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資
料
　
折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義

発
生
日
本
文
学
史
二　

昭
和
七
年
度
②

伊
藤　

高
雄
編

〔
凡
例
〕

・
本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
が
昭
和

七
年
度
に
國
學
院
大
學
に
て
行
っ
た
講
義
を
、
門
弟
で
助
手
の
小
池
元

男
氏
が
筆
記
・
整
理
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

・
資
料
の
解
題
は
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
國
文
學
會
の
『
野
州
國

文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
及
び
『
國
學
院
雑
誌
』

第
一
一
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
）
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
本
号
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
ノ
ー
ト
番
号
51
で
、
前
回
翻
刻
の
続
き
で

あ
る
。
ノ
ー
ト
番
号
51
は
表
紙
に
「
折
口
信
夫
先
生　

發
生
日
本
文
學

史
二　

昭
和
七
年
度
」
と
あ
り
、
今
回
は
そ
の
う
ち
、
十
月
二
十
七
日
、

十
一
月
十
日
を
翻
刻
す
る
。

・
表
記
は
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
常
用
漢
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と

し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、

翻
刻
の
整
理
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
え
て
、
省
略
字
体
や
文
中
・

文
末
表
現
を
若
干
整
え
た
場
合
が
あ
る
。
翻
字
不
明
の
箇
所
は
、
□
と

し
た
。

・
本
翻
刻
に
際
し
て
は
、
伊
藤
が
翻
刻
を
行
い
、
武
蔵
野
大
学
講
師
渡
部

修
氏
、
國
學
院
大
學
大
学
院
生
（
当
時
）
郷
田
典
子
氏
そ
の
他
で
読
い

合
せ
を
し
、
最
終
的
に
伊
藤
が
整
理
し
た
。



― 78 ―

発
生
日
本
文
学
史
二
（
続
）　
折
口
信
夫
先
生
（
小
池
ノ
ー
ト
51
）

十
月
二
十
七
日　

唱
導
文
学

宗
教
的
文
学
で
唱
導
と
い
ふ
一
つ
の
詞
章
に
よ
る
布
教
を
も
な
す
と
こ

ろ
。
旁
々
、
唱
導
文
学
の
発
生
期
か
ら
、
江
戸
末
ま
で
、
こ
の
文
学
が

力
あ
り
。
そ
の
第
一
期
の
も
の
を
、
今
ま
で
説
い
て
来
た
。
こ
れ
か
ら

仏
教
の
色
彩
が
入
つ
て
、今
ま
で
の
唱
導
文
学
の
様
子
が
変
つ
て
来
る
。

部
曲
文
学
の
話
は
沢
山
あ
る
が
、漠
と
し
た
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
と
思
ふ
。

暗
示
を
今
ま
で
与
へ
、
古
文
献
の
ま
と
め
方
を
示
し
た
。
今
度
は
文
献

を
主
と
す
る
文
学
の
話
に
入
る
。

二
つ
を
綯
ひ
混
ぜ
な
が
ら
、話
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
―
―
私
の
話
は
、

い
ろ
ん
な
部
曲
の
話
が
あ
る
事
を
こ
と
は
つ
て
お
く
―
―
。

文
学
と
し
て
の
文
献
は
じ
ま
つ
た
の
は
、い
つ
か
ら
。
見
当
が
つ
か
ぬ
。

純
文
学
と
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
は
律
文
で
は
万
葉
集
の
一
部
、
散
文

で
は
飛
鳥
都
の
末
頃
、
孝
徳
、
斉
明
、
天
智
の
頃
時
代
か
ら
は
じ
ま
つ

て
ゐ
る
と
見
て
い
ゝ
と
思
ふ
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ど
の
点
ま
で
は

つ
き
り
文
学
か
、そ
れ
と
も
外
の
も
の
か
と
い
ふ
区
画
は
勿
論
立
た
ぬ
。

こ
ゝ
で
は
区
画
せ
ず
に
云
ひ
な
が
ら
諸
君
に
文
学
と
否
と
を
考
へ
て
も

ら
い
た
い
。
私
の
文
学
書
に
対
す
る
見
方
、
文
学
史
は
殺
風
景
た
る
事

を
こ
と
は
る
。

第
一
に
申
す
べ
き
は
天
武
天
皇
の
二
十
年
に
撰
善
言
司
が
出
来
る
。
こ

れ
は
わ
れ
〳
〵
の
国
の
習
慣
で
、
日
本
流
に
読
む
と
、
よ
ご
と
づ
く
り

の
つ
か
さ
で
あ
る
。
或
は
、
よ
ご
と
つ
か
さ
と
言
ふ
べ
き
も
の
だ
と
思

ふ
。
本
当
の
処
は
読
み
方
わ
か
ら
ぬ
。
こ
の
も
の
を
通
し
て
文
献
時
代

の
文
学
、
そ
の
系
統
の
も
の
を
考
へ
る
必
要
あ
り
。
日
本
紀
そ
の
他
を

見
る
と
、
―
―
記
で
も
さ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
、
は
つ
き
り
し
て

ゐ
な
い
事
が
あ
る
―
―
だ
ん
〳
〵
宮
廷
に
於
て
書
物
を
編
纂
す
る
機
関

を
設
け
ら
れ
た
と
い
ふ
記
述
に
逢
ふ
。
け
れ
ど
も
、
一
つ
ま
と
ま
つ
た

役
所
が
出
来
た
の
は
、
こ
ゝ
の
役
所
に
始
ま
る
と
思
ふ
。
撰
善
言
司
と

は
な
に
か
。
善
言
・
嘉
行
等
を
連
想
す
る
が
当
代
、
昔
の
人
の
い
ゝ
言

行
を
書
き
と
め
る
教
化
の
機
関
と
い
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
撰
…
…
司
と
い
ふ
書
き
方
は
奈
良
―
―
平
安
初
期
へ
か
け
て
の

例
が
あ
つ
て
、
必
ず
物
を
作
る
司
で
あ
る
。
作
る
意
が
は
つ
き
り
し
て

ゐ
る
。
善
言
を
書
き
と
ど
め
る
意
で
は
な
い
。
新
作
で
あ
つ
て
、
す
で

に
発
せ
ら
れ
た
善
言
を
書
く
の
で
は
な
い
。
造
物
、
食
物
作
り
ま
で
撰

…
…
司
と
書
く
。
作
る
司
で
、
保
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
ゝ
は

寿
詞
、
―
―
唱
導
文
学
の
第
二
期
に
当
る
も
の
―
―
古
く
は
祝
詞
と
寿

詞
が
あ
る
。
祝
詞
は
上
よ
り
下
へ
、
寿
詞
は
奏
上
式
の
も
の
。

同
時
に
服
従
を
誓
ふ
こ
と
ば
。
そ
れ
は
長
く
ま
ち
が
は
な
か
つ
た
が
、

中
間
が
出
て
来
る
。
伝
達
者
が
出
来
る
と
、
―
―
宮
廷
の
中
臣
の
ご
と

き
―
―
上
下
の
も
の
を
と
り
も
つ
。
故
に
両
者
の
詞
が
仲
介
者
に
よ
つ

て
近
づ
い
て
混
乱
し
て
来
て
、
天
子
の
言
も
、
奏
上
言
も
皆
、
祝
詞
と

言
ふ
事
に
な
る
。
故
に
私
は
祝
詞
と
い
へ
ば
平
安
初
期
に
完
成
し
た
弘

仁
式
、
式
に
載
つ
た
も
の
ゝ
事
に
し
て
ゐ
る
。
同
時
に
寿
詞
と
い
ふ
の

が
、
祝
詞
と
同
じ
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
臣
下
の
い
ふ
の
と
祝
詞
と
一

緒
に
し
て
は
お
か
し
い
が
、
寿
詞
は
め
で
た
い
こ
と
ば
と
い
ふ
気
持
で

用
ゐ
て
ゐ
る
。
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今
日
降
る
雪
の
い
や
し
け
よ
ご
と

万
葉
で
は
よ
い
事
の
意
味
に
し
て
ゐ
る
。
奈
良
に
な
る
と
、
寿
詞
の
意

味
不
明
に
な
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
奏
寿
、
宣
命
、
と
区
别
し
て
続
紀
辺

