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『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
漢
籍
利
用
に
関
す
る
い
く

つ
か
の
問
題

中

本

大

一
、
金
日
騨
と
郡
皇
后

そ
の
学
才
を
嘱
望
さ
れ
、
唐
土
に
遺
わ
さ
れ
た
主
人
公
、
橘
氏
忠
の
皇

帝
か
ら
の
あ
ま
り
の
鐘
愛
ぶ
り
を
嫉
妬
し
た
近
臣
の
誹
謗
を
受
け
、
皇
帝

自
ら
次
の
如
き
言
を
示
し
た
。

漢
武
の
金
日
碑
　
我
国
の
人
に
あ
ら
さ
り
き
　
人
を
も
ち
ゐ
る
こ
と

ハ
　
た
ゝ
そ
の
か
た
ち
心
に
し
た
か
ふ
へ
し

（１
）

異
国
に
渡
り
皇
帝
の
信
頼
を
獲
得
し
、
後
に
少
主
を
補
佐
す
る
任
も
委

ね
ら
れ
た
氏
忠
の
立
場
が

『漢
書
』
所
収
、

「雹
光
金
日
暉
」
伝

（２
）

に
採
録
さ
れ
て
い
る
種
光
、
金
日
暉
二
人
の
事
蹟
に
類
似
し
て
い
る
こ
と

は
既
に
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
萩
谷
朴
氏
は
論
考

「
松
浦
宮

物
語
作
者
と
そ
の
漢
学
的
素
養
」

（３
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

松
浦
宮
物
語
の
作
者
は
、
ま
こ
と
に
奇
妙
な
癖
の
所
有
者
で
あ
る
。

若
彼
が
、
作
中
の
一
人
物
を
史
上
実
在
の
人
に
比
べ
て
、

「
彼
は
某

の
や
う
だ
。
」
と
云
つ
て
ゐ
る
な
ら
、
そ
れ
は
作
者
が
、
そ
の
人
物

の
モ
デ
ル
を
当
の
史
実
か
ら
悉
皆
貰
つ
て
来
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
事

を
明
白
に
公
言
し
て
ゐ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
が
読

者
を
見
下
し
た

一
種
の
放
言
に
も
均
し
い
。
こ
の
や
う
な
事
は
、
ひ

と
り
人
物
構
造
の
み
に
限
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
物
語
の
主
人

公
た
る
弁
少
将
と
金
日
暉
と
の
関
係
の
如
き
は
、
そ
の
著
し
い
例
の

一
つ
で
あ
る
。
…
…

〈中
略
〉
…
…
松
浦
宮
物
語
は
、
漢
書
そ
の
ま

ゝ
の
翻
案
で
あ
る
と
云
つ
て
も
過
言
で
な
い
程
に
見
え
る
。
以
上
の

理
由
よ
り
し
て
、
作
者
が
弁
少
将
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
の
性
格
や

行
為
に
、
金
日
暉
と
い
ふ
史
上
の
人
物
を
漢
書
よ
り
移
入
し
来
つ
た

も
の
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
…
１

〈後
略
〉

即
ち
、

「全
て
原
書
に
よ
つ
て
、
中
国
人
と
同

一
の
立
場
に
あ
つ
て
、
中

国
の
歴
史
を
眺
め
て
ゐ
た
我
国
上
代
の
知
識
人
に
と
つ
て
は
、
金
日
暉
な

る
人
物
は
中
国
人
間
に
於
け
る
と
同
様
に
顕
著
な
存
在
で
あ
つ
た
筈
で
あ

る
」

（萩
谷
氏
）
た
め
、
こ
う
し
た
翻
案

（氏
は

「読
者
を
見
下
し
た
放

言
」
と
記
さ
れ
た
が
）
を
物
語
上
の
汚
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

事
実
、

『文
選
』
所
収
、
左
思

「詠
史
詩
」
の
第
二
首
、

金
張
籍
旧
業
　
　
七
葉
珂
漢
紹

及
び
、
第
四
首
、
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朝
集
金
張
館
　
　
暮
宿
許
史
童

