
一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
平
安
時
代
の
記
録
体

(

１)

の
言
語
の
基
盤
に
つ
い
て
の
先
学
の

指
摘
を
整
理
し
、
そ
の
上
で
、
若
干
の
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
記
録
体
に
お
け
る
漢
字

表
記
の
背
後
に
は
日
本
語
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
を
用

い
て
漢
文
風
の
体
裁

(

表
記
様
式)

を
と
っ
て
は
い
る
が
、
中
国
語
文

(

漢
文)

を
記
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
日
本
語
の

文
章
を
記
そ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
漢
文

(

中
国
語
文)

か
和

文

(

日
本
語
文)

か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
和
文
に
分
類
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
記
録
体
と
は
、
日
本
語
文
の
一
種
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
言
語
の
基
盤
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

さ
て
、
平
安
時
代
の
記
録
体
の
言
語
の
基
本
的
な
性
格

(

言
語
の
基

盤)

に
つ
い
て
は
、
築
島
裕

(

一
九
五
七)

・
同

(

一
九
六
九)

や
峰

岸
明

(

一
九
七
七)

・
同

(

一
九
八
二)

・
同

(

一
九
八
六
ｂ)

等
に
指

摘
が
あ
る
。
以
下
に
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
示
す
。

な
お
、
引
用
文
に
付
し
た
傍
線
類
は
、
す
べ
て
引
用
者

(

後
藤)

に
よ

る
。○

築
島

(

一
九
五
七)

変
体
漢
文
の
表
現
は
、
他
の
日
本
語
の
表
現
に
日
常
会
話
語
的
要

素
が
多
い
の
に
対
し
て
、
多
分
に
純
粋
の
漢
文
訓
読
語
の
制
約
を
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受
け
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
変
体
漢
文
の
日
本
語
は
、

純
粋
の
漢
文
訓
読
語
そ
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
枠
に

非
常
に
強
く
拘
束
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
又
、
そ
の
枠
か
ら
、
は

み
出
し
た
表
現
も
、
必
ず
し
も
、
日
常
会
話
語
的
な
も
の
で
は
な

く
、
他
に
類
例
の
な
い
、
変
体
漢
文
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
別
の
言

ひ
ま
は
し
も
、
多
く
存
す
る
。(

引
用
は
、
築
島

(

一
九
六
三)

九
一
九
頁
に
よ
る)

○
築
島

(

一
九
六
九)

〈
漢
文
ニ
対
シ
テ
〉
変
体
漢
文
の
方
は
、
専
ら
表
現
の
為
の
言
語

で
あ
つ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
点
で
は
、
平
仮
名
文
と

似
て
ゐ
る
と
言
へ
る
が
、
平
仮
名
文
で
は
、
当
時
の
日
常
の
口
頭

語
が
比
較
的
忠
実
な
語
形
で
表
現
さ
れ
て
ゐ
た
の
に
対
し
て
、
変

体
漢
文
の
場
合
は
、
同
じ
口
頭
語
が
基
に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ

れ
が

｢

漢
文｣

と
い
ふ
篩
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
も

の
の
や
う
で
あ
る
。(

第
二
編
第
三
章

｢

変
体
漢
文
と
漢
字
片
仮

名
交
り
文
の
世
界｣

二
一
七
頁)

○
峰
岸

(

一
九
七
七)

記
録
語
は
、
貴
族
社
会
を
中
心
と
し
て
使
用
さ
れ
た
日
常
口
頭
語

の
基
盤
の
上
に
立
っ
た
男
性
知
識
層
の
書
記
言
語
で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
文
訓
読
語
は
、
漢
文
で
記
さ
れ

た
学
術
・
文
芸
上
の
文
献
を
読
解
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
言
語

で
あ
り
、
仮
名
文
学
語
は
、
日
常
口
頭
語
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て

文
芸
的
に
洗
練
さ
れ
た
言
語
と
考
え
ら
れ
る
。(

引
用
は
、
峰
岸

(

一
九
八
六
ａ)

序
章
第
二
節

｢

記
録
語
・
記
録
体
の
概
要｣

八

五
頁
に
よ
る)

○
峰
岸

(

一
九
八
二)

古
記
録
の
言
語
は
、
当
時
の
日
常
口
頭
語
の
う
ち
、
男
性
知
識
層

の
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
文
章
語
と
理
解
す
べ
き
も
の

か
と
思
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
文
訓
読
語
は
、
漢
文
で
記
さ
れ

た
学
術
・
文
芸
上
の
文
献
を
読
解
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
言
語

で
あ
り
、
仮
名
文
学
語
は
、
当
時
の
日
常
口
頭
語
の
基
盤
の
上
に

立
っ
て
、
特
に
教
養
あ
る
女
性
達
に
よ
っ
て
文
芸
的
に
洗
練
さ
れ

た
言
語
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
う
。(

引
用
は
、
峰

岸

(

一
九
八
六
ａ)

第
二
部
第
二
章
第
一
節

｢

古
記
録
の
語
彙
の

特
色
に
つ
い
て｣

五
三
九
頁
に
よ
る)

○
峰
岸

(

一
九
八
六
ｂ)

古
記
録
の
言
語
の
基
盤
に
当
代
貴
族
社
会
に
お
け
る
男
性
の
口
頭

語
の
存
す
る
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
う
。
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(

第
五
章
第
二
節

｢

変
体
漢
文
の
語
彙
の
特
色｣

一
九
九
頁)

〈
用
例
省
略
〉
記
録
体
な
ど
の
文
章
作
成
に
当
た
っ
て
、
そ
こ
で

使
用
さ
れ
る
文
章
語
に
は
、
上
段
の
日
常
口
頭
語
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
、
下
段
の
如
き
漢
文
訓
読
語
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
と
い
う
訳
で
あ
る
。(

