の
日
本
寄
り
を
北
上
し
て
対
島
海
流
と
な
る
黒
潮
に
乗
入

れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

荒
天
下
の
航
海
に
於
い
て
船
が
沈
没
に
瀕
し
た
時
、
深
淵
を
覗
く
や
う

な
絶
望
と
、
何
と
か
し
て
助
か
り
た
い
と
い
ふ
願
望
と
は
、
異
常
な
精
神

状
能
を
喚
起
し
、
期
せ
ず
し
て
幻
聴
と
な
る
。
舟
人
が
空
中
の
声
を
聴
い

た
と
信
じ
て
も
、
あ
な
が
ち
に
之
を
虚
誕
な
り
と
し
て
却
け
さ
る
こ
と
は

出
来
ま
い
。

…
『
東
征
伝
』
の
記
事
に
対
し
て
、
之
に
疑
ひ
を
挿
み
、
引
い
て
は
同

書
の
史
的
信
憑
性
を
も
疑
ふ
学
者
が
あ
る
。
文
学
博
士
辻
善
之
助
氏
は
、

「
聖
徳
太
子
慧
思
禅
師
後
身
説
に
関
す
る
疑
」
と
題
す
る
論
文
に
於
て
、

天
宝
七
載
発
航
の
途
中
、
舟
頭
と
植
に
四
神
王
が
立
っ
た
と
か
、
大

鳥
が
集
つ
て
、
舟
没
せ
ん
と
し
た
と
か
、
四
金
魚
四
白
魚
が
現
は
れ
た

と
か
の
話
に
至
っ
て
は
、
荒
唐
無
稽
と
い
ふ
よ
り
外
は
な
い
。
こ
の
他
、

総
じ
て
話
が
誇
大
せ
ら
れ
て
書
か
れ
た
や
う
に
見
え
る
。
か
や
う
に
考

へ
て
見
る
と
、
こ
の
伝
記
に
見
ゆ
る
鑑
真
の
事
蹟
は
疑
は
し
く
な
る
。

と
云
つ
て
を
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
早
く
昭
和
四
年
の
交
に
、
そ

の
然
ざ
る
所
以
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
か
さ
ね
て
之
を
説
く
こ
と
と

す
る
。
（
中
略
）
死
の
恐
怖
の
下
に
、
異
常
な
精
神
状
態
に
置
か
れ
た
船

員
が
、
幻
覚
に
四
天
王
を
見
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
れ
を
宗
教
家
た
る

思
託
が
、
現
実
に
神
王
の
降
臨
と
信
じ
た
と
し
て
も
何
等
の
不
思
議
は
な

い
。
思
託
は
自
分
の
眼
に
見
、
耳
に
聞
い
た
事
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
他
に
目
的
あ
る
作
為
と
す
る
の
は
、
近
人
の
さ
か
し
ら

立
て
に
過
ぎ
な
い
。
海
員
が
迷
信
深
い
の
は
世
界
的
に
共
通
す
る
と
こ
ろ

で
、
（
中
略
）
空
中
の
声
も
、
（
中
略
）
四
天
王
も
、
素
直
に
受
取
れ
ば

何
の
無
理
も
な
い
。
凡
そ
史
料
を
疑
ふ
の
は
、
真
実
を
求
め
ん
が
た
め
に

疑
ふ
の
で
あ
る
。
疑
は
ん
が
た
め
に
疑
へ
ば
天
下
何
物
か
疑
ひ
を
免
れ
る
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こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

辻
博
士
は
、
大
鳥
が
集
つ
て
舟
没
せ
ん
と
し
た
と
い
ふ
の
は
荒
唐
無
稽

だ
と
の
お
言
葉
で
あ
る
。
大
鳥
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ら
う
か
。
（
中
略
）

海
鳥
中
、
最
大
な
る
も
の
は
ア
ホ
ウ
ド
リ
で
あ
る
。
ア
ホ
ウ
ド
リ
は
、
翼

を
拡
げ
る
と
翼
端
か
ら
翼
端
ま
で
は
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
も
の
す
ら

あ
る
。
「
大
い
さ
人
の
如
し
」
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。

（
中
略
）

四
金
魚
•
四
白
魚
の
問
題
も
、
四
と
い
ふ
数
に
囚
れ
る
か
ら
妙
に
聞

え
る
が
、
南
西
諸
島
か
ら
南
支
那
海
に
か
け
て
、
航
海
中
、
海
豚
や
鮫
類

が
船
に
随
い
て
来
る
こ
と
は
海
軍
士
官
や
海
員
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と

こ
ろ
で
、
殊
に
海
豚
は
白
い
腹
を
翻
し
て
、
船
の
行
手
に
躍
り
出
る
と
こ

ろ
は
、
「
船
を
引
き
て
」
と
い
ふ
形
容
に
適
ふ
も
の
が
あ
る
。
海
の
中
で
金

色
に
光
つ
て
見
え
る
魚
を
「
金
魚
」
と
書
い
た
と
て
、
金
で
出
来
た
魚
で

も
な
け
れ
ば
、
琉
金
・
出
目
金
の
大
き
い
の
と
考
え
な
く
と
も
宜
し
か
ら

う
。
さ
う
す
る
と
、
何
処
に
も
荒
唐
無
稽
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
む

