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こ
こ
数
年
の
間
、
思
想
史
・
文
化
史
研
究
の
課
題
と
方
法
が
問
題
に
さ
れ

て
き
た
・
個
別
分
散
化
し
た
研
究
ｌ
例
え
ば
す
ぐ
れ
た
一
個
人
を
超
歴
史

的
に
抽
出
し
、
そ
の
思
想
を
理
論
的
に
分
析
す
る
ｌ
と
い
っ
た
方
法
で
は
、

ひ
と
つ
の
時
代
精
神
へ
も
価
値
観
へ
も
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
１
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
を
私
も
感
じ
て
き
た
。
貴
族
の
、
武
家

の
、
町
人
の
と
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
や
文
化
は
、
具
体
的
に
名
を
挙
げ

る
こ
と
の
で
き
る
個
人
や
そ
の
思
想
と
は
容
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
時
代
的
な
推
移
や
あ
る
い
は
同
時
代
的
な
関
連
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ

な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
思
想
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
言
語
と
く
に
抽
象
言
語
の
語
義
の
変
遷
を
と
り
あ

げ
ら
れ
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
学
の
範
嶢
を
逸
脱
す
る
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
危
供
は
あ
る
。
が
し
か
し
、
元
来
言
語
と
そ
の
歴
史
的
主

体
で
あ
る
社
会
と
は
切
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い

る
。
こ
の
言
語
と
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
の
問
題
の
ひ
と
つ
に
、
あ

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
ふ
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

は
じ
め
に

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
み
る
思
想
史
的
意
義

１
、
受
容
と
語
義

わ
が
国
に
お
け
る
「
自
由
」
の
初
見
は
『
日
本
書
紀
』
綏
靖
天
皇
即
位
前

紀
で
、
綏
靖
天
皇
の
庶
兄
手
研
耳
命
が
仁
義
に
そ
む
い
て
父
天
皇
の
服
喪
中

に
威
福
を
己
の
も
の
に
し
た
こ
と
を
「
自
由
」
と
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

じ
く
清
寧
天
皇
即
位
前
紀
廿
三
年
八
月
の
条
に
あ
る
も
の
も
ま
た
、
星
川
皇

子
が
母
吉
備
雅
媛
の
意
に
随
い
、
皇
太
子
白
髪
皇
子
を
さ
し
お
い
て
、
権
勢

を
自
己
の
も
の
に
し
官
物
を
費
消
し
た
こ
と
を
「
自
由
」
と
評
し
て
い
る
。

『
後
漢
書
』
巻
十
下
閻
皇
后
紀
に
、
皇
后
兄
弟
の
行
為
を
指
し
て
「
威
福
自

由
」
と
し
て
お
り
、
「
威
福
自
由
」
は
天
子
の
例
つ
く
き
威
力
と
幸
福
と
を

臣
下
が
、
由
に
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
い
う
。
前
記
の
『
日
本
書
紀
』

る
社
会
の
歴
史
的
変
遷
と
そ
の
言
語
の
変
遷
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が

見
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
関
係
が
何
を
示
す
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
も
そ

も
語
義
が
移
り
変
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
こ
で
は
、

「
自
由
」
と
い
う
言
語
を
中
世
を
中
心
に
捉
え
て
ゑ
た
い
と
思
う
。

語
義
の
時
代
的
推
移 村
岡
美
恵
子

七
九
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の
二
例
は
後
漢
書
の
文
に
よ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
程
類
似
し
て
お
り
、
従

っ
て
ま
た
著
者
な
い
し
評
者
の
政
治
的
思
想
的
立
場
は
、
現
王
朝
と
密
接
な

か
か
わ
り
を
も
ち
、
そ
れ
を
正
統
と
し
て
擁
謎
す
る
点
で
同
一
で
あ
る
。
こ

（
３
）

の
用
法
は
、
『
日
本
後
紀
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
自
由
」
は
、

公
Ⅱ
天
皇
ま
た
は
皇
太
子
に
屈
す
る
と
認
め
ら
れ
る
権
威
お
よ
び
財
物
Ⅱ
威

福
を
、
そ
れ
以
外
の
あ
る
個
人
が
私
に
す
る
行
為
を
、
前
者
に
属
す
る
側
か

ら
否
定
的
に
評
す
る
言
語
と
し
て
存
在
す
る
。
つ
ま
り
社
会
的
契
機
と
の
関

連
に
お
い
て
行
動
の
自
由
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を
制
限
す
る
社
会
的
意
志

は
、
皇
室
を
絶
対
的
権
力
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
一
部
知
識
層

に
お
け
る
倫
理
的
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
三
代
実
録
』
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
え
る
。

（
太
政
大
臣
）

（
４
）

仙
宣
一
一
口
勅
一
日
、
此
職
太
上
天
皇
之
所
一
一
拝
授
一
、
豈
是
朕
之
可
二
自
由
一
乎
。

②
太
政
官
下
一
一
符
播
磨
国
一
個
。
元
夷
俘
之
性
野
心
無
し
悔
放
縦
如
レ
此
、
性

（
５
）

来
任
し
意
出
入
自
由
、
是
則
国
司
防
禁
疎
略
無
し
心
一
一
存
佃
一
之
所
し
致
也
。

（
６
）

③
追
二
補
罪
人
一
拷
掠
達
し
法
放
免
自
由
。

紀
お
よ
び
後
紀
の
用
例
で
の
社
会
的
自
由
の
唯
一
の
所
有
者
で
あ
る
天

皇
の
行
為
に
お
け
る
資
格
は
、
公
私
の
区
別
に
明
白
な
記
載
は
見
ら
れ
ず
、

国
家
Ⅱ
天
皇
と
ふ
な
し
て
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ｕ
の
用
例
に
は
、

仮
に
退
位
し
た
天
皇
が
な
お
国
政
に
口
を
は
さ
む
と
い
う
正
常
で
な
い
形
態

へ
の
皮
肉
に
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
通
用
す
る
と
こ
ろ
に
、
国
政
に
関

し
て
た
と
え
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
意
志
で
自
由
に
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
規
範
な
い
し
思
想
の
生
じ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
図
・
側
は
明

ら
か
に
違
法
の
行
為
を
指
し
て
「
自
由
」
と
評
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ

ら
の
「
自
由
」
の
用
法
お
よ
び
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
る
個
人
の
社
会
的

法
政
史
学
第
二
十
五
号

行
為
を
否
定
し
て
い
る
点
で
紀
・
後
紀
と
同
様
で
あ
る
が
、
次
の
点
で
異
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
・
後
紀
の
「
自
由
」
は
、
実
在
す
る
特
定
の
行
為

を
媒
介
と
し
て
、
こ
れ
を
是
と
す
る
志
向
を
も
つ
行
為
者
の
立
場
と
、
反
対

に
非
と
す
る
評
者
な
い
し
は
為
政
者
の
立
場
の
二
者
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の

社
会
的
自
由
の
行
動
を
制
約
す
る
社
会
的
意
志
は
、
後
者
に
お
い
て
倫
理
的

な
立
場
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
た
め
主
観
的
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
三
代
実

録
』
に
あ
ら
わ
れ
る
「
自
由
」
の
是
非
に
は
、
社
会
的
意
志
に
客
観
的
様
相

を
そ
な
え
た
存
在
す
な
わ
ち
法
が
加
わ
っ
て
く
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

『
令
義
解
』
戸
令
七
出
之
状
に

元
弁
し
妻
、
先
由
二
祖
父
々
母
々
一
．
悲
無
一
机
父
々
母
々
一
、
夫
得
二
目
山
一
。

訓
、
自
由
猶
し

云
一
一
自
専
一
也
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
『
令
義
解
』
を
施
行
し
た
承
和
の
頃
に
あ
っ
て
は
、
「
自

由
」
は
ま
だ
語
義
に
註
を
必
要
と
す
る
程
度
に
外
来
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
、
同
時
に
ま
た
こ
こ
に
至
っ
て
、
少
な
く
と
も
法
律
用
語
と
し
て
の
そ
の

語
義
の
明
確
化
と
一
般
化
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
法
の
許
容
す
る
範
囲

の
自
由
の
存
在
は
、
逆
に
社
会
的
自
由
を
法
に
よ
っ
て
制
約
す
る
と
い
う
思

想
の
発
達
の
裏
づ
け
と
も
な
る
。
『
三
代
実
録
』
の
用
例
が
そ
の
あ
ら
わ
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
用
例
で
見
て
き
た
社
会
的
意
志
を
制
約
と
し
て
も
つ
行
動
の
自
由