同
二
〇
一
頁)

古
記
録
の
言
語
は
、
当
代
の
貴
族
教
養
層
の
言
語
の
中
か
ら
漢
文

訓
読
語
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
文
章
語
と
理
解
す
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。(

同
二
〇
五
頁)

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
し
て
の
批
判
・
反
論
は

特
に
は
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
築
島
博
士
・
峰
岸
博
士
と
も

に
、
口
頭
語
的
要
素

(

波
線
を
付
し
た
部
分)

と
漢
文
訓
読
語
的
要
素

(

傍
線
を
付
し
た
部
分)

と
を
指
摘
し
て
お
り
、
両
博
士
は
ほ
ぼ
同
様

の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る

(

２)

。
右
の
波
線
を
付
し
た
部

分
と
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
み
を
見
る
と
、
言
語
の
基
盤
と
し
て
、
口

頭
語
的
要
素
と
漢
文
訓
読
語
的
要
素
と
い
う
相
対
立
す
る
も
の
が
提
示

さ
れ
て
お
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も

し
く
は
、
ど
ち
ら
が
基
盤
の
要
素
と
し
て
強
い
の
か
と
い
う
問
が
成
立

す
る
よ
う
に
も
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
方
は

短
絡
的
に
す
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
口
頭
語
的
基

盤
と
漢
文
訓
読
語
的
基
盤
と
は
十
分
に
両
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

序
列
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
時
、｢

変
体
漢
文
の

｢

土
台｣

的
文
体｣

が
和
文
的
か

訓
読
文
的
か
を
問
と
し
て
立
て
た
論
考
が
現
れ
、
し
か
も
こ
れ
に
対
し

て

｢

説
得
力
の
あ
る
方
法
を
用
い
て
、
堅
実
に
研
究｣

と
の
評
価
が
学

界
展
望
で
示
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
筆
者
と
し
て
は
、
か
な
り
強
い
違

和
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
執
筆
の
そ
も
そ
も
の
動
機
は
、
こ

の
違
和
感
を
放
置
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
違
和

感
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
筆
者
自
身
の
考
え
が
深
ま
っ
た
部
分
も

あ
り
、
関
連
す
る
部
分
の
あ
る
旧
稿

(

後
藤
英
次

(

二
〇
〇
〇)

・
同

(

二
〇
〇
二)

・
同

(

二
〇
〇
七))

に
つ
い
て
は
、
記
述
を
改
め
る
必

要
が
あ
る
部
分
の
あ
る
こ
と
も
感
じ
て
い
る

(

３)

。
本
稿
は
、
批
判
そ
れ
自

体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
記
録
体
・
記
録
語
に
つ
い
て
の
議

論
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二

記
録
体
の
言
語
の
基
盤
と
は

さ
て
、
で
は
、
口
頭
語
的
基
盤
と
漢
文
訓
読
語
的
基
盤
と
が
両
立
す

る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
何
も
難
し
い
問
題
で
は
な
い
。
基

盤
に
序
列
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
示
し

た
先
学
の
指
摘
を
再
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
指
摘
の
内
、
特
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
部
分
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
部
分
は
、
何
を

言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
非
常
に
素
直
に
読
め
ば
、
次
の
よ
う
な

理
解
に
至
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
学
の
言
葉
を
借
り
つ
つ
、
私

な
り
に
ま
と
め
て
示
す
。

【
記
録
体
の
一
番
下
の
基
盤

(

基
礎
・
土
台)

に
は
日
常
口
頭
語
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が

｢｢

漢
文｣

と
い
ふ
篩
ふ
る
ひ｣

を
通
し
て
表
現
さ
れ
る

(

漢
字
を
用
い
て
漢
文
風
に
表
記
さ
れ
る)

に
当
た
っ
て
、｢

漢
文
訓
読

語
の
制
約
を
受
け

(

る)｣
(

＝
漢
文
訓
読
語
に
変
換
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
が
あ
る)

、
そ
の
た
め
、
第
二
の
基
盤

(

第
一
の
基
盤
の
ひ
と

つ
上
層
の
基
盤)

と
し
て
は
漢
文
訓
読
語
が
考
え
ら
れ
る
。】

お
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
記
録
体
は
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
。
漢
字
で
表
記
さ
れ

る
に
当
た
っ
て
は
、
漢
字
の
定
訓

(

当
該
の
漢
字
に
つ
い
て
の
定
着
度

の
高
い
訓)

が
利
用
さ
れ
る
。
定
訓
は
漢
文
訓
読
の
場
で
成
立
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
和
訓
は
漢
文
訓
読
語

(

こ
れ
は

特
有
語
に
限
ら
な
い)

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
常

口
頭
語
が
文
章
の
一
番
根
本
的
な
基
盤
・
土
台
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

｢

漢
文
訓
読
語
の
制
約
を
受
け｣

ざ
る
を
得
ず
、｢

そ
の
枠
に
非
常
に
強

く
拘
束
さ
れ｣

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
漢
文
訓
読
語
が
第
二
の
基

盤
に
な
る
。
適
切
な
た
と
え
か
ど
う
か
自
信
は
な
い
が
、
仮
に
、
家

(

建
築
物)

に
た
と
え
て
言
う
と
す
れ
ば
、
地
面
・
地
盤
と
し
て
日
常

口
頭
語
が
あ
り
、
そ
の
上
に
基
礎
・
土
台
と
し
て
漢
文
訓
読
語
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
土
台
の
上
に
、
上う