し
ろ
『
東
征
伝
』
の
記
事
は
正
確
で
あ
る
と
い
ふ
証
拠
に
な
る
。
私
は
、

八
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
書
と
し
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
著
者
の
態
度
の
現

実
的
な
の
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

蛇
海
に
つ
い
て
こ
の
蛇
は
エ
ラ
プ
ウ
ナ
ギ
で
あ
ら
う
。
（
中
略
）

海
を
飛
ぶ
魚
が
ト
ビ
ウ
オ
で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
要
し
ま
い
。
（
中
略
）

漂
海
中
の
記
述
は
、
よ
く
こ
の
辺
り
海
洋
の
実
状
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
『
東
征
伝
』
の
資
料
の
正
確
に
し
て
信
用
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
覚
え
し
め
る
。

と
述
べ
、
強
い
調
子
で
辻
善
之
助
氏
を
叱
責
し
て
お
ら
れ
る
U,0

確
か
に
、
辻
氏
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
荒
唐
無
稽
の
記
述
と
し
て
読
む
の
は

問
題
が
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
安
藤
氏
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
正
確
で
リ
ア
ル

に
描
写
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
る
の
も
、
ひ
い
き
の
引
倒
し
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
辻
氏
は
「
東
征
伝
」
に
正
確
且
つ
十
分
信
頼
の
お
け
る
伝

記
及
至
史
料
た
る
こ
と
を
期
待
し
要
求
さ
れ
て
の
読
み
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

安
藤
氏
の
場
合
は
あ
ま
り
に
も
敬
虔
主
義
的
で
、
い
わ
ば
尊
厳
な
経
典
に
接
す

る
よ
う
な
態
度
、
あ
る
い
は
高
僧
の
尊
い
生
涯
に
学
ぽ
う
と
い
う
よ
う
な
態
度

か
ら
の
、
や
や
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
調
子
の
辻
氏
批
判
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に
も
記
し
た
ご
と
く
、
私
は
「
東
征
伝
」
を
文
学
と
し
て
読
も
う
と

思
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
行
文
は
、
ま
さ
に
文
学
的

表
現
の
横
溢
す
る
、
本
書
中
の
圧
巻
と
称
し
て
い
い
箇
所
で
あ
り
、
撰
述
者
も

最
も
力
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
思
う
。
史
料
で
も
な
く
、
伝
記

で
も
な
く
、
ま
し
て
や
宗
教
書
や
経
典
の
類
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

た
く
思
う
し
、
そ
の
上
に
後
述
の
ご
と
く
、
こ
の
よ
う
な
「
東
征
伝
」
の
世
界

は
、
実
は
先
行
す
る
作
品
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
な
ら
、

安
藤
氏
の
感
情
的
な
「
東
征
伝
」
擁
護
1

1

辻
氏
攻
撃
は
、
徒
労
に
近
い
も
の

と
称
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。四

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
東
征
伝
」
は
、
思
託
の
「
広
伝
」
に
も
と
づ
い

て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
節
に
引
用
し
た
箇
所
も
、
お
そ
ら
く
元
開
の

手
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
鑑
真
と
行
を
と
も
に
し
た
思

託
の
手
に
よ
っ
て
「
広
伝
」
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
。
元
開
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は
そ
の
思
託
の
文
章
の
詰
屈
贄
牙
を
流
暢
華
麗
な
文
章
に
す
べ
く
彫
琢
を
加
え

る
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
。
思
託
は
そ
れ
で
は
、
己
が
鑑
真
に
随
行
し
た

時
の
こ
と
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
上
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ー
ー
ー
さ
き

の
辻
•
安
藤
両
氏
は
、
い
ず
れ
も
「
東
征
伝
」
撰
述
者
自
身
の
手
に
な
る
文
章

と
し
て
、
こ
の
箇
所
を
批
評
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
こ

の
文
章
に
も
し
も
と
づ
く
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
両
氏
の
論
争
（
尤
も
安

藤
氏
の
一
方
的
攻
撃
だ
け
で
あ
る
が
）
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
意
味
を
失
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

目
加
田
さ
く
を
氏
は
、
「
東
征
伝
」
に
つ
い
て
、
こ
の
あ
た
り
の
文
章
を
も

引
用
し
つ
つ
、

・
・
・
そ
れ
は
、
大
和
上
将
来
の
仏
典
類
の
克
明
な
記
録
と
共
に
後
の
入
唐

求
法
僧
の
日
記
に
う
け
つ
が
れ
て
行
く
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
数
量
を
極
度

