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九
世
紀
日
本
に
お
け
る

|
|
屋
代
弘
賢
と
〈
考
証
家
〉
た
ち
|
|

〈
歴
史
〉

の
発
見

表

智

之

は
じ
め
に

日
本
の
一
八
世
紀
末
は
、
近
代
的
な
諸
学
問
の
草
創
期
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
を
浴
び
て
き
た
。
地
理
学
・
考
古
学
・
民
俗

学
・
書
誌
学
・
:
様
々
な
学
問
の
研
究
史
記
述
は
こ
の
時
期
を
、
近
代
的
学
問
成
立
の
前
駆
的
段
階
と
し
て
位
置
づ
げ
て
い
る
。

一
九
世

紀
に
入
り
、

い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
時
代
を
迎
え
、
欧
米
か
ら
そ
れ
ら
諸
学
問
の
方
法
を
吸
収
す
る
直
前
の
、
い
わ
ば
下
地
が
成
立
し
た

段
階
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
日
本
の
近
代
化
と
帝
国
の
建
設
が
い
ち
早
く
成
功
し
た
前
提
条
件
を
見
出
す
者
も
い
れ
ば
、
む

し
ろ
欧
米
的
近
代
化
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
内
発
的
近
代
を
見
出
す
者
も
い
る
。
こ
の
論
考
は
、

一
八
世
紀
末

1
一
九

世
紀
初
頭
の
日
本
に
〈
歴
史
〉
の
|
|
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
で
な
く
、
歴
史
的
な
思
惟
そ
の
も
の
の
|
1
成
立
を
見
ょ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
右
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。

17 

筆
者
は
「
近
代
L

と
い
う
も
の
を
、
い
ま
こ
こ
に
お
け
る
自
分
自
身
の
生
を
捉
え
直
す
た
め
に
、
常
に
批
判
的
に
問
い
返
さ
ね
ば
な
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ら
ぬ
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

い
わ
ば
、
自
分
自
身
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
自
体
の
相
対
化
で
あ
り
解
体
で
あ
る
。
筆
者
が
問
い
返
す
「
近

代
L

と
は
、
直
接
的
に
は
、

い
わ
ゆ
る
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
指
し
て
い
る
。
筆
者
の
視
点
か
ら
は
、
日
本
の
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

成
立
は
、
そ
れ
が
制
度
的
裏
付
け
を
伴
っ
て
構
築
さ
れ
る
一
九
世
紀
末

1
二
O
世
紀
初
頭
に
求
め
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
近
代
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
成
立
に
よ
っ
て
一
度
解
体
さ
れ
再
編
成
さ
れ
て
い
く
一
八
世
紀
末

1
一
九
世
紀
後
半
の
知
の
体
系
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
知
の
体
系
は
、
欧
米
的
近
代
の
受
け
入
れ
素
地
で
も
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
で
も
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
成
立
を
含
め
た
近
代
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
、
常
に
世
界
規
模
で
の
相
互
関
係
の
中
で
進
行
す
る
世
界
的
事
件
で
あ
る
が
故
に
、
欧
米

の
近
代
と
日
本
の
近
代
な
ど
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
あ
り
得
べ
き
は
、
近
代
と
い
う
世
界
的
事
件
が
欧
米
で

は
知
何
に
経
験
さ
れ
た
の
か
、
対
し
て
日
本
で
は
如
何
に
経
験
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
近
代
と
い
う
経
験
の
地
域
的
偏
差
で
し
か
な
い
。

本
稿
が
記
述
し
よ
う
と
す
る
、
日
本
の
一
八
世
紀
末

1
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
新
た
な
知
の
成
立
が
、

日
本
に
お
け
る
近
代
の
経
験

の
あ
り
ょ
う
を
強
く
規
定
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、

そ
の
新
た
な
知
が
如
何
に
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題
に
せ
よ
、

そ
の
知
が
近
代
の
経
験
の
中
で
如
何
に
解
体
・
再
編
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
せ
よ
、

そ
の
知
が
準
近
代
的
で
あ
る
の
か
反
近
代
的
で

あ
る
の
か
と
い
う
二
項
対
立
的
な
問
い
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
を
含
め
た
筆
者
の
歴
史
学
的
実
践
は
、

む
し
ろ
そ
う
い
っ
た

二
項
対
立
的
な
問
題
構
成
自
体
の
解
体
を
こ
そ
企
図
し
て
い
る
。

，.町、

一
、、~

〈
歴
史
〉
と
い
う
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

筆
者
が
こ
こ
で
言
う
〈
歴
史
〉
の
発
見
と
は
、
第
一
に
は
起
源
の
発
見
で
あ
り
、
第
二
に
は
来
歴
の
発
見
で
あ
る
。
前
者
は
、
対
象

の
い
ま
こ
こ
に
あ
る
姿
の
彼
方
に
、
或
る
本
来
の
姿
を
見
出
す
こ
と
で
、
対
象
を
歴
史
化
す
る
こ
と
。
後
者
は
、
対
象
の
い
ま
こ
こ
に



あ
る
姿
と
、
彼
方
に
見
出
さ
れ
た
起
源
と
の
間
を
架
橋
す
る
、
対
象
の
内
側
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
を
読
み
と
り
開
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
儒
学
の
領
域
に
お
げ
る
同
様
の
視
点
の
転
換
を
例
と
し
な
が
ら
説
明
し
よ
う
。

第
一
の
起
源
の
発
見
と
は
、
儒
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
寸
古
学
派
」
の
登
場
に
よ
る
経
書
の
歴
史
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
古
学
派
の

登
場
以
前
に
お
い
て
は
、
経
書
は
、
清
朝
中
国
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
、
江
戸
の
世
の
日
本
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
、
そ
の
意
味