わ

物も
の

と
し
て
、
漢
文
的
指
向

(

四
六
駢
儷
文
的
要
素
や
唐
代
口
語
等)

が
載

せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

(

４)

。

こ
の
二
つ
の
基
盤
が
あ
る
た
め
、
記
録
体
の
言
語
は
、
次
に
引
く
よ

う
な
状
態
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

○
峰
岸

(

一
九
八
〇)

記
録
体
の
言
語
の
性
格
は
、
漢
文
訓
読
語
と
日
常
口
頭
語

(

仮
名

文
学
作
品
の
言
語
な
ど)

と
の
併
用
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
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中
に
記
録
特
有
語
と
称
す
べ
き
も
の
も
あ
っ
て
、
全
体
で
独
自
の

文
章
語
を
形
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

(

５)

。

日
常
口
頭
語
で
あ
っ
て
も
漢
字
表
記
が
可
能
な
も
の
は
、
記
録
体
で

も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
漢
文
訓
読

(

特
有)

語
と

併
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
常
口
頭
語
は
、
家

(

建
築
物)

の
た
と

え
で
言
え
ば
、
地
面
そ
の
ま
ま
の
土
間
の
よ
う
な
部
分
と
し
て
顔
を
の

ぞ
か
せ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、｢

漢
文
で
記
さ
れ
た
学
術
・
文
芸
上

の
文
献
を
読
解
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
言
語｣
で
あ
る
漢
文
訓
読
語

(

読
解
・
理
解
の
た
め
の
言
語)

が
、
日
常
の
実
用
的
文
章
を
書
く
際

の
第
一
の
選
択
肢
と
し
て
選
ば
れ
る

(

文
章
の
一
番
根
本
的
な
土
台
・

基
盤
に
な
る)

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

あ
り
得
る
と
し
た
場
合
、
漢
文
訓
読
語
を
土
台
的
文
体
と
す
る
文
章
と

は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
例
と
し
て

『

今
昔
物
語
集』

を
取
り
上
げ
て
み
る
。『

今
昔
物
語
集』

の
天
竺
・
震
旦
部
は
、
漢
文
脈
が
強
い(

漢
文
訓
読
語
的
性
格
が
強
い)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
漢
文
の
出
典
が
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
漢
文
の
出
典
等
が
な
い
場
合
に
、
自
然
な
選
択
と
し
て
わ
ざ
わ

ざ
漢
文
訓
読
語
を
基
盤
と
し
て
選
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
は

な
い
か

(

６)

。
変
体
漢
文

(

含
記
録
体)

の
言
語
が
、
漢
文
訓
読
の
言
語
と

深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
正
訓
表
記
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
を
念

頭
に
置
い
て
の
物
言
い
で
あ
ろ
う
。

三

記
録
体
に
お
い
て
日
常
口
頭
語
的
要
素
は

ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
か

(

一)

日
常
口
頭
語
と
仮
名
文
学
語

平
安
時
代
に
お
い
て
、
比
較
的
そ
の
体
系
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

言
語
と
し
て
は
、
仮
名
文
学
語

(

和
文
語)

と
、
漢
文
訓
読
語
と
が
あ

る
。
日
常
口
頭
語
は
、
こ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
深
く
考
え
る
ま
で
も
な
く
、｢

日
常
口
頭
語
の
基
盤｣

を
も
つ

仮
名
文
学
語
の
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
名
文
学
語
の
場
合
、
日

常
口
頭
語
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
文
芸
的
洗
練
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
た
め
、
日
常
口
頭
語
と
完
全
に
重
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
相
当
の
重
な
り
が
想
定
さ
れ
る
。
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(
二)

日
常
口
頭
語
は
ど
こ
に
露
れ
る
の
か

記
録
体
の
言
語
の
基
盤
に
日
常
口
頭
語
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
当
時
の
日
常
口
頭
語
の
実
態
が
十
分
に
明
ら
か
で
な
い

以
上
、
そ
れ
と
比
較
的
近
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
仮
名
文
学

語
的
な
部
分
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
く
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う

(

７)

。

な
お
、
記
録
体
に
お
い
て
、
儀
式
の
場
面
に
お
け
る
会
話
引
用
文
な

ど
で
仮
名
表
記
が
行
わ
れ
た
り
、
仮
名
が
混
入
し
た
り
す
る
の
は
、
日

常
口
頭
語
の
語
形
・
表
現
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
写
そ
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
仮
名
の
使
用
の
例
な
ど
の

口
頭
語
と
し
て
自
明
な
も
の
は
措
き
、
主
に
地
の
文

(
ま
た
は
会
話
引

用
文
中
の
漢
字
表
記
の
部
分)

を
対
象
に
考
え
て
い
き
た
い
。

(

イ)

借
音
表
記
、
借
訓
表
記
の
語
な
ど

(

仮
名
文
学
特
有
語)

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
正
訓
表
記
で
は
な
く
、
借
音
表
記
や
借
訓

表
記
で
漢
字
が
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。

①
事
了
還
程
、
山
東
口
雨
降
、
上
達
部
乗
馬
五
六
人
、
糸
星
久
見
事

無
極
、

(

御
堂
関
白
記

長
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日)

こ
の
例
は

｢

い
と
ほ
し
く｣

と
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

い
と
ほ

し｣

を
定
訓
と
す
る
漢
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表

記
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。｢

い
と
ほ
し｣

は
仮
名
文
学
特
有

語
で
あ
り
、
漢
文
訓
読
と
関
与
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
例
は
、
日
常
口
頭
語
の
露
れ
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
。
な
お
、
こ
の
例
で
は
、｢

還
程｣

の

｢

程

(

ほ
ど)｣

も
仮
名
文

学
語
で
あ
り
、
こ
れ
も
日
常
口
頭
語
の
露
れ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う