（ママ）

に
制
定
さ
れ
た
大
和
上
の
将
来
仏
典
中
に
（
中
略
）
玄
丼
法
師
西
城
記
十

二
巻
が
入
っ
て
い
る
事
は
興
味
深
い
事
で
あ
る
。
実
は
堅
忍
不
抜
の
決
心

で
な
さ
れ
た
渡
日
そ
の
も
の
が
、
玄
非
の
天
竺
行
と
等
質
の
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
て
、
大
和
上
東
征
伝
が
、
必
然
的
に
玄
奔
西
域
記
に
倣
っ

た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

aw' 
ー

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（

「
大
唐
西
域
記
」
十
二
巻
、
玄
辟
が
不
屈
の
精
神
で
、
天
竺
よ
り
経
典
多
数

を
唐
に
も
た
ら
し
た
西
域
紀
行
で
あ
り
、
目
加
田
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
わ
が
国
へ
は
鑑
真
も
そ
の
来
朝
時
（
天
平
勝
宝
六
年
ー
ー
754
ー
ー
＇
）
に
将
来

し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
よ
り
早
く
、
天
平
十
一
年

(739)
の
正
倉
院

文
書
に
も
そ
の
名
が
見
え
て
い
て
↓
、
天
平
時
代
に
は
す
で
に
わ
が
国
に
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
・
「
西
域
記
」
は
、
も
と
も
と
唐
太
宗
の

勅
命
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、
玄
袢
訳
・
弁
機
撰
と
さ
れ
て
い
る
が
、

玄
辟
自
記
の
旅
行
記
録
に
も
と
づ
い
て
、
弁
機
が
編
述
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
思
託
の
「
広
伝
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
の
姿
勢
は
、
目
加

田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
鑑
真
を
「
西
域
記
」
に
お
け
る
玄
葬
に
も
な
ぞ

ら
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
「
和
上
行
記
」
と
い
う
書
名
に
も
、

そ
れ
は
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

~
4

と
こ
ろ
で
、
い
ま
「
東
征
伝
」
本
文
と
「
西
域
記
」
本
文
と
を
比
較
し
て
み

る
と
、
予
想
に
反
し
て
、
両
者
の
間
は
そ
れ
ほ
ど
に
密
接
な
も
の
と
は
思
わ
れ

な
い
。
例
え
ば
、
前
引
の
辻
・
安
藤
両
氏
な
ど
の
注
目
さ
れ
た
箇
所
な
ど
は
、

「
東
征
伝
」
中
の
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
箇
所
で
、
当
然
「
西
域
記
」
の
な
か

に
似
か
よ
っ
た
箇
所
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
見
出
す
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。

玄
辟
の
西
域
行
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
生
涯
を
叙
し
た
も
の
に
は
、
別
に

「
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
」
十
巻
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
そ
の
序
文
に
よ

る
と
、
唐
太
宗
の
貞
観
末
年
に
慧
立
が
五
巻
本
と
し
て
撰
し
て
お
い
た
も
の
に
、

周
垂
洪
四
年
(
6
8
8
)
ー
—
—
わ
が
持
統
二
年
ー
ー
に
至
っ
て
、
そ
の
弟
子
彦
粽
が

増
補
し
て
十
巻
本
に
し
た
も
の
と
い
う
が
、
前
半
に
は
玄
罪
の
西
域
行
を
叙
し
、

後
半
に
は
帰
国
後
唐
帝
と
の
間
に
交
し
た
文
章
（
詔
勅
表
啓
の
類
）
を
中
心
と
し

て
、
玄
井
の
訳
経
事
業
を
叙
し
て
い
る
。
本
書
の
渡
来
も
、
さ
き
の
「
西
域
記
」

の
場
合
と
大
略
同
じ
こ
ろ
と
考
へ
ら
れ
、
そ
の
書
名
の
初
見
は
天
平
十
一
年

闊
の
正
倉
院
文
書
で
、
天
平
期
に
は
す
で
に
わ
が
国
に
行
な
わ
れ
て
い
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
築
島
裕
博
士
は
、
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こ
の
書
が
日
本
に
伝
へ
ら
れ
た
の
は
、
撰
述
の
垂
供
四
年
（
六
八
八
）
か
ら
、

日
本
で
の
初
見
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
七
月
ま
で
の
約
五
十
年
間
の
う
ち
何

時
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
に
遣
唐
使
の
帰
朝
し
た
事
蹟
を
見
る

と
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
・
天
平
六
年
（
七
三
四
）
・
天
平
八
佳
七
三
六
あ
三
度

で
あ
り
、
本
書
の
渡
来
も
こ
の
三
度
の
う
ち
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
と
考
へ

る
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
の
中
、
天
平
六
年
に
は
大
使
多
治
比
真
人
広
成

と
共
に
吉
備
真
備
・
玄
防
等
が
帰
朝
し
て
居
り
、
玄
防
は
経
論
章
疏
五
千

余
巻
井
に
仏
像
等
を
将
来
し
悉
く
太
政
官
に
献
じ
た
が
、
勅
に
よ
り
こ
れ

を
す
べ
て
興
福
寺
に
蔵
し
た
と
い
ふ
。
こ
の
中
に
或
い
は
「
大
慈
恩
寺
三

蔵
法
師
伝
」
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
玄
防
は
、
入
唐
し
て
智
周
に
師