は
社
会
的
契
機
と
の
関
連
の
上
で
捉
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
言
語
「
自

由
」
に
具
体
的
に
附
与
さ
れ
る
意
味
は
個
人
の
あ
る
状
態
・
行
為
に
対
し
て

マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
自
由
」
の
よ
り
原
初
的
な
概
念
、
す
な
わ
ち
、
個
人
の
あ

る
状
態
・
行
為
の
客
観
的
規
定
を
示
す
言
語
と
し
て
の
用
例
は
、
漢
詩
の
体

八
○
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（
７
）

裁
を
と
る
‘
も
の
に
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
の
国
語
で
表
現
し
た
文
章

に
管
見
で
は
あ
る
が
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
だ
文
字
上
の
知
識
と
し
て
学
ば
れ
た
の
承

で
、
日
本
語
化
も
、
思
惟
に
‐
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
「
自
由
」
は
、
観
念
の
上
で
社
会
的
契
機
の
干
渉
を
排
除
し

た
と
こ
ろ
で
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
人
間
個
人
の
身
体
的
構
造
と
の
関
連
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
由
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
権
と
し
て
人
間
に
あ

た
え
ら
れ
た
自
由
と
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
言
語
「
自
由
」
の
初
見
か
ら
平
安
末
期
に
到
る
そ
の
用
例
に
つ
い
て

簡
単
に
述
べ
た
。
こ
れ
ら
を
語
義
の
上
か
ら
分
類
し
て
ふ
る
と
、
第
一
に
個

人
の
あ
る
状
態
・
行
動
の
客
観
的
規
定
を
示
し
、
社
会
的
契
機
と
関
連
な
し

に
捉
え
ら
れ
、
「
自
在
」
と
同
義
と
鍬
な
し
て
い
い
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
を
Ａ
型
と
し
て
お
く
。
こ
れ
に
対
し
、
政
治
・
道
徳
思
想
に
関
す
る
も

の
に
見
ら
れ
、
あ
る
状
態
・
行
為
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
示
し
、
社
会

的
契
機
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
意
志
に
倫
理
的
立
場

を
も
つ
「
自
由
」
。
意
味
は
「
自
専
」
「
恐
」
に
あ
た
る
も
の
で
Ｂ
型
と
す

る
。
さ
ら
に
Ｂ
型
自
由
の
時
代
的
経
過
に
あ
る
も
の
で
、
社
会
的
意
志
に
慣

習
ま
た
は
法
が
加
わ
る
。
そ
の
意
味
で
Ｂ
型
と
区
別
し
て
Ｂ
Ｉ
型
と
す
る
。

時
期
と
し
て
は
承
和
以
後
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
言
語
「
自
由
」
の

受
容
は
、
い
ず
れ
の
系
統
に
あ
っ
て
も
麓
應
請
の
知
識
か
ら
の
言
語
で
あ
り
、

従
っ
て
使
用
層
は
一
部
知
識
階
級
で
あ
る
貴
族
官
僚
で
あ
っ
て
、
日
本
語
と

し
て
の
定
着
は
次
の
時
代
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
み
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

２
、
語
の
定
着
と
語
義

先
に
Ａ
型
と
し
た
「
自
由
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
主
と
し
て
法
語
。

仏
教
説
話
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
。
『
沙
石
集
』
に

楽
天
ノ
云
ク
「
富
貴
一
一
シ
テ
モ
亦
有
レ
苫
、
苦
く
在
二
心
ノ
危
愛
一
一
一
、
貧

賎
二
亦
有
レ
楽
、
々
〈
在
一
一
身
ノ
自
由
一
一
一
」
ト
云
へ
り
、
実
二
心
ク
ル
シ

ク
ア
ャ
ウ
ク
ハ
、
何
ノ
タ
ノ
シ
ミ
モ
由
ナ
シ
。
林
下
ノ
貧
道
ノ
月
ニ
ゥ
ソ

ブ
キ
、
法
味
ヲ
ア
ジ
ワ
ヰ
テ
一
生
ヲ
ワ
タ
リ
、
解
脱
ヲ
期
シ
、
世
上
ヲ
幻

幼
ノ
加
ク
思
上
、
身
心
ヲ
夢
ノ
加
ク
ト
知
リ
ヌ
レ
ベ
当
時
モ
身
ヤ
ス
ク
、

（
８
）

後
生
モ
タ
ノ
シ
ミ
ァ
リ
ヌ
。

と
あ
っ
て
、
現
世
を
仮
の
姿
と
心
得
れ
ば
、
情
愛
・
生
死
・
富
貴
栄
達
へ
の

執
心
も
断
た
れ
、
故
に
か
え
っ
て
そ
れ
ら
が
自
由
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ

（
９
）

れ
と
鱸
同
様
の
内
容
を
も
つ
用
例
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
お
よ
び
『
正

は同一といっても過言ではない。（ｕ）
法
眼
蔵
』
に
み
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
『
臨
済
録
』

に
あ
る
。
宗
派
・
時
代
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
教
義
の
展
開
・
言
語
の
用
法

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
「
自
由
」
は
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
個
人
の
富
貴
や

情
愛
に
お
け
る
不
自
由
を
、
外
部
と
の
い
っ
さ
い
の
交
渉
を
遮
断
し
心
の
内

部
へ
と
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
意
志
は
何
物
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

な
く
自
律
す
る
と
考
え
る
い
わ
ゆ
る
自
己
閉
鎖
の
断
行
に
よ
っ
て
自
由
を
得

る
こ
と
を
個
人
へ
還
元
し
て
い
く
も
の
で
、
Ａ
型
の
「
自
由
」
か
ら
出
て
い

な
い
。
従
っ
て
語
義
上
の
変
遷
は
ま
っ
た
く
ふ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
留
意
し

た
い
の
は
、
修
行
僧
を
対
象
に
し
た
『
臨
済
録
』
の
教
理
が
『
選
択
本
願
念

仏
集
』
や
『
正
法
眼
蔵
』
を
通
し
『
沙
石
集
』
に
及
ん
で
い
る
こ
と
で
鎌

八
一
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倉
仏
教
の
布
教
対
象
の
拡
大
と
並
行
し
て
言
語
の
使
用
層
に
拡
大
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
Ｂ
型
「
自
由
」
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

中
世
に
お
け
る
「
自
由
」
の
用
例
は
多
く
こ
の
分
類
の
う
ち
に
入
り
、

『
吾
妻
鏡
』
を
は
じ
め
式
目
・
下
文
・
下
知
状
な
ど
武
家
文
書
に
頻
り
に
ふ

ら
れ
る
。
例
え
ば
『
吾
妻
鏡
』
に
は
全
巻
を
通
じ
て
三
○
例
近
く
を
ふ
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
自
由
」
は
、
行
為
者
と
そ
の
行
為
を
非
と
し

て
規
制
す
る
も
の
と
の
両
者
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
も
、
「
挿
二
自
専
之

（
皿
）

慮
一
、
不
し
守
二
御
旨
一
任
二
雅
意
一
致
一
一
自
由
張
行
一
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に

つ
ぎ
、
あ
る
行
為
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
示
す
「
自
由
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
行
為
を
制
約
す
る
社
会
的
意
志
に
法
と
い
う
客
観
的
様
相
を
示
す

基
準
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
Ｂ
型
「
自
由
」
の
う
ち
で
の
変
遷
過
程
と
し

て
あ
え
て
Ｂ
Ｉ
型
と
し
た
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の

用
例
の
具
体
的
表
現
は
、
院
宜
・
下
文
（
皇
憲
・
御
旨
）
な
ど
と
し
て
現
わ

れ
て
お
り
、
法
と
糸
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
に
い
う
法
は
、

法
関
係
当
事
者
の
い
ず
れ
も
が
服
す
る
と
こ
ろ
の
客
観
的
規
則
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
客
観
的
様
相
を
示
す
と
こ
ろ
の
為
政
者
側
の
窓
意
に
よ
る
法
で

あ
り
、
縦
｛
て
「
地
頭
代
官
以
二
新
儀
非
法
一
為
し
業
之
間
（
略
）
早
停
二
止
自

由
之
狼
籍
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
法
は
す
な
わ
ち
幕
府
の
意
志
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
御
家
人
個
々
の
私
の
新
儀
は
非
法
で
あ
り
自
由
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
と
用
法
は
、
法
と
し
て
幕
府
そ
の
も
の
の
立
場
を