に
は
書
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
古
い
意
味
の
寿
詞
、
祝
詞
で
あ
る
。
祝
詞

の
中
に
寿
詞
を
こ
め
た
と
同
じ
く
寿
詞
の
中
に
祝
詞
ま
で
こ
め
て
了
ふ

時
代
が
あ
つ
た
。
夙
く
か
ら
、
先
に
も
言
ふ
た
善
言
と
い
ふ
の
は
、
全

く
こ
の
寿
詞
で
あ
る
。
奏
寿
を
書
く
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
こ
と
は
り
を
つ

け
る
と
、
天
子
に
申
し
上
げ
る
詞
は
大
昔
は
同
じ
。
そ
の
場
合
〳
〵
に

応
じ
た
も
の
を
後
に
作
つ
て
来
る
。
儀
式
の
時
に
よ
み
あ
げ
る
新
し
い

詞
章
を
作
る
役
所
。
天
子
よ
り
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
答
へ
て
書
い

た
も
の
も
寿
詞
の
中
に
入
る
。
日
本
の
歴
史
を
作
れ
、
律
令
を
ば
作
れ

と
言
は
れ
て
、
書
く
と
天
子
の
命
で
書
い
た
も
の
故
に
、
皆
寿
詞
と
い

ふ
事
に
な
る
。
古
く
は
憲
法
、
法
制
は
皆
の
り
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ

は
天
子
よ
り
世
へ
下
す
と
の
り
。
編
纂
手
続
き
か
ら
云
ふ
と
祝
詞
と
同

じ
事
。
祝
詞
の
一
種
で
あ
る
。
け
れ
ど
同
じ
書
物
が
、
天
子
に
命
に
よ

つ
て
、
編
纂
し
て
奉
る
場
合
寿
詞
で
、
天
子
が
発
布
さ
れ
る
と
又
、
の

り
と
な
る
。

撰
善
言
司
が
何
を
し
た
か
。
書
い
て
は
な
い
が
、
内
容
か
ら
い
へ
ば
広

狭
の
す
べ
て
の
祝
詞
・
寿
詞
を
作
つ
た
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
。
さ
う
い

ふ
理
由
は
そ
の
時
に
職
員
と
し
て
選
ば
れ
た
人
が
大
宝
令
の
編
纂
官
で

も
あ
つ
た
。
す
る
と
、
撰
善
言
司
の
為
事
が
、
全
部
大
宝
律
令
の
仕
事

が
全
部
で
あ
つ
た
と
い
へ
な
い
に
し
て
も
関
係
あ
る
事
は
わ
か
る
。
関

係
し
て
ゐ
た
人
の
書
い
た
も
の
が
他
に
あ
る
か
ら
見
れ
ば
も
つ
と
広
く

撰
善
言
司
の
為
事
が
わ
た
つ
て
ゐ
た
と
見
る
方
が
よ
い
や
う
だ
。
―
―

例
へ
ば
、
伊
与
部
馬
養
等
云
ふ
学
者
は
詩
（
懐
風
藻
）
も
歌
も
作
つ
た

ら
し
く
、
支
那
風
の
小
説
ま
で
浦
島
子
伝
（
小
説
味
多
い
伝
記
）
を
書

い
て
ゐ
る
。（
小
説
と
は
、
支
那
で
は
伝
記
と
区
别
が
な
い
故
に
題
材

の
扱
ひ
方
が
小
説
的
に
な
つ
て
く
る
。
ろ
ま
ん
て
い
く
な
題
材
を
伝
へ

や
う
と
す
る
も
の
が
、
歴
史
と
異
つ
て
小
説
と
な
る
の
だ
。
歴
史
上
の

事
実
で
も
あ
り
、
小
説
で
も
あ
る
の
だ
）
残
つ
た
も
の
ま
で
も
撰
善
言

司
の
為
事
と
は
い
は
ぬ
が
、
そ
の
為
事
は
一
局
部
で
な
し
に
、
い
ろ
ん

な
文
章
を
日
・
支
・
散
文
・
律
文
と
何
で
も
作
れ
る
人
を
集
め
た
と
云

る
と
思
ふ
。
も
一
つ
、
こ
の
時
代
か
ら
宮
廷
に
関
す
る
詞
章
そ
の
他
の

も
の
を
書
く
も
の
は
、
皆
漢
学
に
練
達
し
て
ゐ
る
人
で
あ
る
。
そ
れ
が

詩
も
歌
も
、
宣
命
も
、
法
律
も
、
歴
史
も
書
い
て
ゐ
た
事
は
事
実
。
撰

善
言
司
の
為
事
は
支
那
風
の
詞
章
と
限
ら
ず
、
日
本
風
の
も
の
も
書
い

た
。
同
時
に
善
言
は
よ
ご
と
と
訓
む
べ
き
だ
と
思
ふ
。
万
葉
で
も
よ
ご

と
を
よ
い
事
だ
と
思
ふ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
し
て
。
よ
ご
と
は
天
子
の
よ

を
呪
す
る
詞
で
あ
る
か
ら
、
よ
い
こ
と
ば
と
考
へ
ら
れ
た
。
祝
詞
も
寿

詞
も
同
じ
と
考
へ
る
事
が
早
く
か
ら
萌
し
て
ゐ
た
と
考
へ
た
い
。

最
初
の
文
学
的
の
官
吏
は
、
漢
学
の
素
養
あ
つ
て
、
古
い
日
本
の
文
章

ま
で
書
き
改
め
て
行
く
事
が
出
来
る
人
々
で
あ
つ
た
と
定
め
て
行
か
う
。

第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
日
本
で
一
番
最
初
の
散
文
は
何
か
と
云
ふ

事
。
こ
れ
は
前
提
が
あ
る
。
文
学
は
散
文
か
律
文
か
何
れ
が
先
か
。

ま
づ
散
文
が
出
る
理
由
が
な
い
。
律
文
が
は
じ
め
に
出
て
陶
冶
、
堆
積

し
て
ゐ
る
中
に
文
学
意
識
が
出
て
来
る
。
で
は
散
文
は
い
つ
頃
か
ら
か
。

無
難
な
言
ひ
方
は
平
安
の
女
房
文
学
が
起
つ
た
時
と
云
ふ
事
に
な
る

が
、
ま
だ
前
が
あ
る
。
日
記
が
文
章
と
な
る
の
に
は
前
置
き
が
い
る
。
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そ
れ
は
律
文
と
散
文
と
の
間
に
股
を
か
け
て
ゐ
る
も
の
。
こ
れ
を
ば
、

文
字
で
書
く
と
散
文
で
、
読
む
の
は
節
づ
け
て
よ
む
も
の
。
こ
の
経
路

を
平
安
朝
の
文
学
に
し
て
も
長
く
通
つ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
も
の
が
多

い
。
ま
づ
最
古
の
も
の
は
、
祝
詞
、
宣
命
で
あ
る
。
祝
詞
に
は
律
文
的

要
素
が
多
い
が
、
書
い
た
処
は
散
文
ら
し
い
。
宣
命
は
更
に
律
文
要
素

が
少
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
等
の
も
の
は
読
み
上
げ
、
唱
へ
ら
れ

た
も
の
に
、
違
ひ
な
い
。
書
か
れ
た
ま
ゝ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

読
む
の
が
条
件
で
あ
つ
た
。
そ
の
種
の
も
の
が
次
第
に
読
ま
な
く
な
れ

ば
散
文
を
生
み
出
し
て
来
る
に
決
ま
つ
て
ゐ
る
。
最
初
の
散
文
は
祝
詞

と
宣
命
。
も
一
つ
前
は
、
祝
詞
、
寿
詞
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
に
は
続
紀

以
下
の
六
国
史
を
読
む
と
、
宣
命
が
か
な
り
の
分
量
出
る
。
こ
と
に
続

紀
に
は
多
い
。
こ
の
宣
命
が
誰
が
作
れ
た
か
と
云
ふ
事
。
宣
命
は
そ
れ

〳
〵
の
場
合
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
定
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
伊
勢
大
神
宮
へ
宣
命
使
が
行
く
時
等
は
定
つ
て
ゐ