事
し
て
法
相
を
学
し
た
が
、
そ
の
智
周
は
玄
拝
の
高
弟
慈
恩
の
弟
子
に
当

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
書
を
玄
防
が
尊
重
し
将
来
し
た
と
い
ふ
可
能
性

は
少
な
く
な
い
で
あ
ら
う
。

餅

と
、
天
平
六
年

(734)

玄
防
の
将
来
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
0
0

わ
が
国
で
の
盛
行
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
唐
に
お
い
て

も
、
「
西
域
記
」
と
な
ら
ん
で
、
僧
俗
の
間
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
あ
た
か
も
本
書
撰
述
の
垂
供
四
年
園
は
、
鑑
真
誕
生
の
年
に
当
り
、

若
き
日
の
鑑
真
自
身
も
、
幾
度
か
本
書
を
緒
い
て
感
奮
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
、
そ
の
弟
子
思
託
も
も
ち
ろ
ん
在
唐
時
か
ら
本
書
に
は
親
し
み
、
師
鑑
真
の

渡
東
行
を
ひ
そ
か
に
玄
弊
の
西
域
行
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

「
東
征
伝
」
は
一
巻
、
「
慈
恩
伝
」
（
以
下
、
「
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
」

を
か
く
称
す
る
）
は
十
巻
も
の
大
部
な
も
の
で
、
と
う
て
い
両
者
を
対
等
に
比
較

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
両
者
に
お
け
る
全
体
的
構
成
|
|
そ
の
出
目

次
有
精
舎
、
舎
中
有
如
来
所
履
石
、

石
上
有
仏
雙
跡
、
長
一
尺
八
寸
、
広

六
寸
、
両
足
下
有
千
輻
輪
相
、
十
指

端
有
萬
字
花
文
及
瓶
魚
等
、
絞
然
明

著
、
（
巻
三
）

其
山
険
蛸
峻
極
子
天
、
自
開
闊
巳

来
氷
雪
所
衆
へ
：
●
●
：
風
雪
雑
飛
、
雖

複
膜
衷
不
免
寒
戦
、
（
巻
二
）
（
そ
の
他

飛
雪
に
苦
し
む
状
多
し
）

玄
弄
此
行
不
求
財
利
、
無
翼
名
誉
、

但
為
無
上
正
法
耳
、
（
巻
一
）

慈

恩

伝

明
日
斎
後
踵
山
、
嶺
峻
途
遠
、
日

暮
夜
暗
、
澗
水
没
膝
、
飛
雪
迷
眼
、

か
ら
説
き
起
こ
し
て
父
の
こ
と
に
及
び
、
出
家
に
際
し
て
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
を
配

し
て
学
統
を
叙
し
、
い
よ
い
よ
苦
難
の
西
域
行
あ
る
い
は
渡
東
行
を
決
意
し
て

行
動
に
う
つ
す
順
序
は
、
ま
こ
と
に
よ
く
照
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
西
域
行
・
渡
東
行
の
途
中
で
の
難
行
苦
行
の
数
多
の
な
か
に
、
両

者
の
遭
遇
事
件
の
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
一
再
な
ら
ず
見
出
さ
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
次
に
示
す
諸
例
の
ご
と
く
、
そ
の
行
文
ま
で
酷
似
す
る
も
の
が
あ

っ
て
、
「
東
征
伝
」
は
明
ら
か
に
「
慈
恩
伝
」
に
学
ぶ
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
、

と
称
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。其

鄭
山
東
南
嶺
石
上
有
仏
右
跡
、

東
北
小
巌
上
復
有
仏
左
跡
、
並
長
一

．
尺
四
寸
、
前
濶
五
寸
八
分
、
後
濶
四

寸
半
、
深
三
寸
、
千
輻
輪
相
、
魚
印

文
分
明
顕
示
、

諸
人
泣
涙
、
同
受
寒
苦
、

和
上
日
、
是
為
法
事
也
、
何
惜
身

命
、
諸
人
不
去
、
我
即
去
耳
、

東

征

伝
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阿
誉
尼
王
与
諸
臣
来
迎
延
入
供
養
、