示
す
『
御
成
敗
式
目
』
や
そ
の
追
加
法
で
は
、
と
く
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
室
町
幕
府
法
及
び
そ
の
後
の
各
家
法
へ
と
継
承
さ
れ
る
。

『
建
武
式
目
』
の
追
加
法
に
み
え
る

法
政
史
学
第
二
十
五
号

自
由
之
望
自
由
昇
進
自
由
非
法
自
由
之
競
望
自
由
之
押
領
目

自
由
新
儀
自
由
濫
吹
自
由
之
企
由
之
新
関
自
由
之
中
分
自
由

自
由
之
所
行
自
由
之
陳
状
自
由
輩
自
由
之
昇
進
自
由
之
進
退

沙
汰
自
由
対
桿
自
由
合
戦
向
自
由
宮
仕
自
由
之
族
自
由
狼

（
略
）

由
帰
国
自
由
狼
籍
自
由
之
募

籍

自
由
請
文
自
由
之
退
出
自
由
之

故
障
自
由
拝
聞
）

用
例
②
名
詞
で
、
動
詞
に
続
く

（
咽
）

｜畑山帥眺嘩舳行棚由に立帰り
任
二
自
由

（
Ⅳ
）

用
例
側
形
容
動
詞

（
旧
）

（
四
）

｜
自
由
（
之
）
至
也

自
由
也

と
な
っ
て
、
文
法
上
に
多
少
の
相
違
が
ふ
ら
れ
る
外
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
令
に
あ
っ
て
「
自
由
」
は
慣
用
句
と
し
て
定
着
し

右
、
云
二
右
大
将
家
御
時
一
、
云
二
貞
永
式
目
一
、
一
向
被
二
停
止
一
詑
、
而
近

年
背
二
禁
制
一
、
致
二
自
由
競
望
一
欧

は
、
こ
の
「
諸
国
守
護
井
御
家
人
等
、
望
二
補
吏
務
職
一
、
知
一
一
行
本
所
領
一
事
」

と
い
う
法
の
内
容
が
鎌
倉
幕
府
法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と

同
時
に
、
「
自
由
」
の
言
語
の
用
法
と
そ
の
意
味
も
同
一
と
い
っ
て
差
支
え

な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
用
例
と
室
町
以

後
戦
国
家
法
ま
で
の
そ
れ
を
比
較
し
て
ゑ
る
と
、

用
例
Ⅲ
名
詞
で
、
意
志
ま
た
は
行
為
を
示
す
名
詞
に
続
く

鎌
倉

室
町

八
一
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て
い
る
と
ゑ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

以
上
法
令
に
の
ゑ
限
っ
て
も
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
そ
の
例
を
頻
繁
に
み

る
こ
と
が
で
き
、
Ｂ
Ｉ
型
と
し
て
の
語
義
の
定
着
と
使
用
層
の
拡
大
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
が
一
般
的
に
顕
著
に
ふ
ら
れ
る
の
は
い
つ

頃
か
ら
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
言
語
を
云
交
す
る
の
に

そ
の
頻
度
か
ら
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
不
可
能
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
い

か
に
多
く
の
史
料
文
献
に
あ
た
っ
て
用
例
の
抽
出
を
試
ふ
た
と
し
て
も
、
言

語
が
本
来
は
音
声
言
語
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
、
文
字
言
語
の
ゑ
を
対
象
と

す
る
こ
の
方
法
を
絶
対
と
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

の
認
識
の
上
に
立
っ
て
な
お
、
あ
る
程
度
の
傾
向
の
見
出
せ
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
編
纂
物
に
限
っ
て
ゑ
て
も
、
中
世
以
前
に
あ
っ
て
は
『
日
本
書
紀
』

（
別
）

を
は
じ
め
六
国
史
全
巻
を
通
じ
て
八
例
を
ふ
る
の
承
で
あ
る
が
、
前
に
も
触

れ
た
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』
全
巻
で
は
三
○
例
近
く
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
、
絶

対
的
数
値
で
は
な
く
と
も
そ
の
頻
度
に
あ
る
程
度
の
推
測
は
つ
く
。
お
お
ま

か
で
は
あ
る
が
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
こ
の
言
語
の
使
用
度
の
急
激
な
増
加

が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え

ず
『
平
安
遺
文
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
を
例
に
と
っ
て
ゑ
た
い
。

『
平
安
遺
文
』
古
文
書
編
に
は
、
天
応
元
（
七
八
一
）
年
か
ら
元
暦
二
（
一

一
八
三
）
年
に
至
る
約
四
百
年
間
に
わ
た
る
五
三
○
○
余
通
の
文
書
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
自
由
」
の
用
例
の
承
ら
れ
る
も
の
は
僅
か
八
通

に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
初
見
は
永
承
元
（
一
○
四
六
）
年
で
、
次
い
で
約
半
世

紀
後
の
永
徳
三
（
一
○
九
九
）
年
に
ふ
え
る
の
で
あ
る
が
、
残
る
六
例
は
治

承
一
一
（
一
一
七
八
）
年
か
ら
元
暦
二
（
一
一
八
五
）
年
に
至
る
そ
の
間
に
集

中
し
て
い
る
。
つ
ま
り
少
な
く
と
も
公
用
文
書
す
な
わ
ち
文
字
言
語
に
お
い

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
み
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

て
、
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
型
の
語
義
を
も
つ
「
白
山
」
が
よ
り
一
般
化
し
た
と
い
え

る
段
階
が
、
十
二
世
紀
後
半
に
あ
る
と
ゑ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
中
世
の
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
「
自
由
」
を
検
討
し
て
ふ
た
い
。
ま
ず

南
北
朝
ま
で
に
限
る
と
、
「
自
由
」
の
用
例
の
ふ
ら
れ
る
文
献
は
公
家
の
日

記
を
中
心
に
漢
文
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
と
い
え
る
。
従

っ
て
『
吾
妻
鏡
』
や
各
武
家
法
が
、
そ
の
直
接
の
筆
者
の
出
自
は
と
も
あ
れ

言
語
「
自
由
」
の
概
念
に
武
家
の
思
想
を
示
す
の
と
同
様
に
、
日
記
は
鎌
倉

時
代
に
お
け
る
公
家
の
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
三
長
記
』
に

（
賀
茂
）

今
日
行
幸
、
予
外
無
し
御
・
一
後
殿
上
人
一
、
可
レ
謂
一
一
末
代
一
、
八
幡
之
時
家
綱

一
人
供
奉
、
内
蔵
頭
経
仲
朝
臣
前
兵
衛
佐
顕
兼
朝
臣
領
状
之
輩
也
。
進
二

請
文
一
不
二
供
奉
一
、
雌
し
申
二
事
由
一
無
二
分
明
之
仰
一
、
堀
川
院
御
時
追
離
申
二

故
障
一
之
公
卿
、
元
日
出
仕
不
し
被
し
立
二
小
朝
拝
一
被
二
追
入
一
、
進
二
請
文
一

不
参
之
輩
無
二
其
沙
汰
一
、
末
代
公
事
奉
行
如
二
鵡
毛
一
専
無
レ
由
鰍
、
諸
人

（
皿
）

以
一
一
自
由
一
先
為
、
何
為
々
々
、

一噸鮭繩鰄騨軒蕊繊鰄行之一、亥剋許出御
参
二
殿
下
一
、
以
二
佐
清
一
申
条
々
、
祈
年
穀
奉
幣
四
位
使
猶
辞
退
、
猶
可
し

週
一
一
御
教
書
一
之
由
、
被
一
一
仰
下
一
、
或
三
四
度
或
五
六
度
催
し
之
、
人
を
自

由
末
代
之
極
岨
）

と
あ
る
。
武
家
の
世
へ
の
移
り
変
り
の
中
で
貴
族
の
精
神
的
動
揺
の
現
実

面
で
の
現
わ
れ
で
あ
る
朝
儀
典
礼
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
人
々
の
態
度
を
指

し
て
、
長
兼
は
「
自
由
」
と
評
し
て
い
る
。
公
事
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
れ
ぱ
、
そ

の
奉
行
に
あ
た
る
こ
と
の
栄
誉
も
ま
た
鴻
毛
ほ
ど
の
重
ふ
し
な
い
。
名
ば
か

八
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り
の
栄
誉
が
負
担
を
増
す
現
実
に
、
朝
廷
や
摂
関
家
の
衰
微
を
如
実
に
か
ぎ