一九世紀日本におげるく歴史〉の発見

で
あ
く
ま
で
現
在
的
な
書
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
内
容
に
即
し
て
言
え
ば
、
世
界
の
根
源
的
な
理
が
そ
こ
に
は
異
現
化
さ
れ
て
い
る
と
き

れ
、
そ
の
意
味
で
、
時
空
間
を
超
越
し
て
読
者
に
教
え
を
授
け
る
聖
典
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
古
学
派
に
と
っ
て
は
、
経

書
は
、
は
る
か
古
代
中
国
に
お
け
る
発
話
の
痕
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
空
を
越
え
て
読
者
に
教
え
を
授
け
る
の
で
は
な
い
。

中
国
歴
代
の
王
朝
を
経
て
、
多
く
の
校
訂
者
、
多
く
の
注
釈
者
の
手
を
経
て
、
言
語
を
異
に
す
る
こ
の
日
本
へ
と
渡
来
し
、
漢
文
訓
読

と
い
う
調
訳
装
置
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
読
者
の
も
と
に
届
い
た
、
古
代
中
国
の
発
話
の
か
す
か
な
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

古
学
派
成
立
期
|
|
す
な
わ
ち
、
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
但
保
が
登
場
し
て
き
た
段
階
で
は
、
経
書
を
古
代
中
国
の
発
話
の
痕
跡
と
捉
え
、

孔
子
の
、
或
い
は
古
代
聖
王
の
発
話
の
本
来
の
意
味
を
回
復
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、
宋
代
の
校
訂
・
注
釈
に
依
拠
す
る
朱
子
学
派

に
対
す
る
解
釈
上
の
闘
争
と
し
て
の
意
義
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
彼
ら
は
、
既
成
の
経
書
解
釈
を
解
体
す
る
た
め
に
、
古
代

中
国
の
原
発
話
と
、
そ
の
か
す
か
な
痕
跡
と
し
て
の
経
書
と
の
越
え
が
た
い
懸
隔
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
い
。
古
代
の
発
話
と
現
在
の

(
1
)
 

経
書
と
の
聞
を
記
述
に
よ
っ
て
充
填
す
る
作
業
は
、
仁
斎
の
後
継
者
、
伊
藤
東
涯
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
東
涯
は
『
古

今
学
変
』
(
享
保
七
年
H

一
七
二
二
成
稿
。
寛
延
三
年
H

一
七
五

O
刊
行
)
を
著
し
、
唐
虞
三
代
か
ら
宋
代
明
代
に
至
る
ま
で
の
儒
学
説

の
沿
革
を
記
述
し
た
の
で
あ
る
。

19 

儒
学
の
領
域
に
お
け
る
、
こ
う
い
っ
た
起
源
の
発
見

l
1
経
書
の
歴
史
化

l
l
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
来
歴
の
発
見
|
1
儒
学
説
の
沿
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革
の
記
述

l
ー
と
相
関
的
に
、
時
期
的
に
は
若
干
遅
れ
る
形
で
、

よ
り
広
範
な
学
問
領
域
に
お
け
る
〈
歴
史
〉
の
発
見
が
行
わ
れ
る
こ

たと
空に
聞な
でる
な。

く時
むに

~ J¥ 
ii 世
ニ紀
日末
ン
的居

2E 
孟神

ーやで
国

様
h 学

会全
考 ι

の
証
作学
与問
木領
を ほ
行禁
うり

枠人
h を

み苧
急へ
速
内ま
i与た

Z理
ふな
も学
九派
ーの
定枠
のも
流越
動え
，性

を 結
持社
つ 的
たな
サ閉
l じ

ク
ル
を
形
成
し
、
定
期
的
に
会
合
を
持
ち
、
同
人
の
持
ち
寄
っ
た
様
々
な
事
物
に
つ
い
て
共
同
で
考
証
を
行
う
彼
ら
の
こ
と
を
、
筆
者

(2) 

は
、
そ
の
超
領
域
性
に
鑑
み
て
敢
え
て
漠
然
と
〈
考
証
家
〉
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
〈
考
証
家
〉
の
活
動
に
お
い
て
起
こ
っ
た
〈
歴

史
〉
の
発
見
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

，.、、
一一、...;

寛
政
周
年
畿
内
寺
社
宝
物
調
査

〈
考
証
家
〉
た
ち
に
よ
る
〈
歴
史
〉
の
発
見
は
、
三
段
階
の
契
機
を
経
て
進
行
す
る
。
第
一
に
、
寛
政
の
内
裏
造
営
と
寛
政
四
年
畿

内
寺
社
宝
物
調
査
に
よ
る
、
古
文
物
|
|
特
に
書
画
へ
の
関
心
の
興
隆
。
第
二
に
、
模
本
図
録
刊
行
の
隆
盛
に
よ
る
二
次
資
料
」
の

成
立
と
普
及
。
第
三
に
、
考
証
の
成
果
の
百
科
全
書
に
よ
る
体
系
化
と
、

そ
れ
に
伴
う
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
寸
沿
革
L

の
成

立
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
契
機
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
、
事
態
の
中
枢
を
担
う
一
人
の
人
物
が
い
る
。
屋
代
弘
賢

(3) 