…
王
与
群
臣
及
大
徳
僧
木
叉
毯
多
等

来
迎
自
外
諸
僧
数
千
、
（
巻
二
）
（
そ
の
他

こ
の
類
多
し
）

法
師
初
猥
謂
為
賊
衆
、
漸
近
見
滅

乃
知
妖
鬼
、
又
聞
空
中
声
言
、
勿
怖

勿
怖
由
此
梢
安
、
（
巻
一
）

天
欲
明
法
師
喚
令
起
、
取
水
溢
漱

解
斎
詑
欲
発
（
巻
一
）
、
…
僧
日
、

汝
等
欲
得
水
者
、
宜
各
礼
仏
受
三
帰

五
戒
、
我
為
汝
等
登
崖
作
水
…
吾
上

崖
後
汝
等
当
喚
阿
父
師
為
我
下
水
、

任
須
多
少
言
之
、
其
去
少
時
衆
人
如

教
而
請
、
須
史
水
下
充
足
、
（
巻
二
）

即
以
其
夜
鶏
鳴
時
、
到
王
城
、
門

司
啓
王
、
王
勅
開
門
、
法
師
入
城
、

王
与
侍
人
前
後
列
燭
、
自
出
宮
迎
法

師
入
後
院
坐
一
重
閣
宝
帳
中
、
拝
問

甚
厚
、
云
弟
子
自
聞
師
名
喜
忘
寝
食
、

量
准
塗
路
知
師
今
夜
必
至
、
与
妻
子

皆
未
眠
読
経
敬
待
‘
須
与
王
妃
共
数
十

舟
人
告
日
、
舟
今
欲
没
、
有
何
所

惜
、
即
牽
桟
香
篭
欲
拗
、
空
中
有
声

言
、
莫
拗
々
々
、
即
止
、

請
檀
越
早
取
水
来
、
時
彼
官
人
喚

両
↑
老
人
、
処
分
云
、
汝
等
大
了
事

人
、
急
送
水
来
、
夢
相
如
是
、
水
応

今
至
、
諸
人
急
須
把
椀
待
、
衆
人
聞

此
、
惣
歓
喜
、

其
別
駕
凋
崇
債
、
遣
兵
四
百
余
人

来
迎
、
引
至
州
城
、
別
駕
来
迎
、
乃

云
、
弟
子
早
知
和
上
来
、
昨
夜
夢
有

僧
、
姓
豊
田
、
当
是
債
舅
、
此
間

有
姓
豊
田
者
否
、
衆
僧
皆
云
、
無

也
、
債
日
、
此
間
難
無
姓
豊
田
人
、

而
今
和
上
即
将
当
弟
子
之
舅
、
即
迎

至
八
日
有
弟
子
高
昌
僧
玄
覚
、
夢

発
日
王
与
諸
僧
大
臣
百
姓
等
傾
都

送
出
城
西
、
王
抱
法
師
慟
哭
、
道
俗

皆
悲
、
傷
離
之
声
振
動
郊
邑
、
（
巻
一
）

令
激
煙
官
司
於
流
沙
迎
接
（
巻
五
）

刺
西
京
留
守
左
僕
射
梁
国
公
房
玄

齢
、
使
有
司
迎
待
、
法
師
承
上
欲
問

罪
遼
濱
、
恐
稽
緩
不
及
、
乃
倍
途
而

進
、
奄
至
漕
上
、
宮
司
不
知
迎
接
威

儀
莫
暇
陳
設
、
（
巻
五
）

至
発
日
王
給
手
力
詑
馬
、
与
道
俗

等
、
、
傾
都
送
出
、
（
巻
二
）

彫
蹄
鼻
飲
之
俗
、
井
服
左
托
之
人

（
巻
六
）

和
尚
所
至
縣
州
官
人
、
参
迎
礼
拝
侍
女
又
来
礼
拝
、
（
巻

歓
喜
、

後
勅
使
正
四
位
下
吉
備
朝
臣
真
備

来
、
口
詔
日
、
大
徳
和
上
遠
渉
消
波
、

来
投
此
国
、
誠
副
朕
意
、
喜
慰
無
喩
、

宝
字
七
年
〔
癸
卯
〕
春
、
弟
子
僧

四
日
、
入
京
、
勅
遣
正
四
位
下
安

宿
王
、 時

凋
都
督
来
、
親
送
和
上
、
自
扶

上
船
、
口
云
、
古
瑛
与
和
上
終
至
禰

勒
天
宮
相
見
、
悲
泣
而
別
去
、

官
人
僧
道
人
僧
道
父
老
迎
送
礼
拝
、

供
養
承
事
、
其
事
無
量
、
不
可
言
記
、

人
皆
彫
蹄
竪
歯
、
繍
面
鼻
飲
、
是

其
異
也
、

入
宅
内
、
設
斎
供
養
、
又
於
大
守
顧

内
、
設
会
受
戒
、

-11-



見
有
一
浮
図
端
厳
高
大
忽
然
崩
倒
、

見
已
驚
起
告
法
師
、
法
師
日
、
非
汝

身
事
、
此
是
吾
滅
謝
之
徴
、
（
巻
十
）

少
間
神
逝
、
侍
人
不
覚
属
紘
方
知
、

従
足
向
上
漸
冷
最
後
頂
暖
、
顔
色
赤

白
恰
悦
勝
常
、
過
七
七
日
覚
無
改
変
、

亦
無
異
気
自
非
定
慧
荘
厳
戒
香
資
被
、

（
巻
十
）

是
歳
五
月
六
日
、
結
珈
践
坐
、
面

西
而
化
、
春
秋
七
十
七
、
化
後
三
日
、

頂
上
猶
媛
、
由
是
久
不
喀
歿
、
至
於

閾
維
、
香
気
満
山
、

「
慈
恩
伝
L

は
（
「
大
正
蔵
経
L

第
五
十
巻
所
収
の
本
文
に
、
「
東
征
伝
L

は
「
寧

楽
遺
文
L

下
巻
所
収
の
本
文
（
一
部
他
本
よ
り
訂
正
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。