等
の
措
辞
の
如
く
、
七
葉
、
つ
ま
り
子
孫
末
代
ま
で
の
栄
華
を
創
し
た
金

日
暉
の
名
は
張
湯
と
並
称
さ
れ
、
貴
顕
の
象
徴
と
し
て
本
国
の
詩
文
の
中

で
も
盛
ん
に
引
用
さ
れ
る
所
で
あ

っ
た
。　
一
例
を
挙
げ
る
と
、
類
書

『初

学
記
』

「
貴
」
門
の
事
対
で
逸
事
の
引
用
と
共
に
掲
げ
ら
れ
た

「七
葉
」

「金
張
」
の
措
辞
は
、

『本
朝
文
枠
』
に
も
、

散
卒
降
虜
之
士
　
　
貌
蝉
伝
七
葉
之
風

蘭
牧
頁
堅
之
家
　
　
出
入
歩
五
華
之
月

（巻
第
九
　
大
江
以
言

「
早
夏
陪
宴
云
々
詩
序
」
）

其
外
金
張
華
族
之
家
　
風
月
藻
思
之
輩

（巻
第
十
　
同

「
七
言
暮
春
施
無
長
寺
眺
望
」
）

右
掲
、
大
江
以
言
の
作
例
を
確
認
し
得
る
他
、

『雲
州
往
来
』

『
泥
之
草

再
新
』
等
に
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
り

（
４
）
、
平
安
時
代
中
後
期
を
通

し
て
、
公
卿
間
に
親
久
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
何
よ
り
、
後
掲
、

『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
十
九
日
条
に
、
定

家
自
身
の
手
に
拠
っ
て

「金
日
暉
之
忠
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
も
あ
る

（
５
）
。

老
尼
之
通
身
無
故
辛
苦
、
心
神
洸
忽
、
而
徒
在
臥
内
、
僅
見
旧
史
暫

慰
心
緒
、
只
思
後
学
、
有
楊
子
雲
之
才
、
有
金
日
暉
之
忠

建
保
元
年
、
定
家
は
齢
五
十
二
歳
で
あ
る
。
老
年
に
さ
し
か
か

っ
た
彼
が

心
中
共
感
し
、
敬
愛
し
得
る
人
物
と
し
て
揚
雄
と
並
ん
で
金
日
騨
が
積
極

的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
定
家
の
金
日
弾
へ
の
傾
倒
を
勘
案
し
た
時
、

『松
浦
宮
物
語
』

作
者
が
、
単
に
人
物
造
形
の
手
間
を
省
く
た
め
に
唐
上
の
偉
人
に
言
及
し

た
と
は
短
絡
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
今
日
的
な
評
価
で

は
読
者
を
意
識
し
て
モ
デ
ル
を
轄
晦
す
る
技
法
に
高
い
評
価
を
与
え
る
こ

と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
が
あ
く
ま
で
執
筆
当
時
の
定

家
自
身
の
興
味
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
己
表
自
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
金
日
暉
の
手
腕
に
比
肩
し
得
る
人
物
と
し
て
の
主
人
公
、
弁
少
将

氏
忠
を
強
く
印
象
付
け
た
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『松
浦
宮
物
語
』
が
数
多
の
擬
古
物
語
群
、
中
で
も

『狭
衣
物
語
』
に

も
そ
の
書
名
の
見
え
る

『か
ら
く
に
』
の
物
語
や

『浜
松
中
納
言
物
語
』

等
、
中
国
に
舞
台
を
設
定
し
た
作
品
に
類
似
し
た
構
想
を
持
つ
の
み
な
ら

ず
、

『宇
津
保
物
語
』

『源
氏
物
語
』
の
構
想
や
人
物
造
形
を
も
高
度
に

摂
取
、
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
、
定
家
の
興
味

が
漢
文
よ
り
も
和
文
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
漢
故
事
や
漢
知
識
の
利
用
は
そ

れ
と
は
全
く
異
な
る
別
の
手
法
に
よ
っ
て
作
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と

見
な
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
か
る
観
点
か
ら
す
る
と
、
物
語
後
半
部
の
女
主
人
公
と
な
る
郡
皇
后

も
金
日
暉
同
様
、
作
者
自
ら
が
そ
の
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
し
た
好
例
と
称

し
得
る
の
で
あ
る
。

作
中
の

「
郡
皇
后
」
が
そ
の
姓
か
ら
後
漢
の
和
帝
の
后
、
漢
六
后
の
一

に
も
数
え
ら
れ
た

（６
）
和
燕
郡
后
の
事
蹟
に
材
を
採

っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
萩
谷
氏
も
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る