で
あ
る
。

(
一
七
五
八

1
一
八
四
二

屋
代
弘
賢
は
、
持
明
院
流
の
書
家
で
あ
る
。
寛
政
二
年
ご
七
九

O
)
よ
り
柴
野
栗
山
の
も
と
で
『
国
鑑
』
編
纂
に
参
加
。
寛
政
四

年
に
は
、

の
ち
に
述
べ
る
畿
内
寺
社
宝
物
調
査
に
参
加
。
翌
五
年
よ
り
奥
右
筆
所
詰
に
昇
格
し
、

ま
た
和
学
講
談
所
会
頭
に
も
就
任
し

た
。
同
時
代
の
〈
考
証
家
〉
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
和
学
講
談
所
の
み
な
ら
ず
、
耽
奇
会
や
兎
園
会
な
ど
〈
考
証
家
〉
の

活
動
を
特
徴
付
け
る
サ
ー
ク
ル
や
事
業
に
は
こ
と
ご
と
く
同
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
弘
賢
に
関
す
る
世
評
を
、



小
説
家
主
人
に
よ
る
戯
作
『
皇
朝
学
者
妙
々
奇
談

し
り
う
ご
と
』
(
天
保
二
年
H

一
八
一
二
一
序
)
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。
乞
食
僧
に
化

け
て
現
れ
た
空
海
が
、
弘
賢
を
詰
る
場
面
で
あ
る
。

(
4
)
 

足
下
古
跡
に
似
す
る
を
巧
と
せ
ざ
る
見
識
を
ば
用
ひ
ず
、
や
〉
も
す
れ
ば
、
わ
が
古
跡
を
襲
ひ
て
よ
し
と
せ
ら
る
・
:
。

(
5
)
 

足
下
す
こ
ぶ
る
蔵
書
家
の
聞
え
あ
り
て
、
不
忍
文
庫
の
名
を
知
ら
ぬ
も
の
も
な
げ
ど
も
、
好
事
癖
は
や
め
ら
れ
よ
。

一九世紀日本におけるく歴史〉の発見

道
語
に
も
無
名
の
名
は
我
を
養
ふ
の
宅
、
無
貨
の
貨
は
我
を
養
ふ
の
福
と
い
へ
ば
、
無
用
の
年
玉
く
ば
り
や
、
黄
金
を
む
さ
ぼ
る

(
6
)
 

事
な
ど
は
、
心
を
つ
け
て
あ
ら
た
め
ら
る
べ
し
。

書
家
と
し
て
の
弘
賢
の
名
声
は
、
主
に
空
海
の
筆
跡
の
分
析
と
そ
の
再
現
，
|
い
わ
ゆ
る
「
臨
書
」

|

l
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
蔵
書
家
と
し
て
も
、
私
文
庫
「
不
忍
文
庫
」
の
名
と
と
も
に
著
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
お
大
尽
ぶ
り
が
揮
撒

さ
れ
る
よ
う
な
い
っ
ぱ
し
の
富
豪
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
全
体
と
し
て
は
、
好
事
家
と
い
う
評
価
が
も
っ
と
も
し
っ
く
り
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
弘
賢
が
、
豊
か
な
経
済
力
と
膨
大
な
蔵
書
、
幕
吏
と
し
て
の
権
限
や
、
何
よ
り
も
そ
の
幅
広
い
人
脈
を
駆
使
し

て
参
画
し
た
様
々
な
事
業
が
、
〈
考
証
家
〉
に
よ
る
〈
歴
史
〉
の
発
見
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
挙
げ
て
お
く
べ
き
重
要
な
契
機
は
、
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)

に
行
わ
れ
た
、
京
・
大
和
地
方
の
寺
社
に
収
蔵
さ
れ
た
宝
物

類
の
幕
府
公
式
調
査
で
あ
る
。
期
間
は
同
年
一

O
月
か
ら
一
一
一
月
。

一
O
月
九
日
に
江
戸
を
立
ち
、
二
二
日
に
京
へ
到
着
。
そ
の
ま
ま

一
一
月
一
六
日
ま
で
京
で
調
査
を
行
い
、

一
七

1
一
九
日
は
宇
治
に
て
調
査
。

一
九
日
か
ら
一
一
一
月
八
日
ま
で
は
奈
良
地
域
で
の
調
査

を
行
っ
て
い
る
。
調
査
責
任
者
は
、
公
儀
寄
合
儒
者
柴
野
栗
山
。
部
下
と
し
て
、
公
儀
本
丸
付
書
役
(
当
時
)
屋
代
弘
賢
と
、
公
儀
具

21 

足
御
用
春
田
永
年
が
随
行
し
て
い
る
。
九
月
末
に
先
行
出
立
し
て
い
た
土
佐
派
の
画
家
・
住
吉
広
行
と
は
、
京
で
合
流
し
た
。
ま
た
、
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(7) 

藤
貞
幹
が
京
で
合
流
し
、
奈
良
地
域
の
調
査
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
弘
賢
の
調
査
紀
行
『
道
の
幸
』
(
寛

政
六
年
序
)
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

遊
た
か
な
る
政
四
と
せ
神
な
月
の
比
、
柴
野
彦
輔
ぬ
し
、
賢
聖
障
子
も
の
せ
ら
れ
し
こ
と
に
よ
り
て
上
京
有
へ
き
由
聞
ゆ
。
住
吉

広
行
は
長
月
末
っ
か
た
と
く
た
ち
ぬ
と
か
。
三
日
の
夜
、
ゃ
っ
か
れ
に
も
ま
か
る
へ
き
よ
し
、
内
〉
の
御
さ
た
あ
り
。
(
中
略
)
さ

る
に
で
も
、
何
の
道
に
か
く
は
物
せ
ら
る
〉
に
や
と
彦
輔
ぬ
し
に
と
ひ
た
れ
は
、

そ
の
こ
と
に
て
侍
り
、
此
た
ひ
か
〉
る
つ
い
て

に
、
都
近
き
あ
た
り
に
あ
り
と
あ
る
古
き
筆
の
あ
と
も
う
つ
し
て
奉
れ
と
の
事
也
。
さ
れ
は
絵
は
広
行
に
、
手
は
そ
こ
に
と
思
ひ