右
に
示
し
た
の
は
、
両
者
の
行
文
の
比
較
的
よ
く
似
た
箇
所
を
、
適
当
に
捨

い
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
右
以
外
に
も
、
部
分
的
な
語
句
、
特
に
異
土
の

風
物
を
綴
る
過
程
で
出
て
く
る
品
物
名
に
至
っ
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の

が
、
「
東
征
伝
」
に
あ
れ
ば
「
慈
恩
伝
」
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

っ
た
態
を
呈
し
て
い
て
、
両
者
の
関
係
の
浅
か
ら
ぬ
も
の
を
十
分
に
感
ぜ
し
め

る
。
ま
た
、
全
体
の
構
成
か
ら
い
っ
て
も
、

出
自
ー
父
の
こ
と
ー
出
家
の
と
き
の
逸
話
ー
ー
年
鯰
徊
出
発
ー
↓
古
難

ー
夢
の
こ
と
1

渇

1

異
国
風
物

l
雪
山
越
ぇ
ー
王
候
迎
接
ー
仏

帰
還

足
跡
の
こ
と
1

王
候
僧
俗
と
の
別
離
—
ー
ー
ー
勅
使
迎
接
_
—

l
弟
子
の

来
日
、

夢
|
ー
遷
化
ー
ー
頂
媛
、

と
、
あ
ま
り
に
そ
の
構
成
は
符
合
す
る
箇
所
が
多
い
。

さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
、
目
加
田
さ
く
を
氏
は
、
「
東
征
伝
」
が
学
ん
だ
の

忍
基
夢
見
構
堂
棟
梁
推
折
、
窮
而
驚

憬
、
知
大
和
上
遷
化
之
相
也
、

は
「
西
域
記
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
両
者
を
比
較
し
て
も
、
そ
の
形
跡
を
認

め
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
「
西
域
記
」
は
、
玄
群
の
伝
で
は
な
く
し
て
、

文
字
ど
お
り
、
「
西
域
の
記
」
で
あ
り
西
域
紀
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
出
自
と
か

学
業
と
か
、
あ
る
い
は
帰
還
後
の
こ
と
な
ど
は
、
当
然
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
広
伝
」
「
東
征
伝
」
の
撰
者
た
ち
も
、
「
西
域
記
」
か
ら
あ
る

程
度
の
ヒ
ン
ト
と
か
示
唆
の
類
は
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
西

域
記
」
の
な
か
に
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
東
征
伝
」
が
形
式
の
上
か
ら
も
内
容
の
上
か
ら
も
直
接
的
に
学
ん
だ
も
の

と
し
て
は
、
や
は
り
「
慈
思
伝
」
を
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五

「
東
征
伝
」
の
記
述
は
、
す
べ
て
荒
唐
無
稽
の
創
作
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も

実
際
の
体
験
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
。
さ
き
の
辻
・

安
藤
両
氏
の
論
争
は
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
こ
の
よ
う
に
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
ご
と
く
「
東
征
伝
」
の
目
ざ
し
た
と
こ
ろ
は
、

「
慈
恩
伝
」
に
対
抗
し
て
、
玄
屏
三
蔵
に
も
比
せ
ら
る
べ
き
鑑
真
の
渡
東
行
を

叙
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
世
界
は
「
慈
恩
伝
」
（
こ
の
な
か

に
は
当
然
の
こ
と
な
力
ら
、
「
西
域
記
」
¢
世
界
か
溶
融
し
て
い
る
）
の
世
界
に
極
め

て
近
接
し
た
も
の
と
な
り
、
一
見
無
稽
と
し
か
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
大
袈
裟

な
、
あ
る
い
は
神
怪
じ
み
た
表
現
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
は
「
西
域
記
」
が
す
で
に
備
え
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
「
慈
恩

伝
」
に
流
入
し
、
「
東
征
伝
」
は
そ
こ
か
ら
得
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。

「
西
域
記
」
は
そ
の
神
怪
的
、
伝
奇
的
要
素
を
含
む
が
故
に
、

一
方
で
当
時
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の
函
域
諸
国
の
事
情
茫
知
る
、
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
世
の

文
学
（
「
玄
昇
取
経
説
話
L

や
「
西
遊
記
L

な
ど
」
）
に
発
展
・
展
開
し
て
行
く
余
地

を
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
西
域
記
」
自
身
す
で
に
文

学
と
し
て
の
要
素
を
内
包
し
て
い
た
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
が

「
東
征
伝
」
の
世
界
は
「
西
域
記
」
に
お
け
る
文
学
性
と
同
等
の
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
の
文
学
性
を
指
向
し
つ
つ
撰
述
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
面
か
ら
も
さ
き
の
安
藤
氏
の
辻
氏
攻
撃
は
、
無
意
味
な
も
の
で
、
氏
自
身