と
っ
た
下
級
貴
族
や
国
司
ら
は
、
己
の
こ
と
を
専
ら
に
し
保
身
を
第
一
と
す

る
。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
公
事
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
朝
儀
典
礼
に
異

例
の
次
第
が
混
じ
る
の
も
、
権
威
の
所
在
の
移
り
変
り
と
同
時
に
身
分
階
層

を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
転
換
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

予
依
レ
召
参
二
御
前
一
、
所
望
之
輩
子
細
条
々
被
一
一
尋
仰
一
、
各
申
一
一
子
細
一
了
、

予
申
清
華
人
之
子
息
直
叙
候
鰍
、
几
卑
之
輩
不
し
可
レ
然
候
、
（
略
）
自
由

（
型
）

募
申
、
専
不
当
事
候
蝿

長
兼
に
と
っ
て
の
身
分
秩
序
は
、
自
己
の
全
存
在
が
か
か
る
が
故
に
絶
対
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
清
華
人
の
子
息
な
ら
ば
と
も
か
く
も
、
几
卑
の

輩
風
情
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
倫
理
観
は
、
社
会
的
身
分
秩

序
の
常
に
変
ら
ぬ
こ
と
を
志
向
す
る
意
識
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

で
も
な
お
、
秩
序
の
転
換
は
賀
族
階
層
の
内
部
か
ら
も
生
じ
る
。

『
明
月
記
』
に

（
宗
隆
）

与
二
彼
卿
妻
一
議
定
辞
一
紬
一
一
一
一
ロ
ー
以
二
男
宗
房
一
可
し
任
し
弁
一
由
馳
走
、
偏
自
由

所
望
嗽
、
得
一
一
時
賢
者
一
以
一
一
任
意
一
為
し
先
、
（
略
）
古
来
為
卿
相
之
人
其
家

不
レ
可
し
絶
、
件
男
年
十
七
云
々
、
光
頼
十
八
任
し
弁
、
（
略
）
依
一
一
人
病
一

被
鯵
行
二
除
貝
之
条
如
何
、
今
秘
計
只
伺
二
末
代
一
之
鰭

被
レ
置
一
一
殿
上
一
所
之
外
六
位
手
長
非
常
之
事
、
親
王
大
臣
家
以
下
以
二
諸
大

夫
五
位
一
為
一
一
手
長
流
例
一
也
、
而
以
一
一
次
五
位
弁
上
官
五
位
一
為
一
一
公
卿
手
長
一

事
頗
新
儀
、
無
し
所
し
拠
欺
（
略
）
、
案
し
之
、
頗
自
由
鳴
呼
事
嚇
〉

往年出仕時ｊ痙地次一者更不二見及一事也、逐一一時代一而自由之所行、
又
察
二
向
後
一
者
欺

な
ど
と
ふ
え
る
用
例
は
、
除
目
や
任
官
・
出
仕
な
ど
の
序
位
が
往
年
の
例
を

法
政
史
学
第
二
十
五
号

乱
し
て
自
由
の
仕
儀
の
頻
り
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
以
上
の
用
例
に
よ
ら
れ
る
も
の
を
含
め
て
、
鎌
倉
時
代
の
公
家
の
日

記
に
使
用
さ
れ
る
「
自
由
」
の
、
そ
れ
を
規
制
す
る
社
会
的
意
志
は
、
は
じ

め
に
Ｂ
型
と
規
定
し
た
主
観
的
強
制
的
な
倫
理
的
立
場
を
と
る
も
の
と
は
異

っ
て
、
貴
族
社
会
内
に
お
け
る
慣
習
Ⅱ
前
例
を
基
準
と
す
る
倫
理
的
立
場
を

と
る
。
そ
の
意
味
で
は
Ｂ
型
よ
り
社
会
規
範
と
し
て
の
通
用
の
範
囲
は
広
く
、

貴
族
社
会
内
に
あ
っ
て
は
相
互
に
規
制
す
る
力
も
も
つ
。
し
か
し
一
般
に
慣

習
や
前
例
に
は
法
の
ご
と
き
客
観
性
は
な
く
、
ま
た
歴
史
や
階
級
を
超
越
し

た
絶
対
的
基
準
は
な
い
か
ら
、
外
観
は
主
観
的
様
相
を
帯
び
ざ
る
を
得
な

い
。
だ
か
ら
ま
た
こ
の
超
越
し
た
基
準
を
普
遍
的
基
準
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
立
場
に
お
か
れ
た
場
合
、
客
観
的
要
素
と
な
る
も
の
は
実
質
の
側
か

ら
で
な
く
形
式
の
側
か
ら
求
め
ら
れ
る
結
果
へ
到
達
す
る
わ
け
で
、

例
え
ば
『
園
太
暦
』
に

（
犯
）

抑
御
導
師
布
施
事
上
代
更
無
二
異
儀
一
候
乎
、
而
近
来
頗
致
二
自
由
一
也
、

今
夕
小
童
元
服
事
纏
頭
不
レ
得
一
一
寸
暇
一
之
間
如
レ
此
、
尤
自
由
也
、
不
し
可
し

（
羽
）

為
二
後
例
一
、

御
百
首
清
書
事
（
略
）
且
談
一
一
合
戸
部
一
之
処
、
難
し
為
―
―
何
様
一
自
筆
可
し
宜

（
鋤
）

之
由
計
し
之
也
、
但
案
二
先
例
一
（
略
）
及
二
数
輩
一
不
し
知
二
先
規
一

な
ど
あ
る
ご
と
く
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
前
例
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
た
め

に
、
包
括
す
る
範
囲
は
広
め
ら
れ
る
が
現
実
に
異
る
個
々
の
行
為
を
規
定
す

る
能
力
は
ま
す
ま
す
弱
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
最
も
普
遍
的
な
基
準

は
、
具
体
的
事
象
か
ら
は
最
も
遠
い
基
準
と
な
り
、
そ
の
結
果
個
々
の
事
象

に
つ
い
て
の
基
準
は
無
に
等
し
い
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
実
際
に

価
値
の
あ
る
基
準
は
、
そ
こ
に
組
入
ら
れ
た
社
会
の
特
定
の
階
層
と
歴
史
段

八
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階
で
、
現
実
に
そ
の
社
会
が
要
求
す
る
基
準
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

さ
ら
に
ま
た
倫
理
的
基
準
の
形
骸
化
は
「
自
由
」
の
語
の
性
格
を
、
行
為

者
の
外
側
か
ら
の
積
極
的
マ
イ
ナ
ス
評
価
か
ら

不
し
願
一
一
自
由
一
及
一
一
委
曲
一
候
、
為
し
恐
候
、

自
由
之
至
恐
揮
候
、

乍
二
自
由
一
為
一
一
祝
著
一
、
故
令
レ
献
一
一
懐
儒
一
候
、

連
々
自
由
之
申
状
為
し
恐
候
、
併
仰
一
一
御
免
一
候
、

（
皿
）

自
由
申
状
不
し
願
為
し
恐
令
レ
啓
侯
、

と
み
え
る
ご
と
く
、
書
状
の
慣
用
句
と
し
て
、
行
為
者
自
ら
の
下
す
消
極
的

マ
イ
ナ
ス
評
価
を
伴
う
語
義
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
文
学
に
見
ら
れ
る
用
例
に
、
法
や
形
式
の
よ
う
な
外
形
は
伴
な

わ
な
い
が
よ
り
広
く
客
観
性
の
求
め
ら
れ
る
道
徳
規
範
す
な
わ
ち
常
識
を
、

そ
の
社
会
的
意
志
と
し
て
判
断
の
基
準
に
置
く
と
承
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

が
生
じ
て
く
る
。
『
徒
然
草
』
第
六
十
段
に

こ
の
僧
都
（
略
）
寺
中
に
も
重
く
恩
は
れ
た
り
け
れ
ど
も
、
世
を
軽
く
思

ひ
た
る
曲
者
に
て
、
寓
目
由
に
し
て
、
大
方
人
に
従
ふ
と
い
ふ
こ
と
な
し

と
あ
る
。
こ
こ
で
「
自
由
」
と
評
さ
れ
る
行
動
と
は
、

出
仕
し
て
饗
膳
な
ど
に
つ
く
時
も
、
皆
人
の
前
据
ゑ
わ
た
す
を
待
た
ず
、

我
前
に
据
ゑ
ぬ
れ
ば
や
が
て
ひ
と
り
打
ち
食
ひ
て
、
帰
り
た
け
れ
ば
ひ
と

り
つ
い
立
ち
て
行
き
け
り
。
斎
非
時
も
人
に
等
し
く
定
め
て
食
は
ず
、
食

ひ
た
き
時
夜
中
に
も
晩
に
も
食
ひ
て
、
唾
た
け
れ
ば
昼
も
か
け
篭
り
て
、

い
か
な
る
大
事
あ
れ
ど
も
人
の
言
ふ
事
聞
入
れ
ず
、
目
覚
め
ぬ
れ
ば
幾
夜

も
寝
ね
ず
、
心
を
燈
ま
し
て
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
な
ど
、
尋
常
な
ら
ぬ
ざ
ま