心
の
あ
は
た
〉
し
さ
、

か
ま
へ
た
る
な
り
と
聞
ゆ
。
筆
の
道
は
年
月
こ
の
む
か
た
の
こ
と
な
れ
は
、

(8) 

い
ふ
は
か
り
な
し
。

い
と
ノ
¥
嬉
し
さ
た
と
、

へ
ん
か
た
な
く
、

か
つ
は

「
賢
聖
障
子
」
と
は
、
内
裏
の
中
央
に
位
置
し
、
主
な
宮
中
儀
礼
の
場
と
な
る
紫
震
殿
に
設
置
さ
れ
る
儀
式
用
の
障
子
で
、
唐
代
以
前

の
賢
臣
や
文
人
計
三
二
人
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
平
安
内
裏
は
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
)
に
焼
失
し
、
翌
寛
政
元
年
よ
り
再
建
工
事

が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
栗
山
の
寛
政
四
年
の
上
京
の
主
目
的
は
、
こ
の
紫
震
殿
賢
聖
障
子
の
復
元
作
業
の
監
修
で
あ
る
。
こ
の
機
会
を

利
用
し
て
、
京
・
大
和
各
地
の
寺
社
を
訪
れ
、
宝
物
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
書
画
を
閲
覧
し
、
模
写
し
よ
う
と
言
う
の
だ
。
絵
画
の

模
写
は
む
ろ
ん
、
賢
聖
障
子
復
元
の
絵
筆
を
執
る
住
吉
広
行
の
役
割
。
筆
跡
の
模
写
は
、
臨
書
に
長
り
た
弘
賢
の
役
割
で
あ
る
。

寺
社
の
宝
物
に
は
、
空
海
や
橘
逸
勢
な
ど
の
著
名
な
能
書
家
の
真
筆
と
伝
え
ら
れ
る
1

1
現
在
で
は
「
伝
某
々
筆
L

と
称
さ
れ
る
よ

う
な
|
|
筆
跡
が
数
多
く
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
所
蔵
先
や
装
柏
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て
は
す
で
に
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

弘
賢
も
す
で
に
知
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
文
献
で
間
接
的
に
得
ら
れ
た
デ
l
タ
と
、
現
物
を
直
に
検
分
し
た



場
合
に
し
か
得
ら
れ
な
い
デ

1
タ
と
が
甑
離
す
る
こ
と
も
当
然
あ
る
。
弘
賢
の
調
査
の
場
合
、
甚
だ
し
く
は
真
筆
の
筈
が
ま
っ
た
く
の

贋
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
弘
賢
は
、
自
分
の
鑑
定
結
果
が
宝
物
の
価
値
を
お
と
し
め
て
所
蔵
者

の
怨
み
を
買
う
こ
と
を
怖
れ
、
『
道
の
幸
』
の
公
開
を
ず
い
ぶ
ん
し
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
小
野
茂
語
の
序
文
に
日
く
。

何
の
寺
く
れ
の
社
に
伝
へ
つ
三
宝
と
し
て
あ
か
ま
へ
を
け
る
文
書
を
初
め
、

も
ろ
ノ
¥
の
調
度
ま
て
う
ち
み
る
に
し
た
か
ひ
、

一九世紀日本におけるく歴史〉の発見

浪
速
の
よ
し
あ
し
を
心
に
ま
か
せ
て
記
し
つ
れ
は
、
後
に
聞
伝
ん
法
師
み
こ
の
う
ら
み
を
も
、

(9) 

い
て
其
人
を
欺
く
伝
へ
こ
そ
う
た
て
思
ふ
給
へ
ら
る
れ
。

は
〉
か
り
の
せ
き
と
〉
む
へ
く
思

ふ
と
き
こ
へ
ら
れ
ぬ
る
を
、

『
道
の
幸
』
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
弘
賢
の
調
査
の
模
様
は
、
文
献
を
介
し
た
二
次
的
な
デ
1
タ
で
な
く
現
物
を
直
に
検
分
す
る
こ
と
の

持
つ
大
き
な
意
義
を
、
江
戸
の
〈
考
証
家
〉
た
ち
に
知
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〈
考
証
家
〉
サ
ー
ク
ル
の
会
合
に
、
典
籍
に
せ
よ
文

書
に
せ
よ
美
術
工
芸
品
に
せ
よ
、
あ
た
う
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
物
1
|
近
代
の
語
棄
に
い
う
「
一
次
資
料
」
|
ー
を
持
ち
寄
り
、

そ
の
精
密
な
模
写
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
ケ
l
ス
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
時
期
が
、
こ
の
し
ば
ら
く
後
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
一
方
で
は
、
金
属
器
や
石
造
物
の
銘
文
|
い
わ
ゆ
る
寸
金
石
文
」
|
|
の
拓
本
を
中
心
に
、

一
次
資
料
の
模
本
図
録
集
の
編

纂
・
刊
行
事
業
が
隆
盛
を
迎
え
る
の
も
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
す
ぐ
後
に
な
る
。

，..町、

一一一、_，

「
金
石
文
」
模
本
図
録
の
編
纂
と
刊
行

(
印
)

ま
ず
は
、
模
本
図
録
集
の
主
な
例
を
年
代
順
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

23 

O
屋
代
弘
賢
編
『
金
石
記
』
/
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
刊
行
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寛
政
四
年
畿
内
寺
社
宝
物
調
査
に
随
行
し
た
際
に
採
集
し
た
拓
本
を
、
公
儀
へ
提
出
し
た
物
の
写
し
。