(

中

国
語
の

｢

程｣

と
、
日
本
語
の

｢

ほ
ど｣

と
で
は
、
意
味
・
用
法
に
ず

れ
が
あ
り
、
全
く
の
正
訓
表
記
と
は
言
え
な
い)

。

類
例
を
さ
ら
に
示
し
て
お
く
。

②
日
出
程
雨
降

(

後
二
条
師
通
記

永
保
三
年
三
月
二
十
四
日)

③
参
左
府
、
清
談
次
、
被
命
云
、｢

…
〈
中
略
〉
…｣

云
々

(

小
右
記

永
観
二
年
十
二
月
三
日)

④
辰
刻
許
参
御
前
、
中
宮
頗
六
借
気
ニ

御
歟

(

殿
暦

康
和
三
年
八
月
二
十
二
日)

⑤
明
日
物
忌
也
、
而
兼
可
参
之
由
度
々
有
仰

(

御
堂
関
白
記

長
和
二
年
三
月
二
十
二
日)

⑥
左
府
大
怒
、
吐
無
量
悪
言
、
…
〈
中
略
〉
…
極
有
片
腹
痛
御
詞
云
々

(

小
右
記

長
和
三
年
十
二
月
八
日)
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い
ず
れ
も
仮
名
文
学
調
の
用
語
で
、
②
は
形
式
名
詞

｢

ほ
ど｣

、
③

は
形
式
名
詞

｢

つ
い
で｣

、
④
は
形
容
動
詞

｢

む
つ
か
し
げ
な
り｣

、
⑤

は
副
詞

｢
か
ね
て

(

ア
ラ
カ
ジ
メ
の
意)｣

、
⑥
は
形
容
詞

｢

か
た
は
ら

い
た
し｣

の
例
で
あ
る
。

(

ロ)

漢
文
訓
読
語
と
仮
名
文
学
語
と
に
共
通
す
る
語

そ
の
使
用
が
、
仮
名
文
学
、
漢
文
訓
読
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
両
方
の
場
で
共
通
に
用
い
ら
れ
る
語

(

ど
ち
ら
か
一

方
の
特
有
語
で
は
な
い
語)

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
う
し
た
語
は
、

位
相
的
な
偏
り
の
な
い
、
当
時
の
一
般
語

(
も
し
く
は
日
常
語)

と
で

も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
正
訓
表
記
が

可
能
で
、
広
義
に
は
漢
文
訓
読
語(

漢
文
訓
読
の
際
に
用
い
ら
れ
る
語)

に
含
ま
れ
る
が
、
ま
た
一
方
で
は
広
義
の
仮
名
文
学
語

(
仮
名
文
学
で

用
い
ら
れ
る
語)

に
も
含
ま
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
が
記
録

体
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
第
一
の
基
盤

(

日
常
口
頭
語)

に
属
す
る
語

が
、
漢
文
訓
読
語
へ
の
変
換
と
い
う
過
程
を
必
要
と
せ
ず
に
、
元
の
ま

ま
の
語
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
家

(

建
築
物)

の
た
と
え
で
言
え
ば
、
地
面
が
そ
の
ま
ま
露
れ
た
土
間
の
よ
う
な
部
分

に
相
当
す
る
。
細
か
な
意
味
・
用
法
ま
で
各
文
体
に
お
い
て
一
致
す
る

か
ど
う
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
相
違
が
あ
る
場
合
は
、
別
に
考
え

る
必
要
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
分
類
に
属
す
る
語
は
、

た
と
え
ば
名
詞
で
言
え
ば

｢

人

(

ひ
と)｣

｢

雨

(

あ
め)｣

な
ど
一
定

数
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

ハ)

文
法
上
で
仮
名
文
学
語
特
有
の
も
の

(

イ)
(

ロ)

で
は
、
単
語
の
レ
ベ
ル
で
日
常
口
頭
語
が
露
れ
る
場
合

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
こ
こ
で
は
、
文
法
上
の
問
題
で
、
日
常
口
頭

語
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
小
山
登
久

(

一
九
六
八)

は
、
純
漢
文
か
ら
見
る
と
破
格
と
な
る
形
式
と
し
て
、

格
助
詞

｢

の｣

の
同
格
表
現
に
相
当
す
る
形
式

(

同
格
表
現
形
式)

を

挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

○
小
山

(

一
九
六
八)

同
格
表
現
形
式
は
、
…
〈
中
略
〉
…
多
く
の
日
記
に
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
破
格
の
類
型
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
日
本
語
を
文
字
通
り
漢
字
に
書
き
直
し
た
だ
け
の
表
現

形
式
で
あ
る
か
ら
、
…
〈
中
略
〉
…
和
的
性
格
の
投
影
の
濃
い
破

格
の
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

八
七
頁)
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小
山

(

一
九
六
八)

は
、
日
常
口
頭
語
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
言
及

し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
日
常
口
頭
語
の
表
現
が
露
れ
た
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
小
山(

一
九
六
八)

で
掲
げ
ら
れ
た
例
の
中
か
ら
、

左
に
一
つ
二
つ
示
し
て
お
く

(

引
用
に
当
た
っ
て
、
小
山
に
よ
る
傍
点

は
傍
線
に
改
め
た)
。

⑦
新
中
納
言
申
云
…
〈
中
略
〉
…
暫
被
待
帰
洛
、
果
不
上
、
以
傍
官

之
可
然
、
令
役
使
有
何
難
乎

(
左
経
記

長
元
四
年
三
月
二
十
八
日)