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
承
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

な
れ
ど
も
、

と
す
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
、
日
常
の
墳
事
に
あ
っ
て
の
「
尋
常
な
」
る
さ

ま
へ
の
反
俗
的
言
動
で
あ
る
。
盛
親
僧
都
に
つ
い
て
の
こ
の
記
述
は
、
「
徳

の
い
た
れ
り
け
る
に
や
」
と
い
う
簡
潔
な
結
び
の
評
語
に
も
う
か
が
わ
れ
る

ご
と
く
、
常
識
性
へ
の
叛
逆
、
日
常
の
尋
常
な
る
判
断
と
感
覚
の
世
界
を
つ

（
鉋
）

き
破
っ
た
真
実
へ
の
、
兼
好
の
心
か
ら
の
共
鳴
を
も
つ
。
そ
の
限
り
で
は
こ

の
用
例
に
お
け
る
「
自
由
」
な
る
言
動
は
肯
定
さ
れ
も
す
る
。
し
か
し
日
常

の
生
活
に
あ
っ
て
世
間
一
般
の
常
識
を
外
れ
た
行
為
が
「
自
由
」
と
評
さ
れ

る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
同
じ
く
『
徒
然
草
』
第
百
八
十
七
段
に

蔦
の
道
の
人
、
た
と
ひ
不
堪
な
り
と
い
へ
ど
も
、
堪
能
の
非
家
の
人
に
な

ら
ぶ
時
、
必
ず
ま
さ
る
事
は
、
た
ゆ
ゑ
な
く
つ
上
し
ゑ
て
軽
々
し
く
せ
ぬ

と
、
ひ
と
え
に
自
由
な
る
と
の
等
し
か
ら
ぬ
な
り
。

芸
能
所
作
の
糸
に
あ
ら
ず
。
大
方
の
ふ
る
ま
ひ
心
づ
か
ひ
も
、
愚
か
に

し
て
つ
上
し
め
る
は
徳
の
本
な
り
。
巧
に
し
て
ほ
し
き
主
上
な
る
建
失

の
本
な
り
。

と
「
自
由
な
る
」
を
「
ほ
し
き
ま
上
な
る
」
と
対
句
に
作
ら
れ
る
の
も
そ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
自
由
」
が
も
は
や
特
殊
な
用
語
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
定
着
を
ゑ
、
従
っ
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
も
つ
型
の
範
囲
内
で
は
あ
る

が
語
義
も
拡
大
し
て
く
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
階
層
な
い
し
分
野
に
あ
っ

て
の
特
殊
性
を
失
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
Ａ
型
「
自
由
」
の
み
を

用
例
に
み
た
仏
教
法
語
や
説
話
集
に
Ｂ
型
「
自
由
」
の
ふ
え
る
の
は
そ
の
例

で
あ
ろ
う
。
『
愚
要
紗
』
に

彼
の
文
殊
教
は
般
若
の
智
慧
を
宗
と
せ
り
。
故
に
無
相
三
昧
の
一
行
を
木
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３
、
語
の
転
義
と
普
遍
化

戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
る
言
語
「
自
由
」
の
重
要

な
特
徴
に
転
義
が
あ
る
。
自
由
な
る
行
為
を
自
由
と
し
て
肯
定
す
る
用
語
、

す
な
わ
ち
「
自
由
」
は
あ
る
状
態
行
為
に
対
す
る
プ
ラ
ス
評
価
を
そ
な
え
た

言
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
そ
の
裏
づ
け
と
な
る
「
不

自
由
」
と
熟
す
る
言
語
形
態
の
成
立
が
あ
る
。

以
其
威
押
寄
一
罎
害
、
四
方
八
面
成
屯
、
彼
城
郭
良
将
相
存
久
所
保
也

依
之
人
数
之
翔
自
由
、

意
と
し
て
此
の
実
相
の
妙
理
に
至
ら
し
め
ん
と
す
る
に
方
便
に
有
相
の
名

字
を
ば
勧
る
也
・
然
る
を
彼
一
乗
実
相
の
外
に
他
力
真
実
の
妙
行
有
る
事

を
顕
し
て
専
称
名
字
と
は
説
く
ぞ
と
云
は
、
自
由
の
至
り
と
覚
え
た
り
如

何
。
答
。
（
略
）
故
に
彼
の
般
若
の
理
体
と
専
称
名
字
と
を
往
生
成
仏
の

両
実
両
益
に
判
し
て
、
倶
仁
弥
陀
一
仏
の
具
徳
と
会
通
す
．
是
れ
型
正

覚
の
本
意
、
諸
仏
証
誠
の
極
要
也
。
登
に
自
由
の
義
と
一
一
一
一
口
ふ
く
ぎ
や
。

と
あ
る
「
自
由
の
至
り
」
「
自
由
の
義
」
は
、
「
福
智
自
由
」
「
去
住
自
由
」

が
『
臨
済
録
』
を
は
じ
め
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
や
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
の

用
例
に
あ
っ
て
、
教
理
の
内
容
に
直
接
触
れ
多
く
は
「
自
在
」
と
置
換
え
ら

れ
る
言
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
教
理
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
正
統
な
る

解
釈
を
逸
脱
す
る
か
否
か
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
仏

教
教
理
本
来
の
用
法
で
は
な
い
。
さ
ら
に
用
法
が
Ｂ
型
「
自
由
」
そ
の
ま
上

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
評
価
の
基
準
で
あ
る
社
会
的
意
志
が
一
般
的
常
識
の
立

場
を
と
る
「
自
由
」
が
生
じ
た
後
の
、
身
分
階
層
・
使
用
分
野
を
超
え
た
語

義
Ｂ
・
Ｂ
Ｉ
。
Ｂ
Ⅱ
。
Ｂ
Ⅲ
型
の
普
遍
化
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
二
十
五
号

竹
田
五
郎
兵
衛
（
略
）
二
間
ハ
カ
リ
ノ
鳥
モ
ノ
棒
ヲ
サ
ン
、
正
面
二
居

申
。
式
部
少
輔
見
申
サ
レ
五
郎
兵
衛
サ
シ
モ
ノ
サ
シ
侯
テ
自
由
ナ
リ
侯
ハ

ン
カ
ト
申
サ
レ
侯
へ
パ
、
其
ヲ
キ
ソ
ノ
マ
、
立
上
り
、
塀
ノ
上
木
二
手
ヲ

カ
ケ
飛
上
リ
飛
下
リ
ニ
度
仕
（
略
）
五
郎
兵
衛
申
侯
〈
、
自
由
不
し
成
物

ラ
サ
シ
申
ヘ
キ
ャ
ト
テ
荒
事
露

微
多
新
景
村
其
辺
六
ヶ
所
舟
橋
ヲ
渡
シ
（
略
）
往
還
自
由
ヲ
得
タ
リ
ト
申

ス
。
（
略
）
勇
者
一
二
一
シ
有
。
其
身
飽
念
テ
勇
有
テ
、
少
キ
事
二
心
ヲ
不
し

移
不
断
軍
法
二
心
ヲ
掛
テ
、
法
度
ヲ
正
シ
、
百
万
ノ
兵
ヲ
モ
自
由
二
回
者（邪
）

有
。
（
略
）
勇
者
ト
申
〈
、
韓
信
力
如
ク
百
万
ノ
勢
ヲ
そ
自
由
二
使
者
也
。

と
い
っ
た
も
の
、
ま
た
「
自
由
に
働
く
」
「
か
け
ひ
き
自
由
に
な
り
け
れ
ば
」

「
当
城
釜
山
海
〈
日
本
ノ
運
送
自
由
第
一
ノ
湊
ナ
レ
パ
」
な
ど
と
あ
る
も
の

か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
自
由
を
制
約
す
る
外
的
条
件
と
し
て
多
く
自
然

的
条
件
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
時
に
は
人
智
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ

る
こ
と
も
示
し
、
あ
る
行
為
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
す
な
わ
ち
「
自
由
」
と