仏
像
・
鐘
・
建
造
物
な
ど
の
銘
文
を
一
一
件
収
録
。
配
列
基
準
な
し
。

O
藤
貞
幹
編
『
好
古
小
録
』
/
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
刊
行

金
石
・
書
画
・
雑
考
の
三
項
目
を
立
て
、
巻
末
に
付
録
と
し
て
模
写
図
を
収
録
。

金
石
資
料
二
二
件
は
お
お
む
ね
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

O
同
編
『
好
古
日
録
』
/
寛
政
八
年
(
一
七
九
六
)
刊
行

特
に
項
目
を
立
て
ず
に
、
金
石
文
を
含
む
古
物
古
文
書
を
一
一
九
件
収
録
。

模
写
図
は
本
文
扱
い
で
、
分
類
配
列
の
秩
序
は
特
に
な
い
。

O
松
平
定
信
編
『
集
古
十
種
』
/
寛
政
一
二
年
(
一
八

O
O
)
成
稿

肖
像
・
肩
額
・
文
房
・
書
画
・
碑
銘
・
鐘
銘
・
銅
器
・
兵
器
・
楽
器
・
印
章
の
一

O
分
類
。

全
八
五
巻
・
収
録
件
数
一
二

O
O点
余
、
細
か
な
考
証
よ
り
も
資
料
収
録
の
網
羅
性
に
秀
で
る
。

各
項
目
内
部
で
の
資
料
の
配
列
に
は
特
に
秩
序
は
な
い
。

O
狩
谷
被
斎
編
『
古
京
遺
文
』
/
文
政
元
年
ご
八
一
八
)
成
稿

金
石
文
資
料
の
み
を
集
め
、
主
資
料
二
七
件
と
付
録
三
件
の
計
三

O
件
収
録
。

資
料
を
綿
密
に
年
代
願
に
配
列
し
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
詳
細
な
考
証
が
付
さ
れ
て
い
る
。

O
西
田
直
養
編
『
金
石
年
表
』
/
天
保
九
年
ご
八
三
八
)
刊
行

金
石
文
の
資
料
名
の
み
を
年
表
形
式
で
五
一

O
件
余
収
録
し
て
い
る
。



直
養
は
本
格
的
な
金
石
文
研
究
書
『
金
石
志
』
を
構
想
し
て
お
り
、
元
々
は
そ
の
付
録
便
覧
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
横
に
注
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
年
代
が
下
る
に
つ
れ
、
収
録
資
料
が
増
え

る
傾
向
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
確
た
る
方
針
を
も
っ
た
資
料
の
分
類
・
配
列
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
、
金
石
文
を
年
代
順
に
配
列
し
よ
う
と
い
う
発
想
の
成
立
は
、
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
多
く
は
成
立
年
次
が
明
記
さ

一九世紀日本におけるく歴史〉の発見

れ
、
し
か
も
文
書
な
ど
と
違
っ
て
コ
ピ

l
ミ
ス
や
改
窟
の
入
る
余
地
の
な
い
金
石
文
の
特
質
に
対
す
る
人
々
の
関
心
が
に
わ
か
に
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
金
石
文
の
歴
史
資
料
化
で
あ
る
。

(
日
)

例
え
ば
、
薬
師
寺
東
塔
第
六
層
屋
上
の
露
盤
|
心
柱
の
土
台
ー
ー
に
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
創
建
当
時
の
銘
文
の
場
合
、
場
所

が
場
所
だ
け
に
実
見
し
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
が
、
弘
賢
は
、
調
査
責
任
者
栗
山
の
強
い
制
止
を
振
り
切
っ
て
塔
の
最
上
層
ま
で
登

り
、
そ
の
銘
文
が
た
し
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
、
同
時
に
そ
の
正
確
な
内
容
を
伝
え
た
。
す
な
わ
ち
、
弘
賢
『
金
石
記
』
「
薬
師

寺
塔
銅
擦
L

に
日
く
。

此
の
銘
は
、
寺
伝
に
云
は
く
、
舎
人
親
王
の
書
な
り
、

と
。
世
遍
く
こ
れ
を
識
れ
ど
も
、
六
層
浮
屠
上
の
空
輪
心
柱
に
刻
ま
れ
、

最
も
得
難
し
。
弘
賢
希
有
に
も
こ
れ
を
獲
て
、
件
躍
に
堪
へ
ず
。
以
て
此
に
粘
り
、
嘗
ろ
み
に
日
は
ば
、
天
武
天
皇
九
年
庚
辰
を

以
て
即
位
八
年
と
す
。
其
の
舎
人
親
王
の
書
な
り
と
せ
ば
、
則
ち
何
ぞ
紀
を
合
せ
ざ
ら
ん
や
、
と
。
或
る
人
日
く
、
否
な
り
。
此

は
こ
れ
、
当
時
実
を
以
て
書
す
る
の
み
。
蓋
し
撰
史
に
筆
を
曲
げ
る
こ
と
、
亦
た
己
む
を
得
ざ
る
な
り
、

(ロ)

に
徴
す
べ
し
。

と
。
以
て
日
本
史
正
論

25 

こ
の
銘
文
は
、
天
武
天
皇
即
位
八
年
を
庚
辰
の
年
と
伝
え
て
い
る
。
す
る
と
即
位
元
年
は
き
人
酉
の
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
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『
日
本
書
紀
』
天
武
紀
で
は
、
即
位
元
年
は
壬
申
の
年
と
さ
れ
て
い
る
。
薬
師
寺
側
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
銘
文
の
揮
事
者
は
ほ
か
で
も

な
い
『
日
本
書
紀
』
の
撰
者
・
舎
人
親
王
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。
弘
賢
と
そ
の
助
言
者
は
、
こ
の
阻
酷
を
『
日
本
書
紀
』