（
７
）
。

『後
漢
書
』
の
記
述
に

拠
る
と
、
実
在
の
部
后
も
容
貌
美
麗
に
し
て
恭
粛
小
心
、
高
徳
の
賢
婦
人

で
あ
り
、
帝
の
死
後
、
二
帝
を
輔
佐
し
、
自
ら
徳
政
を
多
く
し
た
こ
と
が



知
ら
れ
、
物
語
中
の
部
皇
后
の
為
人
に
も
合
致
し
、
定
家
が
依
拠
し
た
の

こ
と
は
間
違
い
の
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
定
家
は
、

物
語
後
半
の
二
人
の
主
人
公
―
弁
少
将
と
郡
皇
后
―
の
境
遇
を
、
正
史
、

そ
れ
も
三
史
に
所
収
さ
れ
た
偉
人
の
伝
記
に
具
体
的
に
比
し
、
そ
の
為
人

の
卓
絶
な
る
こ
と
を
明
確
か
つ
鮮
明
に
読
者
に
印
象
付
け
る
効
果
を
狙
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
、
前
漢
の
金
日
暉
と
後
漢
の

部
后
の
間
に
史
書
の
上
で
は
何
の
つ
な
が
り
も
な
く
、
ま
た
、
唐
土
に
お

い
て
も
後
代
の
伝
奇
等
で
二
人
が
結
び
付
け
ら
れ
た
り
、
同
出
す
る
例
は

未
だ
見
出
し
て
は
い
な
い
。
実
際
、
物
語
内
部
で
も
、
設
定
さ
れ
た
境
遇

の
点
で
は
両
者
各
々
モ
デ
ル
に
準
し
て
い
る
も
の
の
、
展
開
の
中
で
は
か

か
る
要
素
は
副
次
的
な
も
の
と
な
り
、
現
実
の
事
蹟
と
は

一
線
を
画
し
た

超
人
間
的
側
面
に
主
眼
が
注
が
れ
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
、
定
家
は
唐
土
に
舞
台
を
設
定
し
た
時
、
読
者
の
側
か
ら
し
て
も

そ
の
性
格
の
想
定
し
や
す
い
よ
う
な
具
体
的
な
人
物
モ
デ
ル
を
準
備
し
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て

「放
言
」
な
ど
と
短
絡
す
べ
き
も
の
な
ど

で
は
な
く
、
異
国
の
人
物
を
描
く
上
で
は
有
効
な
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、

「
し
や
う
さ
ん
」
は

「商
山
」
か

唐
土
に
渡

っ
た
弁
少
将
は
月
夜
に
紡
雀
す
る
中
、
老
翁
陶
紅
英
に
選
近

し
、
華
陽
公
主
よ
り
琴
の
伝
授
を
受
け
る
た
め
、

「
し
や
う
さ
ん
」
に
赴

く
べ
き
こ
と
を
教
示
さ
れ
る
。
物
語
構
成
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る

琴
の
伝
授
の
発
端
と
な
る
場
面
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
琴
の
名
手
、
華

陽
公
主
の
こ
も
る
場
所

「
し
や
う
さ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
先
学
諸
氏
、
ほ

ぼ

「商
山
」
の
表
記
を
宛
て
る
こ
と
で
異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

萩
谷
氏
は

『読
史
方
興
紀
要
』
を
閲
せ
ら
れ
、
そ
の
表
記
を
検
討
さ
れ

た
後
、

「
湘
山
」

ｏ
「
商
山
」
を
候
補
と
し
て
掲
げ
、

と
り
わ
け
商
山
は
湘
山
よ
り
も
更
に
長
安
に
近
く
、
作
品
の
構
想
に

叶
っ
た
立
地
条
件
を
備
え
て
い
る
上
に
、

『白
氏
文
集
』
の
中
に
も

そ
の
名
が
頻
出
し
て
い
る
の
で
、
作
者
に
は
よ
り
親
熟
し
た
地
名
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
さ
れ
、

「
全
般
に
見
て
、
作
者
が
作
品
の
世
界
に
設
定
し
た
距
離
感
が
、

地
理
的
事
実
に
比
し
て
狭
少
に
失
す
る
の
は
、
大
陸
の
広
大
を
体
験
せ
ざ

る
平
安
人
士
と
し
て
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
」
と
些
か
問
題