｢｢

傍
官
の
然
る
可
き｣

の
意
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
、
国
語
の
助
詞

｢

の｣

の
同
格
的
用
法
を
含
む
表
現
を
そ
の
ま
ま
漢
文
の
な
か
に
取
り

入
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。｣

と
の
説
明
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

会
話
引
用
文
中
の
例
で
あ
り
、
特
に
こ
う
し
た
表
現
が
出
や
す
い
部
分

で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

⑧
外
記
取
入
例
文
之
筥
、
置
上
御
前
、
史
取
硯
筥
置
余
前
、
史
所
候

一
人
仍
用
外
記

(

左
経
記

長
元
五
年
五
月
二
十
九
日)

こ
の
例
は
、｢

同
格
を
表
わ
す
国
語
の
助
詞

｢

の｣

を
補
読
す
る
場

合｣

の
例
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

｢

〈
公
家

日
記
類
ニ
オ
イ
テ
ハ
〉
国
語
の
助
詞

｢

の

(

之)｣

を
記
す
か
ど
う
か
は
、

ま
っ
た
く
恣
意
的
で
あ
る
か
ら
、
…
〈
中
略
〉
…
国
語
の
助
詞

｢

の｣

を
補
読
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。｣

と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

(

ニ)

修
辞
法
上
で
話
し
言
葉

(

口
頭
語)

寄
り
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
も
の

次
に
修
辞
法

(

レ
ト
リ
ッ
ク)

上
で
、
一
般
的
に
話
し
言
葉
的
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
修
辞
法

(

レ
ト
リ
ッ
ク)

と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
手
の
込
ん
だ
も
の
で
は
な

く
、
い
わ
ゆ
る
反
復
法

(

反
復
表
現
・
く
り
か
え
し
表
現)

を
取
り
上

げ
る
。
口
頭
語
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

峰
岸

(

一
九
七
七)

に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

○
峰
岸

(

一
九
七
七)

古
記
録
で
記
主
の
評
言
と
し
て
用
い
ら
れ
る
畳
語
表
現
、

○
先
日
僧
正
之
所
陳
已
以
相
合
、
感
歎
随
喜
々
々

(

小
右
記
、
長
和
二
年
七
月
十
六
日)

○
頭
如
此
事
可
恐
々
々

(

御
堂
関
白
記
、
寛
弘
元
年
二
月
五
日
裏
書)

な
ど
も
、
記
録
体
の
文
章
の
特
色
を
形
成
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
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が
で
き
る
。

(

引
用
は
、
峰
岸(

一
九
八
六
ａ)

九
一
頁
に
よ
る)

峰
岸(
一
九
七
七)

の
言
う｢

畳
語
表
現｣

は
反
復
法
に
含
ま
れ
る
。

反
復
法
は
基
本
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
日
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
表
現
方
法
の
性
格
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
を
い
く
つ
か
引
い
て
お

く
。○

佐
藤
信
夫
・
佐
藤
全
太

(
二
〇
〇
六)

日
常
会
話
で
は
、
私
た
ち
は
語
句
の
反
復
を
意
外
に
多
く
使
用

し
て
い
る
。
単
純
に
強
調
と
し
て
、
他
の
適
切
な
言
葉
を
み
つ
け

る
余
裕
が
な
い
、
他
に
言
い
よ
う
の
な
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
い
ら

れ
な
い
、
な
ど
理
由
は
様
々
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
日
々
の
生
活
の

中
で
、
反
復
の
例
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

…
〈
用
例
省
略
〉
…

そ
れ
に
対
し
て
、
書
き
言
葉
の
世
界
で
は
反
復
を
避
け
る
傾
向

が
あ
る
か
ら
か
、
同
一
の
語
句
が
わ
ず
か
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
だ

け
で
も
、
目
を
引
く
。(

五
二
頁)

○
丸
山
庸

(

一
九
九
三)

｢

頑
張
れ
、
頑
張
れ
！｣

｢

危
い
危
い
。
危
い
っ
た
ら
！｣

等
自

分
の
気
持
を
強
く
相
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
繰
り
返
す
と
き
、
反

復
法
が
用
い
ら
れ
る
。
選
挙
演
説
や
私
達
の
日
常
会
話
の
中
で
い

く
ら
で
も
拾
え
る
。

本
来
反
復
法
の
原
始
的
な
形
は

｢

目
出
度
し
目
出
度
し｣

｢

悲

し
と
も
悲
し｣

等
で
あ
っ
て
、｢

あ
ゝ
、
有
難
や
、
有
難
や｣

と

か

｢

馬
鹿
馬
鹿
馬
鹿｣

等
い
ず
れ
も
深
く
感
動
し
た
と
き
や
感
情

に
胸
が
一
杯
に
な
っ
た
と
き
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

…
〈
中
略
〉
…

以
上
展
望
し
て
み
る
と
反
復
法
は
決
し
て
芸
術
的
所
産
で
は
な

く
、
私
達
の
生
活
の
中
か
ら
自
然
に
生
じ
た
修
辞
法
と
い
っ
て
よ

い
。(

四
一
三
頁
。
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
原
文
マ
マ)

右
に
掲
げ
た
指
摘
か
ら
は
、
反
復
法
は
、
書
き
言
葉
よ
り
も
話
し
言

葉
で
多
く
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
芸
術
的
所
産
と
い
う
よ
り
は
自

然
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
の
側
面
が
強
い
、
こ
と
な
ど
が
確
認
で
き
る

(

８)

。

峰
岸
の
指
摘
す
る
通
り
、
古
記
録
類
に
は
、
記
主
の
評
言

(

評
語)