記
述
の
政
治
的
な
歪
曲
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
武
の
即
位
が
銘
文
通
り
突
酉
の
年
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
壬

申
の
乱
に
先
だ
っ
て
大
友
皇
子
の
即
位
が
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
濃
く
な
る
。

一
方
、
天
武
の
即
位
を
壬
申
の
年
と
す
る
『
日
本
書

紀
』
の
記
述
は
、
大
友
の
即
位
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
が
ほ
か
な
ら
ぬ
天
武
朝
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と

な
ど
か
ら
見
て
、
天
武
朝
の
自
己
正
統
化
の
た
め
に
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
即
位
の
年
を
詐
称
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
た

(
臼
)

の
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
、
寛
政
六
年
(
一
七
九
四
)
、
和
学
講
談
所
会
頭
日
下
部
勝
皐
の
『
薬
師
寺
擦
銘
釈
』
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
勝
皐
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
撰
定
年
次
が
擦
銘
の
製
作
年
次
よ
り
さ
ら
に
十
数
年
の
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
擦
銘
の
記

述
を
真
と
し
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
政
治
的
な
査
曲
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
『
日
本
書
紀
』
を
含
め
た
諸
典
籍
の
異
本
の
対
照
や
原
本
の
復
元
な
ど
、
近
代
で
言
う
書
誌
学
的
な
作
業
が

成
立
し
始
め
た
時
期
で
も
あ
る
。
典
籍
の
原
資
料
を
求
め
る
そ
う
い
っ
た
動
き
に
呼
応
し
て
金
石
文
へ
の
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
る
状

況
の
中
で
、
弘
賢
の
決
死
の
資
料
実
見
と
勝
皐
の
『
書
紀
』
歪
曲
論
が
持
っ
た
で
あ
ろ
う
衝
撃
は
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
金
石
文
の
模
本
図
録
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
る
の
は
、
文
献
に
よ
る
二
次
的
デ

1
タ
で
な
く
原
資
料
を
直
に
検
分
す
る
こ
と
の
重
要

さ
を
弘
賢
が
証
明
し
た
こ
と
と
呼
応
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
図
録
で
資
料
が
年
代
順
に
配
列
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
、

典
籍
の
記
述
の
改
憲
や
歪
曲
を
札
す
力
が
金
石
資
料
に
あ
る
こ
と
を
勝
皐
が
証
明
し
た
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。



(
四
)

『
古
今
要
覧
』
編
纂
事
業

以
上
、
幾
分
散
漫
な
が
ら
も
、
〈
考
証
家
〉
の
活
動
に
お
い
て
〈
歴
史
〉
と
い
う
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
に

つ
い
て
、
二
つ
の
重
要
な
契
機
に
関
わ
ら
せ
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
〈
考
証
家
〉
た
ち
の
該
博
な
作
業
群
の
集
大
成
を
目
論
む
一
大

一九世紀日本におけるく歴史〉の発見

事
業
の
登
場
に
つ
い
て
述
べ
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

文
化
七
年
(
一
八
一

O
)
屋
代
弘
賢
は
、
公
儀
よ
り
『
古
今
要
覧
』
編
纂
を
主
管
せ
よ
と
の
命
を
受
げ
た
。
以
後
弘
賢
は
、
多
数
の

〈
考
証
家
〉
た
ち
を
と
り
ま
と
め
つ
つ
、

一
八
分
類
八
五
項
目
に
わ
た
る
壮
大
な
構
想
の
も
と
に
百
科
全
書
『
古
今
要
覧
』
の
編
纂
事

業
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
成
果
が
調
進
さ
れ
る
の
が
文
政
四
年
(
一
八
二
一
)
。
そ
の
後
も
年
一
固
な
い
し
二
回
、
順
次
成

果
が
調
進
さ
れ
、
天
保
一
一
年
(
一
八
四

O
)
弘
賢
が
没
し
て
後
も
翌
々
年
の
天
保
一
三
年
ご
八
四
二
)
年
ま
で
調
進
は
続
け
ら
れ

た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
こ
で
編
纂
は
中
絶
し
、
未
完
と
な
っ
た
。

事
業
と
し
て
は
公
儀
の
も
の
で
あ
る
が
、
創
案
自
体
は
弘
賢
が
か
な
り
以
前
よ
り
暖
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
弘
賢
の
手
に
な
る
凡

例
(
寛
政
一

O
年
H

一
七
九
八
付
)

に
よ
り
、

そ
の
構
想
の
一
端
に
触
れ
て
み
よ
う
。

凡
我
邦
の
経
済
、
惰
唐
の
制
に
本
づ
か
れ
し
よ
り
し
て
今
日
の
太
平
に
至
る
。
是
古
聖
王
の
教
旨
に
し
て
、
其
う
つ
し
学
ぶ
べ
き

は
こ
れ
を
取
う
つ
し
、
学
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
は
是
を
捨
て
、
風
土
自
然
の
然
ら
し
む
る
所
に
よ
っ
て
制
を
立
て
法
を
設
ら
る
。
礼
は

人
情
に
本
づ
く
と
い
へ
れ
ば
、
こ
〉
に
異
議
な
か
る
べ

Lo---今
此
書
の
し
る
す
所
は
我
古
聖
王
の
教
旨
よ
り
出
て
西
土
の
法
に

よ
ら
れ
し
所
、
其
証
拠
明
確
な
る
も
の
は
こ
と
ノ
¥
こ
れ
を
の
せ
、
す
べ
て
の
事
物
其
起
る
所
を
初
に
し
沿
革
を
後
に
し
、
或
は
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名
有
て
物
亡
び
、
或
は
物
伝
は
り
て
名
存
せ
ざ
る
、
諸
家
の
考
索
を
得
て
、
其
の
所
以
を
知
者
も
亦
皆
是
を
識
し
、
其
考
索
を
失