て
も
よ
い
が
、
人
の
死
ん
だ
時
、
金
が
出
た
の
で
大
仏
を
ま
つ
る
と
か
、

新
皇
后
を
立
て
る
時
に
立
て
る
時
の
宣
命
は
、
新
し
い
も
の
を
作
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
古
い
形
を
つ
い
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
作
る
人
が

な
け
れ
ば
出
来
る
わ
け
は
な
い
。
宣
命
は
宣
命
と
云
は
れ
た
頃
よ
り
書

物
で
あ
つ
て
、
後
に
歴
史
の
中
へ
は
め
こ
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
宣

命
を
作
る
人
が
入
用
。
天
子
は
祝
詞
の
一
部
は
伝
誦
さ
れ
る
が
、
宣
命

は
作
り
は
し
な
い
。
故
に
平
安
朝
で
云
へ
ば
太
政
官
の
書
記
官
が
作
つ

た
の
で
あ
ら
う
。
公
式
な
の
と
非
公
式
な
の
と
が
あ
り
、
非
公
式
の
も

の
は
女
房
の
手
よ
り
天
子
の
言
が
筆
記
せ
ら
れ
て
出
て
い
つ
た
。
公
式

の
は
弁
官
が
書
い
た
。
そ
の
前
に
は
撰
善
言
司
が
か
う
し
た
為
事
を
し

て
ゐ
た
も
の
と
思
ふ
。
撰
善
言
司
と
云
ふ
語
は
意
味
広
く
、
広
い
内
容

に
わ
た
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
撰
善
言
司
の
説
明
の
為
に
平
安
朝
の
事
を

も
少
し
云
ふ
と
、
馬
養
以
外
に
も
、
同
様
の
人
が
想
像
出
来
る
。
野
中

河
原
史
満
、
秦
大
蔵
首
萬
里
の
如
き
人
が
飛
鳥
の
都
の
末
に
出
て
来
る
。

河
原
史
は
、
姓
が
漢
学
に
関
係
あ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
河
内
の
西
文

直
の
一
分
派
で
あ
る
。
大
和
の
河
原
に
ゐ
た
の
で
、
河
原
史
で
通
つ

た
の
で
あ
る
（
野
中
史
は
、
旧
事
記
を
持
ち
だ
し
た
人
々
と
同
系
統
。）

大
蔵
首
も
帰
化
人
で
あ
る
。
河
原
史
は
斉
明
天
皇
が
自
分
の
孫
、
天
智

の
御
子
、
建
王
が
五
才
で
死
ん
だ
時
に
、
御
子
の
為
に
歌
を
作
ら
せ
て
、

い
つ
ま
で
も
伝
承
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。秦
大
蔵
首
万
里
は
、

天
智
帝
の
愛
妃
の
死
ん
だ
時
に
天
皇
の
為
に
歌
を
奉
つ
た
人
で
あ
つ
た
。

処
が
、
日
本
の
短
歌
は
こ
の
飛
鳥
の
末
、
藤
原
の
は
じ
め
が
勃
興
期
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
技
巧
が
立
派
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
短
歌
の
形
が
意

識
せ
ら
れ
て
来
て
、
歌
の
中
、
原
則
的
と
認
め
ら
れ
出
し
た
の
だ
。
こ

の
頃
か
ら
表
現
・
技
巧
が
俄
に
上
手
に
な
つ
た
。
今
ま
で
の
歌
が
長
歌

の
一
部
分
、
旋
頭
歌
の
一
分
派
で
あ
つ
た
時
代
と
変
つ
て
来
る
。
表
現

法
が
は
つ
き
り
し
て
来
る
。
そ
れ
を
は
つ
き
り
さ
せ
た
の
は
、
漢
学
者

の
力
で
、
奈
良
朝
ま
で
こ
の
事
は
続
く
。
日
本
の
短
歌
の
表
現
能
力
を

充
分
に
し
た
の
は
、
漢
学
者
。
漢
学
で
表
現
力
あ
る
人
が
、
歌
を
は
つ

き
り
さ
せ
、
祝
詞
、
宣
命
に
も
携
は
つ
て
、
は
つ
き
り
さ
せ
て
来
た
。

紀
等
の
記
述
の
順
序
等
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
人
々

の
関
係
し
た
歌
を
見
る
と
、
時
代
が
変
つ
た
事
が
わ
か
つ
て
来
る
。

八
雲
立
つ
、
の
歌
の
如
き
、
半
分
き
り
わ
か
ら
ぬ
歌
で
あ
る
。
沖
つ
鳥
、

等
、
表
現
が
未
熟
な
の
だ
。
皇
祖
の
作
で
は
な
い
。
わ
き
出
た
歌
。
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飛
鳥
ま
で
は
わ
か
ら
ぬ
歌
で
あ
る
。
神
代
巻
の
歌
か
ら
中
間
が
わ
か
ら

ぬ
歌
で
、
飛
鳥
か
ら
は
つ
き
り
す
る
。
そ
れ
は
漢
学
に
経
験
あ
る
表
現

能
力
の
豊
か
な
特
殊
な
人
が
歌
に
関
与
し
て
来
た
為
で
あ
る
。

秦
大
蔵
首
の
歌
と
云
ふ
、

　

も
と
ご
と
に
花
は
咲
け
ど
も
う
つ
く
し
妹
が
ま
た
咲
き
で
こ
ぬ

　

山
川
に
鴛
鴦
二
つ
ゐ
て
た
ぐ
ひ
よ
く
た
ぐ
へ
る
妹
を
誰
か
い
に
け
む

天
智
天
皇
の
意
志
を
表
し
て
ゐ
る
故
に
、
意
味
が
あ
る
。
単
に
歌
を
作

つ
て
遊
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
天
智
天
皇
の
愛
人
が
死
ん
だ
か
ら
、

天
子
の
代
り
に
歌
を
代
作
し
た
の
だ
。
蘇
我
石
川
麻
呂
の
女
が
死
ん
だ

時
の
、
単
に
奉
つ
た
の
で
は
な
い
。
斉
明
帝
は
、
天
子
の
中
で
も
歌
が

上
手
で
あ
る
。
伝
歌
か
ら
見
れ
ば
。
け
れ
ど
代
作
歌
で
あ
る
の
だ
。
伝

承
せ
よ
と
云
は
れ
た
の
は
満
が
奉
つ
た
。
そ
の
人
、
そ
し
て
そ
の
歌
を

伝
へ
し
め
た
の
で
あ
る
。
全
部
代
作
で
あ
る
。

　

い
ま
き
な
る
を
む
れ
が
上
の
雲
だ
に
も　

し
る
く
し
立
た
ば
何
か
歎

か
む

日
本
人
に
は
類
型
以
外
に
何
も
云
へ
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
代
作
に
よ
つ

た
の
を
昔
な
ら
、
御
名
代
部
が
出
来
る
処
な
の
だ
。
部
曲
は
出
来
ず
、

歌
に
よ
つ
て
建
王
の
事
を
家
で
伝
へ
て
行
け
と
い
ふ
の
だ
。
こ
れ
も
史

の
作
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
万
葉
一
の
三
番
に
あ
る
歌
、
中
皇
命
と
云

ふ
の
は
斉
明
帝
で
あ
る
。
間
人
連
老
を
し
て
作
ら
し
め
た
。
そ
し
て
舒

明
天
皇
に
奉
ら
し
め
た
長
歌
と
短
歌
一
首
と
な
る
。
こ
の
歌
は
歌
は
れ

た
境
遇
の
わ
か
る
歌
で
あ
る
。
使
ひ
が
も
つ
て
ゆ
く
に
定
つ
て
ゐ
る
の

だ
か
ら
、
老
の
名
が
そ
の
意
味
で
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
別
に
老
が

代
作
し
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

た
ま
き
は
る
宇
智
の
大
野
に
馬
並
め
て
…
…

支
那
風
な
対
句
意
識
の
は
つ
き
り
し
出
て
ゐ
る
。
あ
の
頃
に
詞
人
が
頭

を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
私
は
歌
の
美
で
な
く
、
漢
・
国
文
・
詩
・
歌
を
作