で
反
復
法
が
用
い
ら
れ
た
例
が
多
い
。
い
く
つ
か
示
し
て
お
く
。

⑨
〈
亡
児
ノ
コ
ト
ヲ
〉
時
々
剋
々
未
曽
忘
、
可
悲
哉
々
々

(

小
右
記

正
暦
元
年
十
二
月
三
十
日)
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⑩
今
夜
法
住
寺
焼
亡
、
若
有
事
故
歟
、
可
恐
々
々

(

小
右
記

長
元
五
年
十
二
月
八
日)

⑪
一
念
珠
間
平
安
遂
了
、
邪
気
雖
成
妨
、
仏
力
依
無
限
也
、
歓
喜
々
々

(

権
記

長
徳
四
年
十
二
月
三
日)

⑫
予
万
事
不
諧
、
昼
夜
奔
波
之
間
、
不
知
所
為
、
就
中
関
白
逐
日
被

疎
遠
、
触
万
事
成
疑
慮
、
讒
口
嗷
々
満
耳
、
何
為
哉
々
々
々
、
可

愁
可
愁

(

春
記

長
久
元
年
五
月
二
十
日)

⑬
予
頗
預
給
之
、
太
以
無
益
々
々

(

春
記

長
久
元
年
六
月
二
十
六
日)

⑭
夜
静
無
犬
吠
之
声
、
為
吉
々
々

(

春
記

長
久
元
年
十
二
月
二
十
九
日)

⑮
故
殿
御
時
、
一
家
人
々
皆
悉
被
参
、
而
今
夜
一
人
不
被
参
、
不
快

ノ
事
也
、
余
縦
雖
為
不
覚
、
人
何
御
堂
事
ヲ
可
愚
思
哉
、
奇
怪
々
々

甚
奇
怪
也
、
不
可
尽
謂
々
々

(

殿
暦

長
治
元
年
正
月
十
四
日
・
頭
書)

こ
れ
ら
の
例
は
、
記
録(

日
記)

と
い
う
も
の
の
性
格
を
考
え
る
と
、

意
識
さ
れ
た
修
辞
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
常
的
な

言
葉
遣
い

(

表
現)

の
痕
跡
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
感

情
の
高
ま
り
か
ら
、
自
然
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
見
る
の
が
妥
当
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
る
強
調
的
な
効
果
は
感
じ
ら
れ

る
が
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
感
情
の
高
ま
り
か
ら

意
図
せ
ず
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
日
常
口
頭
語
が

漢
文
訓
読
語
的
な
も
の
に
変
換
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
反
復

法
と
い
う
方
法
自
体
は
、
口
頭
語
的
な
も
の
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
日
常
口
頭
語
が
基
盤
に
あ
る
か
ら
こ
そ
の
表
現
で
あ
っ
て
、
文

芸
的
な
洗
練
と
も
無
縁
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
繰
り
返
し

(

反
復)

が
、
書
き
言
葉
よ
り
も
話
し
言
葉
に
多

く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
般
に
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
平
安
時

代
の
仮
名
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
古
記
録
の

よ
う
な
作
者
の
評
言
が
反
復
さ
れ
た
例
は
、
仮
名
文
学
の
場
合
は
古
記

録
と
は
表
現
内
容
を
異
に
す
る
た
め
見
出
し
難
い
が
、
反
復
法
の
例
自

体
は
、
会
話
引
用
文
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
文
芸
的

な
洗
練
を
経
て
い
る
た
め
か
、
用
例
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。

⑯
中
納
言
は
見
る
に
、
老
心
地
、
い
と
か
な
し
う
ら
う
た
う
、
た
ゞ

お
ほ
ゝ
に
お
ぼ
え
て
、
ゑ
み
ま
け
て
、｢

こ
ち
�
�｣

と
の
給
へ

ば
、
…
〈
中
略
〉
…
〈
中
納
言
〉｢

い
と
�
�
大
き
に
お
は
す
る
は
。

い
く
つ
に｣

。｢

三
つ
に
な
む
な
り
侍

(

り)

ぬ
る｣

と
な
む
父
君

申

(
し)
給
へ
ば
、
…
〈
後
略
〉
…

(

落
窪
物
語

巻
之
三)
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⑰
｢

四
の
君
、
は
や
渡
り
給
へ｣

と
聞
え
給
へ
ば
、｢

は
や
�
�｣

と
い
そ
が
し
給
へ
ど
、
本
意
な
き
事
な
れ
ば
、
い
と
う
た
て
く
物

う
く
お
ぼ
え
て
、｢

今
、
�
�｣

と
い
ひ
て
、
更
に
思
ひ
も
立
た

ね
ば
、
…
〈
後
略
〉
…

(

落
窪
物
語

巻
之
四)

⑱
〈
時
方
ハ
〉
わ
ら
ひ
て
、｢

…
〈
中
略
〉
…
ま
め
や
か
に
は
、〈
匂

ノ
〉
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
気
色
も
、
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
誰
も
�
�
、

身
を
捨
て
ゝ
な
ん
。
よ
し
�
�
。
宿
直
人
も
、
皆
�
�
、
起
き
ぬ

な
り｣

と
て
、
急
ぎ
出
で
ぬ
。

(

源
氏
物
語

浮
舟)

四

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
記
録
体
の

言
語
の
根
本
的
な
基
盤
と
し
て
は
日
常
口
頭
語
が
あ
り
、
そ
の
上
の
基

盤
と
し
て
漢
文
訓
読
語
が
あ
る
。
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
の
は
難
し
い
こ

と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
は
、
あ
く
ま

で
も
平
安
時
代
の
記
録
体
に
限
っ
て
の
話
で
あ
り
、
他
の
時
代
、
ま
た
、

記
録
体
以
外
の
変
体
漢
文

(

文
書
、
合
戦
記
、
霊
験
記
等
の
う
ち
変
体

漢
文
で
記
さ
れ
た
も
の
を
想
定
す
る)