辻
氏
攻
撃
に
急
な
る
あ
ま
り
、
「
東
征
伝
」
を
文
学
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
学

的
表
現
と
し
て
読
む
柔
軟
な
態
度
を
、
失
っ
て
し
ま
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
東
征
伝
」
の
撰
述
者
は
、
「
慈
恩
伝
」
の
世
界
に
お
け
る
と
同
様
に
、
神
怪

・
伝
奇
の
世
界
を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
理
や

り
に
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
不
合
理
と
し
て
非
難
し
た
り
す

る
の
は
、
撰
述
者
の
意
図
か
ら
そ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
見
来
る
と
き
、
「
東
征
伝
」
の
世
界
は
、
単
に
鑑
真
の
伝
記

を
忠
実
に
叙
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
渡
東
行
の
い
わ
ゆ
る
紀
行
だ

け
を
目
的
と
し
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
幾
多
の
苦
難
に
耐
え
て
宗
教

的
使
命
を
達
成
し
た
玄
井
三
蔵
の
再
来
、
と
い
う
意
識
の
下
に
、
「
伝
」
の
世

界
と
「
渡
東
行
」
の
世
界
の
両
荏
を
混
融
せ
し
め
る
意
図
を
も
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
東
征
伝
」
は
、
か
く
し
て
、
単
な
る
高
僧

伝
を
は
る
か
に
ぬ
き
ん
で
て
、
奈
良
朝
末
期
と
し
て
は
か
な
り
な
程
度
に
、
そ

の
文
学
的
達
成
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

注

①
向
達
「
鑑
真
和
上
円
寂
一
千
二
百
年
記
念
へ
の
献
辞
」
（
『
鑑
真
和
上

ーニ
0
0年
記
念
』
春
秋
社
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
刊
所
収
）

氏
の
訳
文
に
よ
る
。

②
宮
川
寅
雄
「
鑑
真
和
上
在
日
の
時
代
」
（
①
の
書
所
収
）

⑥
例
え
ば
、

唐
の
鑑
真
和
上

(688ー

763)

（
律
宗
で
は
和
尚
を
和
上
と
書
く
）
が
渡
航
し

て
日
本
に
来
る
旅
行
記
を
中
心
に
書
い
た
個
人
の
伝
記
。
（
中
略
）
本
書
は
海

南
島
、
広
西
、
広
東
等
中
国
各
地
の
記
事
が
多
く
、
日
本
に
お
け
る
旅
行
文
学

と
し
て
は
規
模
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
支
交
通
史
上
貴
重
な
資
料

で
あ
り
、
仏
教
伝
播
の
具
体
的
な
資
料
と
し
て
も
興
味
あ
る
文
献
で
あ
る
。
ま

た
、
本
書
は
淡
海
三
船
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
巻
末
に
思
託
、
石
上
宅
嗣
、
藤
原

刷
雄
、
唐
使
高
鶴
林
の
詩
七
首
を
載
せ
て
お
り
、
日
本
漢
文
学
史
上
大
切
な
資

6
 

料
で
あ
る
。
（
水
野
弘
元
監
修
「
新
・
仏
典
解
題
事
典
」
春
秋
社

9
6
.
9
刊）

ー

の
ご
と
く
、
「
旅
行
記
を
中
心
に
書
い
た
個
人
の
伝
記
」
「
日
本
に
お
け
る
旅
行

文
学
」
等
々
の
発
言
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
結
論
的
に
は
「
日
支
交
通

史
上
の
貴
重
な
資
料
」
「
仏
教
伝
播
の
具
体
的
な
資
料
」
と
い
う
こ
と
に
落
着
い

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

④
坂
本
太
郎
「
六
国
史
と
伝
記
」
（
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究

4
 

東
大
出
版
会

9
6
.
5
月
刊
所
収
）

ー

⑥
今
井
源
衛
「
漢
文
伝
の
世
界
」
（
『
王
朝
文
学
の
研
究
』

十
五
年
十
月
刊
所
収
）
参
照
。

⑥
林
陸
朗
氏
は
、

角
川
書
店 上

昭
和
四

文
献
篇
』

円
寂

大
塚
浄
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斃
卒
伝
と
い
う
の
は
、
本
書
（
続
紀
を
さ
す
）
中
に
親
王
・
王
臣
・
僧
侶
等
の

死
歿
記
事
の
次
に
、
そ
の
人
物
の
出
自
や
祖
父
・
父
等
の
係
累
、
本
人
の
略
歴
、

性
格
や
特
長
、
あ
る
い
は
特
別
な
功
労
や
徳
行
な
ど
の
特
殊
記
事
、
さ
ら
に
は
斃

卒
年
齢
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
も
の
を
指
す
。

と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
今
井
源
衛
氏
も
、

大
体
基
本
的
な
斃
卒
伝
記
の
形
式
は
（
中
略
）
官
位
氏
姓
名
・
出
自
（
父
・
時

に
は
祖
父
ま
で
遡
る
）
・
性
格
•
宮
歴
・
斃
時
年
齢
、
の
五
項
目
が
そ
の
基
本
的

骨
格
な
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
不
可
欠
の
も
の
は
、
官
位
氏
姓
名
と
官
歴
と
で