(U) 

し
説
を
あ
や
ま
る
も
の
も
捨
ず
し
て
其
下
に
分
注
し
、
こ
れ
が
是
非
を
弁
じ
て
童
蒙
の
惑
を
解
。

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
弘
賢
の
同
時
代
に
は
す
で
に
国
学
が
成
立
し
、

一
定
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
し
、
弘
賢
自
身
も
平
田
篤
胤
な
ど

の
国
学
者
と
親
交
を
保
っ
て
い
た
。
国
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
惰
や
唐
か
ら
輸
入
さ
れ
た
制
度
は
、
日
本
古
来
の
良
俗
を
乱
し
た
当

輸
入
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
の
考
証
を
よ
く
し
て
も
、

の
も
の
で
あ
り
、
古
代
と
現
代
を
隔
て
る
忌
ま
わ
し
き
爽
雑
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
対
し
て
〈
考
証
家
〉
の
中
に
は
、
度
量
衡
な
ど
の

(
日
)

そ
れ
以
前
の
生
活
風
俗
に
つ
い
て
は
無
頓
着
な
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
弘
賢
は
、

そ
の
両
方
|
|
日
本
古
来
の
事
物
も
中
国
よ
り
輸
入
し
た
事
物
も
ー
ー
を
と
も
に
『
古
今
要
覧
』
に
収
録
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
弘
賢
が
同
時
代
の
諸
学
問
諸
考
証
の
集
大
成
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

で
は
い
っ
た
い
弘
賢
は
、

ど
う
い
っ
た
体
系
の
も
と
に
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
第
一
に
「
其
起
る
所
L

す
な
わ
ち

起
源
と
、
寸
沿
革
」
す
な
わ
ち
事
物
が
そ
の
様
態
を
ど
う
変
遷
さ
せ
て
い
っ
た
か
の
来
歴
と
を
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
第
二
に
、

「
名
有
て
物
亡
び
L

た
事
物
や
逆
に
「
物
伝
は
り
て
名
存
せ
ざ
る
L

事
物
の
名
と
物
の
関
係
を
復
元
す
る
こ
と
。
第
三
に
「
諸
家
の
考

索
L

を
積
極
的
に
吸
収
し
、
「
其
の
所
以
を
知
者
L

つ
ま
り
当
を
得
て
い
る
説
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
寸
其
考
索
を
失
し
説
を
あ
や
ま
る

も
の
」
を
も
併
記
し
、

そ
の
事
物
に
ま
つ
わ
る
考
証
の
来
歴
を
も
記
録
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
事
物
そ
れ
自
体
・
そ
の
呼
称
・
事
物

に
対
す
る
考
証
ー
ー
そ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
起
源
と
来
歴
を
す
べ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
言
う
な
れ
ば
こ
れ

は
、
知
の
体
系
そ
の
も
の
の
起
源
と
来
歴
を
記
そ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
稿
の
課
題
と
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
寸
沿
革
L

す
な
わ
ち
来
歴
を
編
纂
体
系
の
軸
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
以
前



の
百
科
全
書

l
l
厳
密
に
は
、
前
・
百
科
全
書
的
な
「
類
書
」
ー
ー
に
は
、
こ
う
い
っ
た
軸
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
。
例
え
ば
、

し当

わ
ゆ
る
「
有
職
故
実
」
学
を
体
系
化
し
た
伊
勢
貞
丈
の
『
貞
丈
雑
記
』
(
宝
暦
一
三
年

1
天
明
四
年
頃
成
稿
)
の
奥
書
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。
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こ
の
雑
記
は
、
我
が
子
孫
家
伝
の
古
書
を
見
る
便
に
も
な
れ
か
し
、
文
人
に
故
実
問
わ
れ
た
ら
ん
時
に
返
答
の
た
す
け
に
も
な
れ

(
時
)

か
し
と
、
書
き
あ
つ
め
置
く
な
り
。

寸
故
実
」
は
本
来
、
古
い
儀
式
秩
序
の
知
識
を
保
存
す
る
た
め
の
学
問
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
起
源
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
弘
賢
の
よ
う
に
、
起
源
ば
か
り
で
な
く
来
歴
|
|
い
わ
ば
、
事
物
の
純
粋
な
形
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
事
物
の
あ
り

ょ
う
ー
ー
に
も
等
し
く
記
述
す
る
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
眼
前
に
あ
る
二
次
的
な
事
物
で
な
く
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
一
次
資
料
を
求
め
る
趨
勢
は
、
こ
の
『
古
今
要
覧
』
が
構
想
さ
れ

る
よ
う
な
段
階
に
至
っ
て
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
来
歴
を
も
記
述
の
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は
起
源
の
発
見
に
よ
っ
て

一
度
切
断
さ
れ
た
古
へ
と
今
と
を
、
再
び
記
述
に
よ
っ
て
充
填
す
る
作
業
で
あ
り
、
〈
歴
史
〉
と
い
う
適
時
的
な
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の

中
に
事
物
を
位
置
づ
け
、
そ
の
意
味
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
の
登
場
と
し
て
の
〈
歴
史
〉

の
発
見
と
、

そ
こ
で
成
立
し
た
新
た
な
知
は
、
知
の
体
系
自
体
の
来
歴
を
記
述
す
る
百
科
全
書
と
い
う
技
法
と
も
に
明
治
維
新
後
に
引