に
も
、
こ
れ
が
単
純
に
適
用
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
の
記
録
体
の
言
語
の
基
盤
を
め
ぐ
っ

て
考
察
し
て
き
た
。
本
稿
の
議
論
は
、
大
多
数
の
日
本
語
史
研
究
者
に

と
っ
て
は
、
言
わ
ず
も
が
な
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
期
待
す
る
が
、

そ
れ
で
も
、
筆
者
に
違
和
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
学
界
展
望
も
現
に
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
本
稿
が
少
し
で
も
記
録
体
・
記
録
語
を
は
じ
め
と

す
る
日
本
語
史
の
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

な
お
、
日
常
口
頭
語
的
な
要
素
が
記
録
体
の
ど
こ
に
露
れ
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
同
格
表
現
や
反
復
法
に
つ

い
て
は
、
筆
者
な
り
の
着
想
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
方
の
ご
批
正

を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
有
り
難
い
。
ま
た
、
記
録
体
に
お
け
る
日
常

口
頭
語

(

日
常
口
頭
語
的
要
素
・
日
常
口
頭
語
の
痕
跡)

を
掘
り
起
こ

し
、
そ
れ
と
仮
名
文
学
語
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
の
日

常
語
と
女
性
の
日
常
語
と
の
差
異
、
も
し
く
は
、
日
常
語
と
文
芸
用
語

と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
も
あ
る

(

９)

。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
平
安
時
代
語
の
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
き

わ
め
て
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
う
が
、
今
は
余
裕
が
な

く
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
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註
(

１)

本
稿
で
は

｢

記
録
体｣

の
用
語
は
、
峰
岸

(

一
九
七
七)

の
定
義
に

し
た
が
う
。
変
体
漢
文
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
日
本
史
学
に
お
け
る

｢

記
録｣
類
で
用
い
ら
れ
た
文
章
様
式
を
指
す
。

(

２)

厳
密
に
い
え
ば
、
両
博
士
の
指
摘
の
対
象
に
は
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
。

築
島

(

一
九
五
七)

・
同

(

一
九
六
九)

の
指
摘
の
対
象
は

｢

変
体
漢

文｣

で
あ
り
、
記
録
体
は
そ
の
一
部
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
た
だ

し
、
築
島

(

一
九
六
九)
の
二
二
〇
頁
に
は

｢

変
体
漢
文
の
中
心
は
公

�
の
日
記
の
類
で
あ
る｣
と
の
記
述
が
あ
り
、
両
者
の
指
摘
を
並
べ
て

取
り
上
げ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
ほ
ど
の
ず
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

３)

た
と
え
ば
、
後
藤

(

二
〇
〇
〇)
で
は
、
記
録
特
有
語
が
中
世
の
口

語
資
料
で
用
い
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
一
律
に

｢

口
頭
語
化｣

と
し

て
扱
っ
た
が
、
こ
の
扱
い
方
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

(

４)

さ
ら
に
詳
し
く
た
と
え
る
と
す
れ
ば
、
地
面

(
地
盤)

に
直じ
か

に
上
物

(

上
部
構
造)

を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
地
面
の
上
に
基
礎
・

土
台
を
置
い
て
い
る
、
と
で
も
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

(

５)

峰
岸

(

一
九
九
六)

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

(

６)

築
島

(

一
九
五
七)

に
は

｢

奈
良
時
代
・
平
安
時
代
の
貴
紳
は
、
正

格
の
漢
文
を
書
く
場
合
と
、
変
体
漢
文
を
書
く
場
合
と
を
、
区
別
し
て

使
ひ
分
け
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
変
体
漢
文
の
方
が
、
彼
等
の
日
常
の
会

話
語
を
比
較
的
実
際
に
近
く
記
し
得
る
点
で
、
実
用
的
な
便
利
さ
を
感

じ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。(

引
用
は
、
築
島

(

一
九
六
三)

九

二
二
頁
に
よ
る)｣

と
あ
り
、
こ
れ
も
や
は
り
日
常
口
頭
語
の
基
盤
を

重
視
し
た
見
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(

７)

峰
岸

(

一
九
七
七)

に
は

｢

〈
記
録
語
ニ
ハ
〉
貴
族
社
会
の
、
し
か
も

男
性
知
識
層
が
使
用
し
た
文
章
語
と
い
う
言
語
像
が
想
像
さ
れ
る
。
と

共
に
一
方
で
、
そ
こ
に
仮
名
文
学
語
の
混
在
す
る
事
実
も
存
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
日
常
口
頭
語
と
の
関
わ
り
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。(

引
用
は
、
峰
岸

(

一
九
八
六)

八
五
頁
に
よ
る)｣

と

あ
り
、
仮
名
文
学
語
と
日
常
口
頭
語
と
を
結
び
つ
け
て
見
て
い
る
。

(

８)

中
村
明

(

一
九
九
一)

で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
現
代
作
家
の
例

を
引
い
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

こ
の
技
法
に
は
、
…

〈
中
略
〉
…
強
調
的
な
効
果
、
そ
し
て
や
は
り
会
話
的
な
調
子
と
そ
の
リ

ズ
ム
が
共
通
し
て
感
じ
と
れ
る
。｣

(

第
一
部

｢

展
開
の
レ
ト
リ
ッ
ク｣

第
二
章

｢

反
復｣

の

｢

畳
語
法｣

の
項
。
一
三
二
頁)

(

９)

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
記
録
特
有
語
の
う
ち
、
漢
文
訓
読
に
由
来
し