る
漢
学
者
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
そ
の
漢
学
者
の
中
に
は
、
帰
化
人

が
多
い
。
そ
の
点
で
不
思
議
で
あ
る
。
年
代
が
長
く
日
本
に
ゐ
た
人
で

あ
れ
ば
、
自
由
に
日
本
文
学
で
あ
る
の
に
、
作
り
方
が
新
し
い
。
日
本

人
は
、外
人
が
す
ぐ
日
本
文
が
出
来
る
と
思
ふ
た
の
で
あ
る
。
王
仁
が
、

　

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
…
…

を
作
つ
た
と
い
ふ
が
、
日
本
人
は
か
う
し
た
事
が
出
来
る
と
信
じ
て
ゐ

た
。

　

采
女
は
や
、
耳
は
や
の
歌
で
、
外
人
が
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
事
も
い

ふ
と
、平
安
初
期
の
伝
説
で
東
人
が
日
本
流
の
歌
を
作
る
と
い
ふ
如
き
。

　

年
を
へ
し
糸
の
も
つ
れ
の
苦
し
さ
に

と
云
ひ
、

　

わ
が
国
の
梅
の
花
と
は
…
…

の
如
く
、
ど
こ
の
人
で
も
歌
が
す
ぐ
出
来
る
と
い
ふ
信
仰
が
日
本
人
に

は
あ
つ
た
の
だ
。
東
人
は
、
実
は
歌
が
出
来
る
事
情
が
あ
る
。
も
一
つ

は
、
日
鮮
語
が
近
く
て
歌
が
す
ぐ
出
来
る
と
い
ふ
風
な
事
を
越
え
て
、

日
本
人
は
外
人
に
も
す
ぐ
歌
が
出
来
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。
外
人
が
や
す

〳
〵
と
歌
を
作
る
点
に
問
題
を
は
さ
ん
で
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
の

□
は
□
□
な
も
の
で
外
人
に
で
も
す
ぐ
の
り
う
つ
つ
て
作
れ
る
と
信
じ

た
。
け
れ
ど
も
、
短
歌
は
割
合
に
作
り
や
す
い
と
云
ふ
こ
と
も
あ
つ
た

ら
う
。

外
国
人
、
帰
化
人
、
又
そ
の
子
孫
、
日
本
の
漢
学
を
修
め
た
人
が
日
本



― 82 ―

の
表
現
能
力
を
開
拓
し
た
効
は
多
き
か
つ
た
。
そ
れ
を
今
日
よ
り
見
る

と
、そ
れ
が
昔
の
本
当
の
日
本
式
の
表
し
方
と
見
る
の
は
無
理
な
い
が
、

昔
の
人
が
見
れ
ば
、
ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
の

話
は
、
以
前
の
文
学
史
家
の
云
ふ
よ
り
、
日
本
文
学
は
支
那
の
影
響
を

受
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
と
少
し
違
ふ
。も
少
し
愛
国
的
な
議
論
で
あ
る
。

十
一
月
十
日

日
本
文
学
が
書
か
れ
て
来
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
漢
文
学
が
影
響
し
た
か
を

語
つ
た
。
証
拠
と
し
て
万
葉
の
巻
七
、
巻
九
を
中
心
と
し
て
申
し
た
。

九
は
漢
文
学
に
関
係
あ
る
人
、
漢
学
に
関
係
あ
る
人
が
多
く
与
つ
て
ゐ

る
と
云
ふ
た
。
そ
の
時
に
七
・
九
は
一
つ
ゞ
き
の
も
の
で
、
―
―
万
葉

は
す
べ
て
さ
う
で
、
十
七
～
二
十
ま
で
は
一
つ
の
性
質
で
、
他
の
巻
は

二
つ
づ
ゝ
組
合
せ
に
な
つ
て
ゐ
る
。
七
と
九
は
非
常
に
似
た
も
の
で
あ

る
。
―
―
こ
の
巻
の
中
、
よ
く
見
る
と
云
ふ
と
、
房
前
の
関
係
が
多
い
。

藤
原
四
家
の
中
、
式
家
と
称
す
る
武
智
麻
呂
は
特
別
に
関
係
が
あ
る
や

う
だ
が
、
七
・
九
は
北
家
に
関
係
あ
り
。

一
番
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
の
は
、
九
の
七
夕
歌
一
首
并
び
に
短
歌
と
あ

る
左
註
に
、

　

右
件
歌
、
或
云
、
中
衛
大
将
藤
原
北
卿
宅
作
之

こ
れ
は
、
房
前
の
家
と
見
る
他
、
考
へ
ら
れ
な
い
。
こ
の
外
に
、
房
前

ら
し
い
も
の
が
ま
だ
あ
る
。
巻
七
に
、
七
首
と
あ
る
が
、
実
は
八
首
ら

し
い
。

　

右
七
首
。
藤
原
卿
作
。
未
審
年
月

巻
十
九
に
二
首
歌
あ
り
。

　

右
二
首
。
三
形
沙
弥
贈
太
政
大
臣
藤
原
北
卿
之
語
作
之
也
。

と
左
註
が
あ
る
。
三
形
沙
弥
は
三
方
と
も
書
か
れ
た
万
葉
の
一
作
者
。

贈
太
政
大
臣
は
、
房
前
。
こ
の
他
に
房
前
ら
し
い
も
の
が
大
分
出
て

来
る
。
万
葉
は
そ
ん
な
に
し
て
細
か
い
も
の
を
集
め
る
要
が
な
い
の

に
、
新
し
く
努
力
を
も
つ
て
来
た
藤
氏
の
人
々
が
万
葉
の
原
本
、
又
は

言
ひ
直
せ
ば
、
万
葉
の
材
料
と
な
つ
て
ゐ
る
歌
に
深
い
関
係
あ
る
事
を

示
す
為
、
房
前
が
さ
う
で
あ
り
、
宇
合
が
万
葉
に
関
係
あ
る
事
は
明
ら

か
で
、
宇
合
が
漢
文
学
の
素
養
が
あ
つ
た
事
が
明
ら
か
。
そ
の
家
の
保

護
の
位
置
に
あ
る
人
、
或
は
出
入
し
て
ゐ
る
人
が
歌
を
作
つ
て
そ
ら
の

人
々
に
奉
つ
た
。
同
時
に
そ
れ
ら
の
人
が
漢
文
学
を
傍
ら
や
つ
て
ゐ

る
。
七
、九
は
、
漢
文
学
の
影
響
の
は
つ
き
り
見
え
る
も
の
。
宴
遊
の

場
合
、
そ
の
家
の
主
人
を
欲
す
る
意
味
の
歌
を
沢
山
作
つ
た
事
が
考
へ

ら
れ
る
。
つ
ま
り
歌
と
詩
が
一
作
者
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
最
後
の
歌
は

七
・
九
に
見
え
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
人
と
が
勢
力
家
の
家
々
に
出
入
し

て
ゐ
る
事
が
漠
然
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
家
持
が
主
と
な
つ
て
ゐ
る
十
七
以

下
の
巻
々
は
漢
文
学
の
形
式
を
も
つ
て
日
本
文
学
を
あ
ら
は
さ
う
と
し

た
。
漢
文
学
中
へ
日
本
の
歌
を
挿
入
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
又
別

で
あ
る
。
日
本
文
学
の
あ
る
の
を
認
め
て
海
外
の
文
学
に
挿
め
て
調
和

さ
せ
ん
と
す
る
の
で
、こ
の
形
は
よ
く
考
へ
る
と
古
く
か
ら
あ
る
文
学
。

万
葉
は
歌
が
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
事
は
十
七
～
二
十
で
も
よ
く
見
え
て