き
継
が
れ
て
い
く
。
や
が
て
そ
れ
は
、
歴
史
学
|
|
就
中
寸
国
史
学
」
|
|
の
成
立
と
と
も
に
解
体
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
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注

1 2 

東
渡
の
登
場
と
儒
学
史
記
述
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
宇
野
田
尚
哉
ぷ
命
題
》
か
ら
《
発
話
》
へ

l
|
一
八
世
紀
日
本
に
お
け
る
《
儒

学
史
》
の
成
立
と
儒
家
的
知
の
変
容
|
|
」
(
『
懐
徳
』
第
六
四
号
。
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
九
六
)
に
詳
し
い
。

〈
考
証
家
〉
的
知
の
成
立
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
〈
歴
史
〉
の
読
み
出
し
/
〈
歴
史
〉
の
受
肉
化
|
|
〈
考
証
家
〉
の
一

九
世
紀
|
|
」
(
『
江
戸
の
思
想
』
第
七
号
「
思
想
史
の
一
九
世
紀
L

。
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
)
を
参
照
の
こ
と
。

屋
代
弘
賢
の
伝
記
的
事
項
に
関
し
て
は
、
小
杉
極
郁
「
源
弘
賢
翁
の
略
伝
L

(

『
古
今
要
覧
稿
』
第
六
巻
。
国
書
刊
行
会
、
一
九

O
五。

原
書
房
復
刻
版
、
一
九
七
二
)
お
よ
び
森
銑
一
二
「
屋
代
弘
賢
」
(
『
森
銑
三
著
作
集
L

第
七
巻
。
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
)
に
詳
し

『
百
家
説
林
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
八
九
二
)
正
編
下
一
二
五
四
頁
。

同
右
、
一
二
五
五
頁
。

同
右
、
二
一
五
六
頁
。

藤
貞
幹
の
参
加
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
は
、
「
寛
政
四
年
一
一
月
一
八
日
付
立
原
甚
五
郎
宛
藤
貞
幹
書
簡
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

寸
一
先
月
廿
二
日
、
御
用
ニ
付
、
栗
山
子
並
屋
代
氏
上
京
。
四
年
前
永
訣
之
意
ニ
而
し
分
挟
候
処
、
不
存
寄
緩
々
面
会
仕
候
。
毎
々

御
噂
な
と
申
・
出
申
候
。
昨
日
よ
り
宇
治
へ
発
向
、
明
日
は
南
都
へ
参
り
被
申
候
趣
ニ
御
座
候
」
(
『
無
仏
斎
手
簡
』
よ
り
。
『
日
本
芸
林

叢
書
』
(
鳳
出
版
、
一
九
七
二
)
第
九
巻
五
五
頁
。
ま
た
弘
賢
『
金
石
記
』
と
貞
幹
『
好
古
小
録
』
に
は
、
寸
興
福
寺
南
円
堂
前
銅
灯

台
L

な
ど
、
収
録
資
料
お
よ
び
そ
の
考
証
に
関
し
て
数
点
に
わ
た
る
一
致
が
見
ら
れ
る
。

国
会
図
書
館
所
蔵
『
鴬
宿
雑
記
』
第
八
七
巻
収
録
『
道
の
幸
』
三
丁
オ
モ
テ
。

同
右
二
丁
オ
モ
テ
。

金
石
文
の
図
録
に
関
す
る
以
下
の
記
述
に
際
し
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
し
た
。
鈴
木
晴
彦
「
「
日
本
金
石
学
」
草
創
期

l
l
江
戸
期

の
金
石
研
究
概
観
l
|」
(
『
書
道
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
。
美
術
新
聞
社
、
一
九
八
七
)
。
同
「
「
日
本
金
石
学
L

草
創
期
・
補
遺
|
|

『
古
京
遺
文
』
再
検
|
」
(
『
書
道
研
究
』
第
三
巻
第
四
号
。
同
前
、
一
九
八
九
)
。

弘
賢
が
実
見
し
た
結
果
、
銘
文
は
露
盤
で
は
な
く
、
心
柱
そ
の
も
の
の
根
元
(
す
な
わ
ち
「
擦
」
)
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

3 (
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(7) 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)
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た。『
芸
苑
叢
書
』
第
二
期
第
六
回
『
金
石
記
』
四
頁
。
原
漢
文
。

大
友
即
位
論
・
非
即
位
論
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
と
展
開
、
な
ら
び
に
そ
こ
で
の
金
石
資
料
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
星
野
良
作
『
研
究
史

壬
申
の
乱
(
増
補
版
)
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
。
原
著
一
九
七
三
)
を
参
照
し
た
。

『
古
今
要
覧
稿
』
第
一
巻
「
凡
例
」
一
一
頁
(
国
書
刊
行
会
、
一
九

O
五
。
原
書
房
復
刻
版
、
一
九
七
一
)
。

〈
考
証
家
〉
が
共
有
す
る
「
モ
ノ
へ
の
こ
だ
わ
り
」
か
ら
生
ま
れ
る
、
こ
の
国
学
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
歴
史
の
読

み
出
し
/
歴
史
の
受
肉
化
L

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
国
学
の
側
か
ら
の
〈
考
証
家
〉
と
の
差
異
化
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
知
の

伝
播
と
衝
撃
|
|
平
田
篤
胤
と
『
毅
誉
相
半
書
』
|
|
」
(
『
江
一
戸
の
思
想
』
第
五
号
「
読
書
の
社
会
史
L

。
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
)

を
参
照
の
こ
と
。

東
洋
文
庫
『
貞
丈
雑
記
』
第
一
巻
序
回
頁
(
平
凡
社
、

13 12 (H) 

(
日
)

(
日
)

一
九
八
五
)
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)