な
い
和
語
の
も
の

(

時
間
の
推
移
を
表
わ
す

｢

及

(

オ
ヨ
ブ)｣

等)

は
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
、
貴
族
男
性
層
の
日
常
口
頭
語
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

参
考
文
献

小
山
登
久

(

一
九
六
八)

｢

記
録
体
の
一
考
察

平
安
時
代
の
公
家
日
記

録

(

マ
マ)

を
中
心
に

｣
『

愛
媛
国
文
研
究』

第
一
八
号

後
藤
英
次

(

二
〇
〇
〇)

｢

記
録
特
有
語
の
口
頭
語
化
に
つ
い
て

中
世

後
期
口
語
資
料
の
検
討
か
ら

｣

遠
藤
好
英
編

『

語
か
ら
文
章
へ』

｢
語
か
ら
文
章
へ｣

編
集
委
員
会

(

二
〇
〇
二)

｢

中
世
前
期
口
語
資
料
に
お
け
る
記
録
特
有
語

記
録
特
有
語
と
口
語
資
料(

一)
｣

中
京
大
学『

文
学
部
紀
要』
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第
三
六
巻
第
三
・
四
号

(

二
〇
〇
七)

｢

延
慶
本

『

平
家
物
語』

に
お
け
る
記
録
特
有
語

記
録
特
有
語
と
口
語
資
料

(

二)
｣

中
京
大
学

『

文
学
部
紀

要』
第
四
一
巻
特
集
号

佐
藤
信
夫
・
佐
藤
全
太

(

二
〇
〇
六)

｢

語
句
の
反
復｣

佐
々
木
健
一
監
修

『

レ
ト
リ
ッ
ク
事
典』

大
修
館
書
店

田
中
草
大

(

二
〇
一
三
ａ)

｢

変
体
漢
文
の
文
体
的
性
格
を
測
る
手
段
に
つ

い
て

形
容
詞
ヒ
サ
シ
と
形
容
動
詞
ワ
ヅ
カ
ナ
リ
を
例
に

｣

『

日
本
語
学
論
集』

第
九
号

(

二
〇
一
三
ｂ)

｢

変
体
漢
文
の
語
彙
の
性
格
に
つ
い
て

文

体
間
共
通
語

｢

オ
ド
ロ
ク｣

の
用
法
調
査
に
よ
る

｣
『

訓
点
語
と

訓
点
資
料』

第
一
三
〇
輯

(

二
〇
一
四)

｢

平
安
時
代
の
変
体
漢
文
語
彙
と
和
文
語
・
漢
文

訓
読
語
の
関
係
に
つ
い
て

語
義
・
用
法
上
の
相
違
が
あ
る
文
体
間

共
通
語
を
用
い
て

｣
『

国
語
と
国
文
学』

第
九
一
巻
第
一
号

築
島
裕

(

一
九
五
七)

｢

変
体
漢
文
研
究
の
構
想｣

『

人
文
科
学
科
紀
要』

第

一
三
号

(

築
島

(

一
九
六
三)

第
七
章
第
三
節)

(

一
九
六
三)
『

平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究』
東

京
大
学
出
版
会

(

一
九
六
九)

『

平
安
時
代
語
新
論』

東
京
大
学
出
版
会

中
村
明

(

一
九
九
一)

『

日
本
語
レ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系』

岩
波
書
店

丸
山
庸

(

一
九
九
三)

｢

ど
う
い
う
と
き
に
反
復
法
が
多
く
使
わ
れ
る
の
か｣

渡
辺
富
美
雄
・
村
石
昭
三
・
加
部
佐
助
編

『

日
本
語
解
釈
活
用
事
典』

ぎ
ょ
う
せ
い

峰
岸
明

(

一
九
七
七)

｢

記
録
体｣

『

岩
波
講
座
日
本
語
10

文
体』

岩
波
書

店

(

峰
岸

(

一
九
八
六
ａ)

序
章
第
二
節)

(

一
九
八
〇)

｢

記
録
体｣

国
語
学
会
編

『

国
語
学
大
辞
典』

東
京

堂
出
版

(

一
九
八
二)

｢

記
録
の
語
彙｣

『

講
座
日
本
語
の
語
彙
３

古
代
の

語
彙』

明
治
書
院

(

峰
岸

(

一
九
八
六
ａ)

第
二
部
第
二
章
第
一
節)

(

一
九
八
六
ａ)

『

平
安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究』

東
京
大

学
出
版
会

(

一
九
八
六
ｂ)

『

国
語
学
叢
書
11

変
体
漢
文』

東
京
堂
出
版

(

一
九
九
六)

｢

記
録
語｣

佐
藤
喜
代
治
他
編

『

漢
字
百
科
大
事
典』

明
治
書
院

森
山
由
紀
子

(

二
〇
一
四)

｢

文
章
・
文
体

(

史
的
研
究)｣

『

日
本
語
の
研

究』

第
一
〇
巻
第
三
号

(

特
集

二
〇
一
二
年
・
二
〇
一
三
年
に
お
け

る
日
本
語
学
界
の
展
望)

使
用
テ
キ
ス
ト

『

小
右
記』

『

御
堂
関
白
記』

『

後
二
条
師
通
記』

『

殿
暦』

(

大
日
本
古
記

録)

、『

権
記』

(

史
料
纂
集)

、『

左
経
記』

『

春
記』

(

増
補
史
料
大
成)

、

『

落
窪
物
語』

『

源
氏
物
語』

(

日
本
古
典
文
学
大
系)

。
い
ず
れ
も
引
用
に
当

た
っ
て
は
、
漢
字
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。

(

文
学
部
教
授)
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