ゐ
る
が
、
こ
と
に
漢
文
学
に
日
本
文
学
を
調
和
さ
せ
ん
と
し
た
形
の
も

の
を
見
る
と
、
日
本
の
文
学
が
文
学
に
な
つ
て
来
る
時
期
の
様
子
を
ば

万
葉
の
巻
十
七
以
下
が
示
し
て
ゐ
る
。
更
に
は
つ
き
り
し
た
例
は
、
巻

二
十
。
大
伴
旅
人
が
中
心
と
な
つ
て
ゐ
る
巻
五
を
見
る
と
、
こ
れ
は
又
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日
本
文
学
を
漢
文
学
に
調
和
さ
せ
や
う
と
云
ふ
の
と
、
漢
文
学
が
日
本

文
学
を
胚
胎
し
た
の
と
の
過
渡
期
を
示
し
て
ゐ
る
。
漠
然
た
る
日
本
文

学
が
漢
文
学
す
る
瀬
戸
口
を
通
し
て
ず
つ
と
出
て
来
た
事
を
示
す
。
旅

人
の
さ
う
い
ふ
形
の
歌
と
家
持
の
歌
で
は
少
し
違
ふ
。

実
の
と
こ
ろ
は
、
一
番
最
初
に
小
説
の
形
が
日
本
へ
出
て
来
た
事
は
非

常
に
古
い
事
。
小
説
は
支
那
で
見
て
も
、
昔
は
漢
魏
の
時
代
即
ち
唐
以

前
と
見
ら
れ
た
。
今
で
は
晋
唐
の
時
代
ま
で
降
り
て
く
る
。
小
説
と
い

ふ
事
は
小
人
の
説
話
と
い
ふ
事
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
で
は
大
小
で
宮
廷

と
民
間
と
分
け
て
ゐ
る
や
う
な
事
が
支
那
に
も
あ
つ
て
、
小
は
民
間
、

小
人
は
民
間
の
人
、
説
は
説
話
と
い
ふ
事
。
民
間
説
話
を
そ
の
ま
ゝ
筆

録
し
て
も
小
説
に
な
る
。
そ
の
支
那
の
小
説
の
形
が
日
本
に
盛
ん
に
入

つ
て
来
て
ゐ
る
。
一
つ
は
地
誌
の
よ
る
べ
き
形
と
し
、
一
つ
は
伝
説
の

型
と
し
て
応
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
漢
魏
小
説
が
日
本
へ
入
つ
て
来

た
。
私
が
ど
ん
な
に
小
さ
い
限
度
で
考
へ
て
も
、
今
日
痕
跡
あ
る
も
の

だ
け
が
支
那
か
ら
入
つ
た
も
の
と
は
限
ら
ぬ
。
た
ま
〳
〵
に
し
て
書
か

れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
平
安
朝
の
書
籍
目
録
に
な
い
か
ら
と
て
、
そ
の
支

那
の
書
物
は
、
平
安
朝
に
日
本
に
現
存
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
事
は
信
じ

ら
れ
な
い
。
ま
し
て
、
ど
こ
に
も
出
て
ゐ
ぬ
か
ら
と
て
あ
る
書
物
が
奈

良
朝
に
渡
ら
ぬ
と
は
言
ひ
切
れ
ぬ
が
、
同
時
に
渡
つ
た
と
も
云
へ
ぬ
。

云
へ
る
事
は
、
わ
れ
〳
〵
が
証
拠
に
な
る
日
本
に
あ
つ
た
と
い
ふ
書
物

の
何
倍
か
の
書
物
が
入
つ
て
来
て
亡
び
て
了
つ
た
と
云
へ
る
。
現
に
こ

ん
な
世
の
末
に
な
つ
て
も
、
ぼ
ち
く
出
て
来
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
唐
書

に
出
て
来
る
帳
文
成
の
伝
に
は
、
張
文
成
の
文
は
愛
せ
ら
れ
て
、
日
本

の
客
が
争
つ
て
、
一
紙
で
も
欲
し
い
か
ら
つ
て
門
前
市
を
な
し
た
と
書

い
て
あ
る
。
張
文
成
の
作
で
は
日
本
へ
渡
つ
た
も
の
は
遊
仙
窟
に
限
る

と
は
云
へ
な
い
。
彼
の
生
前
か
ら
沢
山
、
日
本
に
は
い
か
ら
が
ゐ
て
、

小
説
を
読
み
た
が
つ
て
ゐ
た
と
は
云
へ
る
。
他
の
書
で
も
与
へ
な
く
な

つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
に
定
つ
て
ゐ
る
。
宮
廷
と
大
宰
府
と
両
方
に
あ

つ
た
本
の
外
に
、
帰
化
人
、
留
学
生
が
、
続
々
と
本
を
持
つ
て
来
た
に

違
ひ
な
い
。

か
く
わ
れ
〳
〵
の
想
像
を
超
え
た
程
度
に
、
沢
山
の
書
入
り
、
沢
山
の

文
学
の
ま
じ
つ
て
ゐ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
故
に
日
本
の
飛
鳥
→
藤
原

へ
か
け
て
、
ど
れ
だ
け
文
学
の
気
運
が
動
い
て
ゐ
た
か
、
想
像
つ
く
。

詩
を
作
る
と
同
時
に
歌
を
作
り
読
書
を
し
て
ゐ
る
人
が
沢
山
あ
つ
た
。

ど
う
し
て
も
、
今
ま
で
の
文
学
の
形
が
純
粋
な
も
の
に
な
つ
て
来
る
に

違
ひ
な
い
。
日
本
文
学
の
中
、
平
安
末
、
鎌
倉
へ
か
け
て
俗
文
学
、
口

頭
文
学
、
宮
廷
の
文
学
が
一
緒
に
な
つ
た
。
そ
の
中
、
漢
文
学
と
日
本

文
学
と
一
緒
に
な
つ
て
ゐ
た
。
詩
と
歌
を
合
せ
る
と
詩
の
対
句
を
作
つ

た
時
と
が
大
き
な
二
つ
の
時
期
。
江
戸
の
読
本
の
生
ま
れ
る
時
期
は
、

日
本
の
散
文
と
支
那
の
文
学
に
よ
つ
て
日
本
の
散
文
を
□
つ
て
来
る
。

漢
文
学
に
よ
つ
て
整
理
せ
ら
れ
、
日
本
文
学
の
形
が
出
来
、
文
学
ら
し

く
な
つ
て
来
る
。
歌
そ
の
も
の
は
、
し
ば
ら
く
さ
し
お
い
て
、
今
小
説

類
の
は
な
し
。
支
那
の
小
説
は
、小
説
の
支
道
精
神
は
道
教
の
す
く
□
。

第
二
は
、
民
間
に
伝
説
し
て
ゐ
る
話
―
―
民
謡
。
単
に
指
導
精
神
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
道
教
化
し
て
く
る
。
そ
の
時
に
一
番
都
合
の
い
ゝ

形
は
人
間
界
で
は
宮
廷
の
生
活
に
あ
て
は
め
る
。一
番
空
想
的
で
あ
る
。

も
一
つ
、
仙
人
。
こ
と
に
女
仙
の
沢
山
ゐ
る
世
界
で
あ
る
。
又
天
子
又

は
王
と
女
仙
と
の
間
に
交
渉
の
生
れ
る
話
。
宮
廷
生
活
の
空
想
、
女
仙
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の
事
を
考
へ
る
。
二
者
の
調
和
し
た
と
い
ふ
三
型
の
話
が
一
段
下
る
と

普
通
の
男
が
偶
然
女
に
あ
ふ
と
い
ふ
話
。
こ
れ
は
恐
ら
く
後
の
事
で
あ

ら
う
。
さ
う
し
た
話
が
伝
つ
て
書
か
れ
、
誇
張
せ
ら
れ
て
来
て
最
後
に

女
仙
の
学
者
と
の
交
渉
に
な
る
。
こ
の
経
路
を
経
て
小
説
が
発
達
す
る
。

そ
の
中
に
一
人
称
の
小
説
が
増
す
。
学
者
が
俺
が
か
う
い
ふ
経
験
を
し

た
と
い
ふ
純
創
作
を
す
る
や
う
に
な
る
。
そ
の
大
立
物
は
、
帳
文
成
、

宋
玉
等
で
あ
る
。
支
那
の
小
説
は
ご
く
最
近
ま
で
こ
ん
な
事
を
云
ふ
て

ゐ
た
。
そ
し
て
一
度
に
飛
躍
し
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。
日
欧
の
刺
戟
を