あ
り
、
他
の
も
の
は
出
自
・
斃
時
年
齢
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
性
格
は
記
述
用
例
数
の

大
小
か
ら
判
断
し
て
、
や
や
二
義
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
（
中
略
）
逸

話
や
（
中
略
）
賞
讃
や
詠
嘆
の
辞
に
見
え
る
記
録
者
自
身
の
主
観
的
表
白
の
類
は

さ
ら
に
付
属
的
な
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
逸
話
的
要
素
は

六
国
史
の
中
で
も
時
代
が
下
る
に
随
っ
て
増
大
し
、
時
に
は
数
段
に
わ
た
っ
て
生

涯
の
幾
つ
か
の
逸
話
を
綴
る
場
合
（
中
略
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
奇
怪
な
伝
説

的
記
事
の
見
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
随
っ
て
記
録

者
の
主
観
的
表
白
も
、
（
中
略
）
賞
讃
ば
か
り
で
な
く
、
（
中
略
）
し
ば
し
ば
痛

烈
な
批
判
や
攻
撃
に
も
用
い
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

林
陸
朗
「
『
続
日
本
紀
』
掲
載
の
伝
記
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
史
籍
論
集
上
巻
』

吉
川
弘
文
館
昭
和
四
十
四
年
十
月
刊
所
収
）

今
井
源
衛
「
在
原
業
平
」
（
『
王
朝
文
学
の
研
究
』
角
川
書
店
昭
和
四
十
五

年
十
月
刊
所
収
）

の
注
④
に
同
じ
。

⑧
拙
稿
「
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
方
法
思
託
撰
三
巻
本
『
広
伝
』
か
ら
元
開

撰
一
巻
本
「
東
征
伝
』
へ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
四
五
ノ
―
-
）

⑨
拙
稿
「
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
成
立
と
付
載
の
詩
」
（
「
水
門
」
第
九
号

昭

和
四
十
二
年
八
月
刊
）

⑩
注
⑧
に
同
じ
。

⑪
「
文
選
」
巻
六
十
所
収
の
「
斉
覚
陵
文
宣
王
行
状
」
に
は
、
六
臣
注
と
し
て
「
良

日
述
其
徳
行
之
状
」
と
見
え
て
い
る
。

⑫
注
⑧
に
同
じ
。

⑬
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』
（
吉
川
弘
文
館
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
刊
）

⑲
観
智
院
甲
本
に
よ
っ
た
と
い
う
「
寧
楽
遺
文
』
下
巻
所
収
の
本
文
に
よ
る
。
以
下

「
東
征
伝
」
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
本
文
に
よ
る
。

゜゚
訟

⑮
安
藤
更
生
『
鑑
真
大
和
上
伝
之
研
究
」
（
平
凡
社
昭
和
三
十
五
年
八
月
刊
）

6
 

ー

20
の
註
一

O
~註
二
三
。
な
お
、
同
氏
著
『
鑑
真
』
（
吉
川
弘
文
館
昭
和

E
 

四
十
二
年
一

0
月
刊
）
に
も
同
一
趣
旨
の
辻
博
士
非
難
が
次
の
ご
と
く
見
え
る
。

・
・
・
私
は
以
上
、
鑑
真
の
海
難
の
様
子
を
思
託
の
記
事
に
よ
っ
て
略
叙
し
た
の

だ
が
、
故
辻
善
之
助
博
士
な
ど
は
こ
の
記
事
を
神
怪
に
過
ぎ
る
と
し
て
大
い
に

疑
い
、
思
託
の
作
為
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
が
、
実
は
こ
れ
は
思
託
の
体
験
な

の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
思
託
は
こ
う
し
た
海
を
経
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
に
出
遭

っ
た
の
だ
が
、
た
だ
そ
の
解
釈
が
、
少
し
く
神
異
に
傾
い
た
の
と
、
こ
の
思
託

の
記
事
を
批
判
し
た
現
代
の
学
者
た
ち
に
、
支
那
東
海
の
実
際
に
対
す
る
知
識

を
欠
い
て
い
た
た
め
に
思
託
の
作
為
な
り
と
速
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
下
略
）

⑱
目
加
田
さ
く
を
『
物
語
作
家
圏
の
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
昭
和
三
十
九
年
七
月

刊）

⑰
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
（
東
洋
文
庫
、
昭
和
四
十

一
年
七
月
再
刊
）
所
収
「
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」
に
よ
る
。

⑱
注
⑰
に
同
じ
。

⑲
築
島
裕
『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
―
―
一
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
訳
文
篇
』

解
説
叩
。
（
東
大
出
版
会
一
九
六
五
年
三
月
刊
）
。

（
く
ら
な
か
す
す
む
・
神
戸
市
立
外
国
語
大
学
）
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