表
現
し
て
い
る
。
次
に
「
不
自
由
」
と
い
う
言
語
の
出
現
で
あ
る
。

銭
ゑ
り
侯
て
よ
く
存
候
哉
。
万
事
是
儲
坏
自
由
に
て
候
。
永
楽
か
た
一
銭

を
つ
か
ふ
へ
き
よ
し
、
ふ
れ
を
可
レ
廻
候
、

越
州
雪
深
き
所
に
て
、
人
馬
と
も
に
冬
の
中
は
不
自
由
に
て
、
（
略
）
小

（
犯
）

田
原
は
伊
豆
国
近
し
て
万
事
雑
物
目
由
也
、

此
所
四
方
山
に
て
打
囲
み
、
し
か
も
左
右
足
入
に
て
、
進
退
不
自
由
な
れ

（
羽
）

ぱ
、

な
ど
ふ
ら
れ
る
。
通
常
、
言
語
形
態
に
あ
っ
て
否
定
語
の
出
現
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
対
応
す
る
言
語
の
語
義
に
限
界
を
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
肯
定
的

語
義
と
し
て
の
明
確
化
を
伴
う
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
不
自
由
」
と
い
う
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言
語
表
現
は
、
「
自
由
」
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
是
と
す
る
志
向
を
明
確
に

示
し
、
法
や
慣
習
・
常
識
を
逸
脱
す
る
悲
意
的
状
態
ま
た
は
行
為
と
し
て
、

マ
イ
ナ
ス
評
価
を
も
つ
為
政
者
な
い
し
は
強
者
の
立
場
に
立
つ
客
観
的
価
値

判
断
を
示
す
言
語
か
ら
、
そ
の
都
度
現
わ
れ
る
外
的
障
害
ｌ
と
く
に
初
期

に
は
多
分
に
自
然
的
な
ｌ
を
排
除
し
、
ま
た
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
意
味
を
も
つ
言
語
に
転
化
し
た
と
い

え
よ
う
。
『
日
本
永
代
蔵
』
に

此
ご
と
く
、
手
わ
け
を
し
て
、
天
鳶
兎
一
寸
四
方
。
殿
子
毛
箇
袋
に
な
る

程
。
緋
嬬
子
、
鑓
印
長
。
龍
門
の
袖
覆
輪
か
た
人
～
に
て
も
、
物
の
自
由

（
側
）

に
売
渡
し
ぬ
。

我
、
染
物
細
工
な
る
に
、
く
れ
な
ゐ
と
の
御
告
は
正
し
く
紅
染
の
事
な
る

べ
し
〃
職
れ
共
是
は
小
紅
屋
と
い
ふ
人
、
大
分
仕
込
し
て
、
世
の
自
由
を

足
し
ぬ
。

世
に
舟
あ
れ
ば
こ
そ
一
日
に
百
里
を
越
、
十
日
に
千
里
の
仲
を
は
し
り
、

（
蛇
）

寓
物
の
自
由
を
か
な
へ
り
。

（
卿
）

き
し
み
を
作
り
て
盛
売
に
、
五
分
・
三
分
に
て
も
自
由
調
へ
け
れ
ば
、

と
あ
る
。
天
鳶
兎
一
寸
四
方
や
さ
し
承
三
分
を
需
要
と
す
る
市
井
の
消
費
者

の
「
自
由
」
す
な
わ
ち
要
求
に
応
え
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
ま
た
「
不
自
由
」
は

盆
、
正
月
の
着
物
も
せ
ず
、
年
中
始
末
に
身
を
か
た
め
、
慰
に
は
観
世
紙

（
似
）

纏
を
し
て
、
明
暮
不
自
由
な
る
世
や
、

十
年
も
張
り
か
へ
ぬ
行
燈
の
、
う
そ
く
ら
き
こ
と
こ
そ
よ
け
れ
、
夜
半
杣

を
き
ら
し
て
、
女
房
の
髪
の
油
を
事
か
き
に
さ
す
な
ど
、
か
上
る
不
自
由

（
妬
）

な
る
事
を
、

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
み
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

と
あ
る
よ
う
に
、
経
済
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
程

の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
市
井
の
経
済
生
活
の
面
の
承
に

使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
前
に
引
用
し
た
軍
記
も
の
の
多
く
が
戦
乱
の
外
面
的

経
過
を
概
括
的
に
記
述
す
る
の
承
で
、
今
日
で
い
う
新
聞
の
記
事
と
ほ
ぼ
同（妬
）

性
質
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
文
学
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
資
格
は
な
い

と
い
う
こ
と
と
合
せ
て
考
え
る
と
、
法
令
や
詩
文
の
ご
と
く
特
殊
な
用
語
と

し
て
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
か
え
っ
て
言
語
「
自
由
」
と
そ
の
概
念

の
普
遍
化
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
狂
言
の
台
本
に
よ
っ
て
砿

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
脇
狂
言
「
佐
渡
狐
」
の
、
佐
渡
と
越
後
の
百
姓
が

年
貢
を
納
め
に
上
洛
す
る
途
上
道
づ
れ
と
な
っ
て
、
た
が
い
に
国
自
慢
を
す

る
く
だ
り
に

越
後
さ
て
佐
渡
は
、
離
れ
た
島
国
じ
ゃ
に
よ
っ
て
、
さ
だ
め
て
何
事
も
、

さ
ぞ
不
自
由
な
こ
と
で
あ
ろ
う
の
。
佐
渡
い
か
な
い
か
た
。
佐
渡
は
つ
っ

と
大
国
じ
ゃ
に
よ
っ
て
、
何
事
も
自
由
な
所
で
お
り
や
る
。

と
あ
り
、
「
業
平
餅
」
の
道
行
の
場
に
も

旅
と
申
す
も
の
は
、
と
か
く
御
不
自
由
な
も
の
で
ご
ざ
る
。

と
日
常
の
生
活
に
あ
っ
て
の
過
不
足
を
自
由
・
不
自
由
と
し
、
こ
の
場
合
の

白
山
を
規
制
す
る
も
の
は
権
威
で
も
権
力
で
も
な
い
。
ま
た

有
徳
人
何
、
壁
じ
ゃ
。
壁
さ
よ
う
で
ご
ざ
る
。
有
徳
人
さ
て
さ
て
ふ
び
ん

な
こ
と
じ
ゃ
。
（
略
）
こ
れ
は
よ
い
若
い
者
じ
ゃ
が
、
さ
ぞ
不
自
由
に
あ

（
⑪
）

ろ
う
な
あ
。
題
殊
の
外
不
自
由
で
ご
ざ
る
。

医
師
あ
の
雨
風
は
、
お
神
鳴
の
御
自
由
じ
ゃ
と
申
し
ま
す
る
が
、
さ
よ
う

（
灯
）

で
ご
ざ
る
か
。
神
鳴
な
か
な
か
、
承
ど
も
が
自
由
に
な
る
こ
と
じ
ゃ
。

と
し
て
、
身
体
や
自
然
現
象
を
思
い
の
ま
ま
に
で
き
る
こ
と
を
「
自
由
」
と

八
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し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
同
じ
く
狂
言
に

朝
比
奈
そ
れ
な
ら
ば
浄
土
へ
の
道
し
る
べ
を
せ
い
。

間
魔
こ
の
閻
魔
王
さ
え
自
由
自
在
に
す
る
朝
比
奈
じ
ゃ
屯
の
を
。
お
の
れ

が
行
き
た
か
ろ
う
方
へ
行
こ
う
主
で
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
「
自
由
自
在
」
と
熱
す
場
合
と
同
様
の
語
義
で
使
用
さ
れ
て

い
る
。
「
自
在
」
は
『
節
用
集
』
に
「
ワ
ガ
マ
、
」
と
あ
り
、
多
く
仏
教
法

語
に
見
ら
れ
、
「
自
由
」
の
語
義
と
の
関
連
に
あ
っ
て
は
、
Ａ
型
「
自
由
」

と
置
き
か
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
狂
言
の
言

葉
は
室
町
時
代
の
口
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
室
町
時
代
の
口

語
を
土
台
に
、
十
七
世
紀
半
ば
の
流
儀
の
確
立
と
と
も
に
詞
章
が
書
き
留
め

（
釦
）

ら
れ
、
舞
台
語
と
し
て
固
定
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
か
ら

江
戸
初
期
に
か
け
て
の
音
声
言
語
を
伝
え
て
い
る
と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ

て
狂
言
に
用
例
の
ゑ
ら
れ
る
こ
と
は
「
自
由
」
が
広
く
一
般
的
に
通
用
し
て

い
た
と
考
え
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。

以
上
か
ら
「
不
自
由
」
と
い
う
語
が
漢
詩
文
を
離
れ
、
文
章
が
国
語
で
書

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
成
立
す
る
言
語
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
自
由
」
と
い
う
言
語
と
意
味
が
、
あ
る
特
定
の
状
態
・
行
為
を
批
判
し
抑

圧
し
た
為
政
者
な
い
し
評
者
の
側
の
言
語
か
ら
、
そ
れ
ら
の
人
々
も
含
め
て

行
為
者
を
主
体
と
し
て
、
行
為
を
主
張
す
る
言
語
へ
と
転
化
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
な
る
と
、
『
令
義
解
』
に
お
け
る
「
若
無
一
一
祖
父
々
母
☆
一
、
夫
得
一
一

自
由
一
」
と
あ
る
「
自
由
」
は
、
夫
が
条
件
を
無
視
し
た
場
合
そ
れ
は
直
ち

に
否
定
さ
れ
る
自
由
で
あ
っ
て
、
「
不
自
由
」
に
対
応
す
る
「
自
由
」
を

「
不
二
自
由
一
」
と
す
る
意
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ

れ
ら
の
「
自
由
」
を
、
あ
る
状
態
・
行
為
に
対
す
る
プ
ラ
ス
評
価
を
も
つ
も

法
政
史
学
第
二
十
五
号

の
と
し
て
、
Ｃ
型
「
自
由
」
と
分
類
し
て
お
く
。

さ
て
、
以
上
ゑ
て
き
た
「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
を
簡
単
に
ま
と
め
て
承

よ
う
。
ま
ず
語
義
を
分
類
す
る
と
、

〔
Ａ
〕
あ
る
状
態
・
行
為
の
客
観
的
規
定
す
な
わ
ち
言
語
の
本
来
的
意
味
で
、

評
価
の
加
わ
ら
な
い
も
の
。

〔
Ｂ
〕
あ
る
状
態
・
行
為
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
も
ち
、
評
価
の
基
準

で
あ
る
社
会
的
意
志
は
倫
理
的
立
場
を
と
る
。

〔
Ｂ
Ｉ
〕
Ｂ
と
同
様
で
、
自
由
を
規
制
す
る
社
会
的
意
志
は
法
的
立
場
を
と

る
。

〔
Ｂ
Ⅱ
〕
Ｂ
と
同
様
で
、
倫
理
的
立
場
を
と
る
が
、
行
為
の
現
実
に
あ
っ
て

は
形
式
に
依
拠
す
る
。

〔
Ｂ
Ⅲ
〕
Ｂ
と
同
様
で
、
行
為
を
規
制
す
る
社
会
的
意
志
は
日
常
茶
飯
事
に

ま
で
至
る
社
会
的
一
般
常
識
の
立
場
を
と
る
。

〔
Ｃ
〕
あ
る
状
態
・
行
為
に
対
す
る
プ
ラ
ス
評
価
を
も
つ
も
の
で
、
そ
の
自

由
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
不
自
由
と
表
現
さ
れ
る
。

と
な
っ
て
、
大
き
く
は
Ａ
・
Ｂ
。
Ｃ
の
三
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
を
時
代
と
使
用
分
野
の
別
に
示
し
た
も
の
が
次
の
図
で
あ
る
。

時
代

分
野
別

八
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む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
あ
る
時
期
に
見
ら
れ
る
「
白
山
」

の
否
定
形
「
不
自
由
」
の
出
現
が
、
「
自
由
」
を
、
本
来
の
自
由
す
な
わ
ち

近
代
的
自
由
へ
と
意
味
を
転
換
さ
せ
た
と
こ
ろ
ま
で
触
れ
て
き
た
。
そ
し
て

そ
の
存
在
様
態
と
語
義
の
変
遷
は
、
『
節
用
集
』
や
『
下
学
集
』
あ
る
い
は

『
日
葡
辞
書
』
の
自
由
の
項
を
引
用
し
て
こ
と
足
り
る
も
の
で
も
、
ま
た
推

測
で
き
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
時
代
的
推
移
か

ら
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

節
一
に
、
Ｂ
型
か
ら
Ｃ
型
へ
の
語
義
の
転
換
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
自
由
」

と
い
う
言
語
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
由
思
想
に
つ
い

て
、
例
え
ば
そ
の
萌
芽
を
近
代
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
ふ
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な
自
由
論
議
の
主
な
関
心
で
あ
る
自
由

の
定
義
づ
け
を
す
る
つ
も
り
も
ま
た
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
は
、
歴
史

的
に
は
何
事
も
な
か
っ
た
に
等
し
か
ろ
う
。
し
か
し
自
由
が
論
義
さ
れ
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
生
活
の
中
で
実
現
さ
れ
た
自
由
を
問
題

に
す
べ
き
で
あ
り
、
と
な
る
と
、
近
代
的
自
由
す
な
わ
ち
私
た
ち
に
と
っ
て

は
直
ち
に
了
解
で
き
る
も
の
の
含
ま
れ
る
は
ず
の
、
人
間
の
自
由
と
は
、
外

的
な
障
碍
な
し
に
行
為
で
き
る
こ
と
だ
と
い
う
段
階
に
ま
で
戻
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
一
般
的
な
認
識
に
お
け
る
原
初
的
な
段
階
を
、
「
不
自
由
」
の

出
現
と
並
行
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
不
自
由
」
の
出

現
は
、
単
に
語
蕊
が
ひ
と
つ
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
裏

に
は
そ
れ
な
り
の
事
実
、
つ
ま
り
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
い
ず
れ
か
の

時
点
に
あ
っ
て
、
価
値
観
の
明
ら
か
な
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
う
か

「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
承
る
思
想
史
的
意
義
（
村
岡
）

が
わ
れ
は
し
な
い
か
。

周
知
の
ご
と
く
、
室
町
末
期
か
ら
戦
国
に
か
け
て
の
時
代
は
、
歴
史
上
極

め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
武
家
を
中
心
に
し
た
従
来
の
政
治
組
織

お
よ
び
社
会
構
造
の
崩
壊
と
、
貴
族
と
寺
院
を
中
心
に
し
た
伝
統
的
文
化
の

樵
威
の
失
墜
が
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
国
民
の
力
の
は
じ
め
て
発
揮
さ
れ
た

時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
伝
統
的
秩
序
の
転
換
期
に
、
個

人
と
社
会
の
意
識
の
転
換
も
ま
た
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
自
由
」
の
語
義
の

Ｂ
型
か
ら
Ｃ
型
へ
の
転
換
は
、
具
体
的
に
は
自
由
な
る
状
態
・
行
為
を
規
制

す
る
社
会
的
意
志
、
す
な
わ
ち
法
・
倫
理
・
慣
習
・
常
識
な
ど
に
お
け
る
既

存
の
伝
統
的
権
威
な
い
し
権
力
す
べ
て
の
否
定
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
抽
象
的
に
い
う
と
こ
ろ
の
こ
の
権
威
お
よ
び
権
力
は
、

一
般
社
会
に
あ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
い
か
に
否
定
さ

れ
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。

鮒
二
に
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
「
自
由
」
の
用
例
の
急
激
に
増
加
す
る
点

で
あ
る
。
「
不
自
由
」
が
熟
語
と
し
て
現
わ
れ
る
以
前
の
、
一
般
的
に
は
近

世
以
前
に
お
け
る
「
自
由
」
は
、
一
個
人
な
い
し
は
数
人
の
あ
る
特
定
の
意

志
な
い
し
行
為
が
、
他
の
一
方
の
意
志
に
よ
っ
て
「
自
由
」
で
あ
る
と
評
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
「
自
由
」
と
は
、
個
人
が
個
人

の
行
為
を
媒
介
と
し
て
他
者
と
の
間
に
規
制
的
な
関
係
を
構
成
す
る
相
対
的

二
元
的
意
志
の
出
現
様
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
の
う
ち
に
ふ
ら
れ
る
「
自

山
」
は
、
自
然
ま
た
は
道
徳
・
慣
習
・
法
と
い
っ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
権

威
な
い
し
為
政
者
を
含
む
社
会
な
ど
自
己
と
対
立
す
る
外
的
な
も
の
と
し
て

の
他
者
、
お
よ
び
自
己
内
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
他
者
と
し
て
の
自
己