受
け
て
。日
本
へ
も
遊
仙
窟
以
外
の
軟
文
学
が
渡
来
し
た
に
違
ひ
な
い
。

楚
辞
等
も
、
屈
原
の
作
つ
た
文
で
も
え
ろ
て
い
つ
く
に
見
え
る
と
こ
ろ

が
多
い
。
楚
辞
の
中
、
宋
玉
以
下
は
非
常
に
淫
靡
で
あ
る
。
漢
文
学
は

い
つ
で
も
わ
れ
〳
〵
の
研
究
態
度
に
よ
つ
て
新
し
い
も
の
が
出
る
は
づ

で
あ
る
。
純
文
学
・
□
語
と
し
て
見
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
た
軟
文
学
が

日
本
の
当
時
の
は
い
か
ら
に
喜
ば
れ
た
。
日
本
に
支
那
人
の
芸
術
的
な

気
持
ち
が
わ
か
る
空
気
が
あ
つ
た
事
は
、
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
機
械
的

に
読
ん
だ
と
思
ふ
の
は
空
想
。
だ
ん
〳
〵
小
説
を
読
ん
で
来
る
中
に
支

那
の
小
説
が
民
間
の
説
話
を
書
い
た
も
の
故
に
日
本
の
民
間
に
も
似
た

話
が
あ
る
。
―
―
伝
説
は
世
界
中
、
皆
似
た
話
を
も
つ
て
ゐ
る
―
―
そ

こ
で
読
ん
で
ゐ
る
中
に
日
本
の
も
の
を
材
料
と
し
て
書
け
る
と
考
へ
て

来
る
。
又
、
わ
れ
〳
〵
は
小
説
を
空
想
の
所
産
と
考
へ
た
の
は
つ
い
近

頃
の
事
で
あ
る
。
今
で
も
現
実
と
芸
術
と
の
区
別
の
な
い
人
も
あ
る
位

で
あ
る
。
昔
ほ
ど
こ
れ
が
ひ
ど
い
。
つ
ま
り
小
説
を
現
実
に
過
去
に
あ

つ
た
事
実
だ
と
見
て
行
く
る
習
慣
が
長
か
つ
た
。
皆
あ
つ
た
事
で
、
わ

ざ
〳
〵
作
意
を
加
へ
て
作
る
と
思
は
ぬ
。
似
た
事
が
日
本
に
も
あ
る
か

ら
、
書
か
う
と
て
誇
り
と
感
激
を
も
よ
ほ
し
て
書
く
故
に
小
説
の
生
れ

る
最
初
の
地
誌
又
は
家
々
の
伝
説
に
関
係
し
て
来
る
。
こ
の
土
地
に
か

う
し
た
伝
へ
が
あ
つ
た
。
神
仙
と
村
人
と
の
交
渉
と
の
は
な
し
は
地
誌

の
一
部
分
で
あ
る
。
或
は
支
那
の
小
説
の
本
質
と
し
て
実
際
に
あ
つ
た

歴
史
を
も
交
じ
へ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
家
々
に
か
つ
て
ゐ
た
人
の
伝

説
、
昔
こ
の
辺
に
ゐ
た
人
の
伝
記
だ
と
か
を
書
く
。
小
説
と
家
伝
と
は

同
じ
事
。
奈
良
以
前
は
可
と
し
て
そ
れ
は
「
伝
」
と
い
ふ
語
で
あ
ら
は

し
て
ゐ
る
。
歴
史
的
な
事
。
地
租
的
な
事
、
は
云
ひ
か
へ
れ
ば
中
央
的

な
事
。
地
方
的
な
事
と
い
ふ
事
に
な
る
。
日
本
の
歴
史
の
中
に
は
ひ
よ

つ
と
す
る
と
飛
鳥
朝
の
末
（
仮
に
）
に
あ
つ
た
日
本
人
が
作
つ
た
小
説

か
ら
出
て
来
た
歴
史
が
存
外
行
は
れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
日
本
の
事

を
書
く
つ
も
り
で
ゐ
て
、
つ
ひ
、
文
章
で
事
実
が
変
る
事
が
あ
る
。
自

分
等
の
生
活
に
な
い
事
を
書
か
さ
れ
る
と
、
文
章
に
よ
つ
て
云
ふ
事
、

考
へ
て
ゐ
る
事
が
曲
が
つ
て
来
る
。
六
朝
駢
儷
体
が
好
ま
れ
て
ゐ
る
時

代
故
に
文
章
の
為
に
事
実
が
曲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
書
い
て
ゐ
る
中
に
支

那
の
事
実
に
よ
つ
て
脚
色
を
つ
け
た
様
に
変
つ
て
了
ふ
。
紀
に
表
は
れ

る
諸
書
の
中
に
は
た
し
か
に
さ
う
し
た
あ
や
し
い
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。

日
本
・
朝
鮮
の
書
か
ら
引
い
た
事
は
支
那
影
響
が
多
い
と
思
ふ
。
続
紀

は
こ
と
に
こ
の
流
行
の
最
中
の
も
の
を
利
用
し
て
ゐ
る
。
日
本
紀
で
、

飛
鳥
、
藤
原
が
大
体
形
づ
い
て
、
続
紀
が
奈
良
朝
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
小

説
の
気
運
の
盛
ん
な
時
の
書
だ
か
ら
材
料
は
用
心
を
要
す
。
こ
と
に
宮

廷
生
活
に
つ
い
て
は
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
大
部
あ
る
。
晋
唐
小
説
で

人
気
あ
る
の
は
漢
武
帝
で
、
こ
の
人
の
宮
廷
生
活
、
女
仙
と
の
交
渉
。

次
に
は
則
天
武
后
。
日
本
宮
廷
の
生
活
に
漢
武
・
則
天
武
后
に
似
た
事
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が
あ
れ
ば
大
馬
力
で
書
い
た
に
違
ひ
な
い
。
水
鏡
、
逸
話
集
に
見
え
て

ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
ほ
ど
時
代
が
整
理
し
た
か
ら
よ
い
が
、
支
那
の
宮
廷

の
淫
靡
を
書
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
凡
そ
小
説
の
上
の
支
那
の
宮
廷
生

活
の
引
き
写
し
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
の
断
片
が
平
安
に
残
り
説

話
化
し
、
書
物
と
な
つ
て
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
奈
良
よ
り
平
安
に
か

け
て
お
こ
つ
た
井
上
内
親
王
、
早
良
親
王
等
を
め
ぐ
つ
て
お
こ
つ
た
事

実
等
も
支
那
風
な
空
想
に
違
ひ
な
い
。
孝
謙
称
徳
皇
帝
に
つ
い
て
の
伝

へ
等
は
清
廉
を
伝
へ
る
為
に
天
子
を
犠
牲
に
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
則
天

武
后
に
関
す
る
影
響
が
あ
る
。
則
天
武
后
の
子
の
穆
天
子
伝
等
を
見
る

と
、
さ
う
い
ふ
種
類
の
も
の
が
沢
山
あ
つ
て
、
孝
謙
称
徳
皇
帝
の
御
伝

記
の
一
部
分
を
作
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
結
局
、
藤
原
百
川
の
事
を

伝
へ
、
清
廉
の
事
を
伝
へ
る
為
に
書
き
た
て
る
為
に
作
つ
た
も
の
で
あ

る
。
道
鏡
が
法
皇
と
い
ふ
の
は
、
天
皇
と
は
違
ふ
の
だ
か
ら
当
た
り
前

の
事
で
あ
る
。
法
の
上
に
勢
力
を
認
め
る
の
は
、
法
政
分
離
に
よ
つ
て

自
然
の
事
で
あ
る
。
法
皇
が
天
子
に
な
る
準
備
だ
と
は
云
へ
ぬ
。
私
等

に
し
て
考
へ
れ
ば
宮
廷
の
歴
史
を
舞
台
を
ま
は
し
た
様
に
見
え
る
大
事

件
に
も
小
説
種
が
入
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
が
多
い
。
国
史