に
あ
っ
て
、
常
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
他
者
の
側
か
ら
の
意

八
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識
現
象
お
よ
び
言
語
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
内
的
に
は
精
神
的
矛
盾
、

外
的
に
は
階
級
対
立
の
顕
著
な
場
合
に
よ
り
多
く
象
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
公
家
武
家
文
書
を
問
わ
ず
用
例
が
明
ら
か
に
増
大
す
る
の
は
、
既

存
の
権
威
や
秩
序
の
維
持
を
願
う
貴
族
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
一
方
で
武
家

を
中
心
に
し
た
新
し
い
権
威
と
秩
序
を
打
ち
た
て
ね
ば
な
ら
か
つ
た
幕
府
と
、

そ
れ
を
さ
ら
に
突
破
ろ
う
と
し
た
下
級
武
士
の
意
志
と
行
動
、
こ
の
三
者
の

葛
藤
の
現
わ
れ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

紙
数
を
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
以
上
の
点
に
関
し
て
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず

り
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
語
義
の
変
遷
の
糸
を
記
し
た
。
ご
教
示
頂
け
れ

ば
幸
い
に
思
う
。

Ｔ註
ミーノ

（
２
）

（
３
） 法
政
史
学
第
二
十
五
号

大
隅
和
雄
「
中
世
の
文
化
と
思
想
」
Ｓ
日
本
史
研
究
入
門
』
Ⅲ
）

・
嶋
田
鋭
二
「
中
世
宗
教
史
研
究
の
課
題
と
方
法
に
つ
い
て
」
ｓ
歴

史
学
研
究
』
三
六
八
）
、

な
お
、
言
語
「
自
由
」
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、

安
田
元
久
「
中
世
に
お
け
る
「
自
由
」
の
用
法
」
（
『
日
本
歴
史
』

一
九
○
号
）
、

村
尾
次
郎
「
日
本
人
の
思
惟
と
表
現
ｌ
Ⅷ
自
由
州
に
関
す
る
二

・
三
の
史
料
」
（
『
東
洋
文
化
』
復
刊
第
七
号
）
、

小
林
計
一
郎
「
近
世
文
書
の
用
語
と
現
代
語
」
ｓ
具
体
例
に
よ
る

歴
史
研
究
法
』
第
三
部
語
彙
ノ
ー
ト
）
、

神
原
甚
造
「
自
由
と
い
ふ
語
の
出
所
に
就
て
」
Ｓ
新
旧
時
代
』
大

正
十
五
年
五
月
号
）
な
ど
が
あ
る
。

『
尚
書
洪
範
』
に
「
臣
無
有
作
福
作
威
玉
食
」
と
あ
る

『
日
本
後
紀
』
平
城
天
皇
大
同
元
年
八
月
什
八
日
、
同
嵯
峨
天
皇

弘
仁
元
年
九
月
十
二
日
の
条

'■、／~、′￣、／■、

７６５４
ミーノ、.ノﾐｰﾉ、-ノ

'■、／■、〆へ〆、′へ「へ′■、′へ／へ／■、′~、′へ〆へ

2０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８
ミーノミーノ、_ノ、_ノ、_ノ、=ノミーノ、_ノミーノミーノ、ソ、-ノミーノ

『
日
本
一
一
一
代
実
録
』
陽
成
天
皇
元
慶
四
年
十
二
月
十
五
日
の
条

『
同
』
清
和
天
皇
貞
角
八
年
四
月
十
一
日
の
条

『
同
』
光
孝
天
皇
仁
和
元
年
十
二
月
什
三
日
の
条

『
都
氏
文
集
』
洗
レ
硯
賦
、
『
田
氏
家
集
』
巻
下
見
二
叩
頭
虫
一
目
述

寄
一
一
宗
先
生
一
、
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
四
法
性
寺
入
道
殿
下
・
巻
六
藤

原
敦
光
・
巻
七
釈
蓮
禅
・
巻
八
法
性
寺
入
道
殿
下
・
菅
原
在
良
・

巻
九
藤
原
周
光
・
巻
十
藤
原
基
俊

『
沙
石
集
』
巻
四
ノ
九
、
道
心
タ
ラ
ム
人
執
心
ノ
ゾ
ク
ペ
キ
事

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
第
九
章
第
ニ
ノ
四

『
正
法
眼
蔵
』
第
三
仏
性

『
臨
済
録
』
示
衆

『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
四
月
什
日

『
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
関
東
・
元
久
二
年
六
月
五
日

『
御
成
敗
式
目
』
鎌
倉
幕
府
の
『
追
加
法
』
『
宇
都
宮
家
式
条
』

室
町
幕
府
の
『
追
加
法
』
『
大
内
氏
碇
書
』
『
今
川
仮
名
目
録
』

『
御
成
敗
式
目
』
鎌
倉
幕
府
の
『
追
加
法
』
『
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』

『
大
内
徒
書
』

『
御
成
敗
式
目
』
鎌
倉
幕
府
の
『
追
加
法
』
『
宇
都
宮
家
式
条
』

『
建
武
式
目
追
加
法
』
『
今
川
仮
名
目
録
』
『
甲
州
法
度
之
次
第
』

『
日
本
書
紀
』
綏
靖
天
皇
即
位
前
紀
。
清
寧
天
皇
即
位
前
紀
廿
三
年

八
月
、
『
日
本
後
紀
』
平
城
天
皇
大
同
元
年
八
月
什
七
日
・
嵯
峨
天

皇
弘
仁
元
年
九
月
十
二
日
、
『
続
日
本
後
紀
』
仁
明
天
皇
嘉
祥
二
年

五
月
十
二
日
、
『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
貞
観
八
年
四
月
十
一

日
・
陽
成
天
皇
元
慶
四
年
十
二
月
十
五
日
・
光
孝
天
皇
仁
和
元
年

十
二
月
廿
一
一
一
日
の
条

九
○
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「
自
由
」
の
語
義
の
変
遷
に
み
る
思
想
史
的
意
義
〔
村
岡
）

『
常
陽
四
戦
記
』

『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
、
昔
は
掛
算
今
は
当
座
銀

『
同
』
巻
四
、
祈
る
し
る
し
の
神
の
折
敷

『
同
』
巻
四
、
心
を
畳
込
古
筆
屏
風

『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
五
日

『
同
』
建
久
七
年
十
二
月
十
五
日

『
同
』
建
永
元
年
七
月
十
八
日

『
同
』
建
永
元
年
五
月
廿
日

『
明
月
記
』
元
久
二
年
一
一
一
月
廿
一
日

『
同
』
建
保
元
年
十
二
月
十
四
日

『
同
』
安
貞
元
年
十
一
月
廿
七
日

『
園
太
暦
』
康
永
三
年
一
一
一
月
什
六
日

『
同
』
貞
和
二
年
正
月
二
日

『
同
』
貞
和
二
年
閏
九
月
十
日

『
同
』
貞
和
五
年
九
月
七
日
、
同
十
二
月
什
一
一
一
日
公
名
状
、
同
秋

冬
記
裏
文
書
姉
小
路
基
網
状
、
文
和
二
年
二
月
什
二
日
通
冬
状
、

同
一
一
一
年
十
二
月
十
九
日
実
俊
状

小
林
智
昭
『
中
世
文
学
の
思
想
』
一
六
九
頁

「
愚
要
妙
」
巻
上
一
六
（
『
浄
土
宗
聖
典
』
）

『
四
国
御
発
向
並
北
国
御
動
座
事
』

『
中
村
一
氏
記
』
中
村
式
部
少
輔
一
氏
美
濃
大
垣
働
之
鞭

『
豊
内
記
』
上
巻
志
岐
野
合
戦
・
宗
夢
問
答

戦
之
事

『
北
条
記
』
四
、
臼
井
城
合
戦
之
事
・
今
川
没
落
之
事
井
雌
唾
合

『
豊
内
記
』
上
巻
十

『
結
城
氏
新
法
度
』
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『
同
』
巻
五
、
世
渡
り
に
は
淀
鯉
の
は
た
ら
き

『
同
』
巻
二
、
怪
我
の
冬
神
鳴

『
同
』
巻
四
、
祈
る
し
る
し
の
神
の
折
敷

津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
わ
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
第

二
巻
四
四
七
頁

「
一
一
一
人
片
輪
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
集
』
下
）

「
神
鳴
」
（
同
右
）

「
朝
比
奈
」
（
同
右
）

『
狂
言
集
』
上
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
二
七
・
八
頁

九
一
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