編
纂
当
時
に
用
ゐ
た
材
料
、
そ
の
使
用
の
態
度
が
違
ふ
。
前
代
の
書
物

だ
か
ら
確
か
だ
と
信
じ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
。

も
一
つ
考
へ
た
い
の
は
法
制
の
方
面
で
あ
る
。
撰
善
言
司
の
話
を
し
た

が
、
寿
詞
は
宮
廷
の
法
律
、
命
令
す
べ
て
を
こ
め
て
云
つ
た
語
で
あ
ら

う
。
す
べ
て
の
和
漢
脈
の
書
物
を
司
る
と
こ
ろ
。
時
宜
に
適
し
た
新
作

の
文
章
を
発
表
す
る
。
さ
う
い
ふ
点
か
ら
話
し
た
い
。
一
体
、
後
世
で

は
古
語
の
知
識
が
少
な
い
故
に
、
漢
字
を
日
本
語
に
訳
す
時
に
、
ご
く

少
な
い
古
語
を
融
通
し
て
意
味
違
つ
た
漢
字
に
訓
す
る
の
で
、
無
理
が

あ
る
。
た
と
へ
ば
、
の
り
は
、
法
、
憲
、
典
等
に
通
訓
し
て
ゐ
る
。
逆

に
、
典
を
の
り
と
訓
む
と
こ
ろ
か
ら
、
支
那
の
典
の
類
字
、
似
た
行
事

を
の
り
と
云
ふ
。即
位
式
を
お
ほ
き
み
の
り
等
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

昔
か
ら
文
化
の
度
が
劣
つ
て
ゐ
た
時
代
に
、
支
那
文
化
が
輸
入
し
、
緻

密
な
語
な
い
の
で
、
大
ざ
つ
ぱ
な
訓
を
下
し
た
の
が
、
歴
史
的
に
用
ゐ

ら
れ
て
来
た
。
と
も
か
く
、緻
密
な
語
が
な
か
つ
た
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
例
に
出
し
た
の
り
に
つ
い
て
見
る
と
、
実
の
と
こ
ろ
、
寿
詞
を

こ
の
中
へ
含
ん
で
忘
れ
て
了
つ
て
ゐ
る
。
わ
れ
〳
〵
は
の
り
か
ら
思
ひ

出
す
の
は
、
そ
れ
に
対
照
的
の
関
係
に
あ
る
よ
ご
と
は
早
く
忘
れ
て
了

つ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
の
り
と
の
語
で
代
用
し
て
ゐ
る
。
の
り
と
は
考
へ

見
る
に
あ
て
ず
つ
ぽ
う
の
説
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
わ
れ
〳
〵
は
の
り
と

は
の
り
を
す
る
聖
な
る
場
所
で
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
語
が
の
り
と
ご

と
。
ご
と
を
約
し
て
、
の
り
と
と
云
ふ
。
だ
か
ら
、
天
つ
の
り
と
の
太

の
り
と
ご
と
ゝ
い
ふ
様
な
事
が
云
る
の
だ
。
既
に
の
り
と
ゝ
云
ふ
も
の

は
一
つ
の
約
束
が
つ
い
て
ゐ
る
。
の
り
の
場
所
が
あ
つ
て
、
そ
こ
で
云

ひ
出
す
の
が
の
り
と
ご
と
で
あ
る
。

少
な
く
て
も
法
・
憲
は
、
の
り
に
入
る
。
古
く
よ
り
さ
う
訓
ん
で
ゐ
る

の
は
、
誤
り
で
は
な
さ
ゝ
で
あ
る
。
す
る
と
の
り
と
は
何
か
。
の
り
は

言
葉
に
よ
つ
て
出
た
も
の
と
云
ふ
事
。
の
り
と
、
の
り
と
は
別
。
同
じ

点
は
の
り
と
い
ふ
語
を
含
む
こ
と
。
共
通
点
は
上
よ
り
下
に
対
し
て
発

せ
ら
れ
た
文
章
。
古
く
は
口
頭
文
章
。
世
が
進
む
と
、
筆
記
せ
ら
れ
た

文
章
に
な
つ
て
来
る
。
故
に
わ
れ
〳
〵
か
ら
云
へ
ば
、
の
り
と
一
口
に

云
つ
て
含
め
ら
れ
る
語
が
沢
山
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
に
よ
つ
て
は
よ
ご
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と
で
表
は
さ
れ
る
。
よ
ご
と
が
昔
の
内
容
を
の
り
と
に
地
位
を
譲
り
、

語
自
身
は
意
味
が
広
が
つ
て
来
た
。
ま
づ
大
体
あ
る
時
代
に
は
の
り
と

云
つ
た
と
仮
定
し
て
説
く
。
そ
の
の
り
に
は
、
故
に
漢
文
、
国
語
い
ろ

ん
な
形
が
あ
る
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
が
の
り
は
さ
う
い
ふ
風
に
も
と
は
口

頭
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、
法
令
、
憲
法
に
あ
た
る
が
、
対
照
的
に
な
つ

て
ゐ
る
の
は
刑
罰
の
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
の
り
と
云
ふ
事
は
、
為
事

と
し
て
文
官
を
生
み
出
し
て
来
る
。
文
官
は
何
れ
、
普
通
の
神
主
、
昔

の
考
へ
方
で
云
ふ
と
、
中
臣
の
神
主
が
代
表
す
る
為
事
が
、
文
官
の
為

事
と
な
る
。
法
律
、
命
令
を
出
す
為
事
。
又
、
一
方
、
著
し
く
違
つ
た

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
律
の
文
で
あ
る
。
律　

の
り
・
た
ゞ
す　

こ

の
為
事
は
次
第
に
武
官
の
為
事
に
な
つ
て
行
く
。平
安
朝
に
な
つ
て
も
、

刑
律
に
関
し
た
役
人
は
武
官
で
あ
る
。
武
力
で
悪
人
を
圧
へ
た
の
で
な

く
、
更
に
古
い
習
慣
が
あ
る
。
紀
を
見
る
と
、
罪
を
正
す
の
は
す
べ
て

物
部
の
為
事
で
あ
る
。
物
部
が
刑
罰
を
下
す
時
に
、
何
こ
と
ば
―
―
こ

と
わ
ざ
み
た
い
な
も
の
を
発
す
る
。
そ
の
諺
と
云
ふ
の
は
、
刑
罰
受
け

る
者
に
云
ひ
聞
か
せ
る
と
同
時
に
、
刑
罰
の
為
の
機
関
に
な
る
も
の
ゝ

為
に
云
ふ
語
。
命
令
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
れ
伝
統
的
に
伝
へ

た
語
に
ち
が
ひ
な
い
。
と
も
か
く
物
部
が
罪
を
正
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
刑
を
古
く
か
ら
刑
部
と
書
い
て
お
さ
か
べ
と
訓
ん
で
ゐ
る
。

刑
部
の
氏
の
名
と
形
と
ど
れ
だ
け
の
差
が
あ
る
か
。
水
盤
を
か
ゝ
へ
た

話
の
あ
る
忍
坂
ノ
大
中
ツ
姫
と
い
ふ
皇
后
の
為
に
、
忍
坂
部
と
い
ふ
御

名
代
部
を
作
つ
た
―
―
昔
、
文
献
、
御
子
代
、
御
名
代
部
を
混
用
し
て

ゐ
る
―
―
そ
の
場
合
に
刑
部
を
定
め
た
と
記
・
紀
共
に
書
い
て
ゐ
る
。

す
る
と
、
お
さ
か
べ
と
云
ふ
音
だ
け
は
、
大
中
ツ
姫
と
関
係
あ
る
事
が

わ
か
る
。（
大
春
日
皇
后
の
為
に
春
日
部
を
定
め
た
の
も
同
じ
）。
そ
れ

が
な
ぜ
刑
部
と
結
び
つ
い
た
か
不
明
。刑
に
お
さ
か
の
訓
は
な
い
の
だ
。

刑
部
は
後
も
の
ゝ
罪
を
た
ゞ
す
為
事
を
す
る
や
う
に
な
つ
た
と
考
へ
る

か
。
そ
れ
と
も
、
お
さ
か
べ
の
名
を
つ
け
ら
れ
た
部
落
は
、
も
と
か
ら

刑
部
の
為
事
を
し
て
ゐ
た
か
。
二
つ
の
推
測
が
行
は
れ
る
。
旧
辞
本
紀

―
―
江
戸
以
後
、
一
部
分
、
信
ぜ
ら
れ
る
―
―
に
よ
る
と
、
刑
部
は
そ

れ
よ
り
前
に
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
本
の
価
値
が
低
い
か
ら
信
ぜ
な

い
方
が
よ
い
。
わ
れ
〳
〵
は
、
刑
部
の
民
が
刑
部
の
為
事
に
携
は
り
始

め
た
と
い
ふ
推
測
の
方
が
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。

刑
部
と
い
ふ
の
は
、
刑
部
の
中
に
為
事
が
分
れ
て
来
る
。
そ
の
中
に
刑

部
の
靱
負
部
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
略
し
て
ゆ
げ
ひ
と
云
ふ
。
何
の
為

に
刑
部
か
ら
靱
負
部
が
分
れ
て
出
た
か
、
わ
か
ら
ぬ
が
、
刑
部
の
中
に

靱
負
の
特
徴
を
備
へ
て
ゐ
た
か
ら
だ
と
云
ふ
て
差
支
へ
が
な
い
と
思

ふ
。
か
く
考
へ
て
来
る
と
、
大
体
、
刑
部
の
中
に
罪
を
正
す
も
の
ゝ
含

ま
れ
て
来
る
理
由
が
わ
か
る
。
物
部
の
為
事
の
中
、
一
つ
の
刑
律
に
関

与
し
た
事
を
行
ふ
も
の
が
刑
部
の
中
に
出
て
来
た
の
で
、
忍
坂
部
を
刑

部
に
当
て
た
の
だ
。

忍
坂
大
中
姫
の
御
名
代
の
刑
部
が
も
と
武
□
か
ど
う
か
不
明
。
そ
の
中

に
物
部
の
為
事
に
似
た
事
を
し
た
。
そ
れ
で
、
忍
坂
部
よ
り
忍
坂
の
靱

負
部
が
出
る
。
靱
負
の
あ
る
の
は
物
部
と
似
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
忍
坂

部
が
刑
部
の
字
と
合
つ
て
来
る
の
が
わ
か
る
。

と
も
か
く
刑
部
の
職
業
団
体
が
刑
律
に
関
す
る
事
を
し
た
事
が
考
へ
ら

れ
る
。
刑
部
は
成
立
よ
り
し
て
御
子
代
部
で
、
そ
れ
が
刑
律
を
司
る
職

業
団
体
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
わ
れ
〳
〵
は
昔
か
ら
部
曲
に
対
し
て
、
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職
業
団
体
と
も
考
へ
る
が
、新
し
く
立
つ
部
曲
は
職
に
よ
つ
て
ゞ
な
く
、

単
な
る
人
民
の
集
団
を
個
人
の
所
有
権
の
下
に
お
く
の
が
新
し
い
意
味

の
部
曲
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

又
、
あ
る
種
の
職
業
団
体
の
部
落
を
あ
る
人
の
所
有
に
帰
せ
し
め
る
。

オ
サ
カ
ベ
は
忍
坂
大
中
つ
姫
の
名
だ
が
、
刑
部
の
部
落
の
為
事
は
、
刑

部
の
為
事
で
、
そ
う
い
ふ
為
事
の
村
を
大
中
姫
の
御
子
代
部
と
し
た
。

な
ほ
考
へ
る
と
、
理
由
が
と
け
や
う
。
わ
れ
〳
〵
の
時
代
に
は
そ
の
事

情
不
明
だ
が
、
と
も
か
く
そ
の
村
を
は
じ
め
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
村
の

最
初
の
村
主
が
、
そ
の
為
事
を
は
じ
め
、
そ
の
人
の
擁
護
に
よ
つ
て
そ

の
職
業
が
確
立
し
て
ゐ
た
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
に
語
り
ご
と
が
伝
つ

て
ゐ
る
と
す
る
と
、
そ
の
物
語
に
よ
つ
て
さ
う
い
ふ
事
が
説
明
せ
ら
れ

て
ゐ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
く
考
へ
て
来
る
と
、
事
実
が
さ
う
か
ど

う
か
、
わ
か
ら
ぬ
が
、
職
業
団
体
、
部
落
発
達
の
歴
史
に
つ
い
て
は
ま

だ
〳
〵
わ
か
ら
ぬ
事
が
多
い
。

こ
の
武
官
の
為
事
の
中
、
政
治
的
な
の
は
刑
部
で
、
普
通
の
物
部
は
門

を
守
る
事
で
あ
つ
た
。本
当
の
意
味
の
武
官
に
対
す
る
文
官
の
意
味
は
、

刑
律
の
役
人
と
云
ふ
事
。

た
と
へ
ば
平
安
朝
の
検
非
違
使
、
弾
正
台
等
が
出
来
る
も
と
を
考
へ
る

と
、
上
か
ら
で
な
く
、
下
か
ら
出
来
て
来
た
に
違
ひ
な
い
。
下
役
人
を

総
括
す
る
上
の
役
人
が
沢
山
出
て
来
る
。
さ
う
い
ふ
部
落
を
総
領
す
る

家
筋
が
出
て
来
る
。
部
落
自
身
の
中
か
ら
出
る
事
も
あ
り
、
外
か
ら
与

へ
る
事
も
あ
る
。
宮
廷
の
伝
へ
で
は
、
宮
廷
よ
り
与
へ
た
事
に
な
る
。

部
曲
又
は
部
落
が
世
の
文
化
に
遅
れ
た
職
を
持
つ
て
ゐ
る
時
に
こ
と
に

総
領
（
と
も
の
み
や
つ
こ
）
は
宮
廷
よ
り
与
へ
た
事
に
な
る
。
そ
れ
で

こ
の
、
部
曲
が
皆
銘
々
に
伝
来
の
由
縁
を
伝
へ
て
ゐ
た
。
そ
の
由
緒
に

は
は
じ
め
の
人
を
考
へ
る
。
こ
の
時
に
、
血
族
的
に
は
じ
め
か
ら
つ
い

て
ゐ
る
も
の
と
与
へ
ら
れ
た
も
の
―
―
御
子
代
、
御
名
代
を
考
へ
る
や

う
に
な
つ
て
来
る
。
下
か
ら
出
来
て
来
て
、
治
め
る
為
の
も
の
を
後
に

作
つ
て
来
る
。
部
落
の
総
領
が
出
来
る
の
と
、
同
じ
く
た
と
へ
ば
刑
律

の
事
を
す
る
人
が
多
く
な
る
と
そ
の
抑
へ
を
す
る
人
が
入
る
。
そ
こ
に

職
の
頭
が
出
来
る
。
そ
れ
が
官
吏
化
し
て
来
る
と
、上
に
役
人
が
ゐ
て
、

下
に
は
役
人
で
な
い
も
の
が
出
来
て
来
る
。
近
代
ま
で
裁
判
の
関
係
者

の
下
の
も
の
は
何
で
も
な
い
人
で
、
文
化
の
発
達
に
遅
れ
た
も
の
で
、

恐
ろ
し
い
武
力
を
も
つ
て
ゐ
て
、
世
か
ら
卑
し
ま
れ
、
普
通
人
と
種
族

が
違
ふ
と
考
へ
た
人
ま
で
、
そ
の
下
に
ゐ
た
の
だ
。
下
役
人
と
い
ふ
も

の
は
す
べ
て
、
平
安
朝
の
習
慣
で
い
ふ
と
一
度
、
罪
人
に
な
つ
て
来
た

も
の
で
あ
る
。
俘
囚
、
又
は
罪
人
が
下
役
人
で
あ
つ
た
。
こ
の
人
々
が

お
上
の
役
人
故
に
恐
い
の
で
な
く
、
恐
ろ
し
い
力
を
も
つ
て
ゐ
る
か
ら

怖
れ
た
の
だ
。