点
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、

「商
山
」
を
よ
り
好
ま
し
い
も
の
と
結
論
付

け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た

（８
）
。

吉
田
幸

一
氏
も
萩
谷
氏
の
説
に
同
意
さ
れ
た
後
、

『唐
物
語
』
と
の
関

係
を
指
摘
さ
れ
て
、

と
こ
ろ
で
こ
の
商
山
は
、

「唐
物
語
』
第
十
七
の
商
山
四
皓
に
見
え

る
山
で
あ
る
。

『唐
物
語
』
で
は
、

「
商
山
と
い
ふ
山
に
世
を
遁
れ

つ
ゝ
、
帝
の
召
す
に
も
ま
ゐ
ら
で
、
こ
も
り
ゐ
た
る
賢
人
四
人
」
と

あ
る
や
う
に
、
秦
の
乱
を
避
け
て
隠
れ
た
四
人
の
話
で
あ
る
。
尤
も

こ
の
出
典
は
、

『
史
記
』
留
侯
世
家
や
高
士
伝
で
あ
ら
う
か
ら
、

『松
浦
宮
』
の
作
者
が
原
典
を
読
ん
で
書
い
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
が
、

な
ほ

『松
浦
宮
』
で
は
、
氏
忠
が
華
陽
公
主
を
訪
ね
て
契
を
結
び
別

れ
る
条
に
、



「
こ
の
楼
は
む
か
し
ひ
ぢ
り
の
た
て
お
き
し
時
よ
り
、
い
さ
ぎ

よ
き
地
と
し
て
さ
ら
に
み
だ
る
ゝ
こ
と
な
し
。
日
月
そ
ら
に
し

り
、
地
神
し
も
に
ま
も
り
た
ま
ふ
所
也
。
山
の
さ
ま
す
ぐ
れ
て

ふ
か
き
琴
の
ね
に
か
な
へ
る
に
よ
り
て
、
こ
の
所
を
し
め
て
こ

の
し
ら
べ
を
な
ら
ふ
こ
と
、
七
年
に
な
り
ぬ
。
云
々
」

と
あ
る

「む
か
し
ひ
ぢ
り
」
と
い
ふ
の
は
、
四
皓
を
指
し
て
ゐ
る
こ

と
を
挙
げ
て
お
く
。

と
ま
と
め
ら
れ
、
萩
谷
氏
の
説
を
補
強
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

（９
）
。

確
か
に
萩
谷
氏
の
説
の
如
く
、
実
際
上
の
地
理
と
の
不
整
合
は
問
題
で

は
な
い
と
し
て
も
、

「
し
や
う
さ
ん
」
の
表
記
に

「
商
山
」
を
宛
て
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
か
ら
多
少
の
疑
間
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

第

一
に
、
琴
と
の
関
係
で
あ
る
。
琴
は
棋

・
書

・
画
と
並
ぶ
神
仙
や
隠

者
の
玩
物
で
あ
り
、
仙
人
に
擬
せ
ら
れ
る
商
山
四
皓
に
し
て
み
れ
ば
そ
れ

だ
け
で
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
も
見
な
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
四
皓
と

琴
を
繋
ぐ
密
接
な
要
素
は
見
出
し
得
ず
、

「
琴
の
伝
授
」
と
い
う
物
語
の

重
大
な
要
素
の
背
景
と
な
る
に
は
最
適
と
は
言
い
き
れ
な
い
面
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
楼
と
の
関
係
で
あ
る
。
吉
田
氏
は

「む
か
し
ひ
ぢ
り
」
の
建

て
置
い
た
楼
閣
を
商
山
四
皓
の
住
ま
い
の
如
く
解
し
て
お
ら
れ
も
の
の
、

四
皓
が
商
山
に
楼
閣
を
構
え
た
と
い
う
逸
話
は
遺
憾
な
が
ら
管
見
で
は
見

出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
、
先
述
の
如
く
、
作
者
定
家
が
唐
上
の
事
物
を
描
く
に
あ
た
り
、

か
な
り
具
体
的
な
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
勘

案
す
る
と
、
こ
の

「
し
や
う
さ
ん
」
も
琴
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
何

ら
か
の
具
体
的
背
景
を
伴

っ
た
地
名
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

事
実
、
右
の
観
点
か
ら
し
て
注
目
す
べ
き

「
し
や
う
さ
ん
」
の
記
述
が

次
掲
、
西
野
本

『仲
文
章
』
の

「
吏
民
」
編
所
収
の
対
句
の
双
行
注
の
中

に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

師
広
蠣
眉
　
哭
於
琴
前

子
広
恨
天
　
避
於
楼
前

〈周
書
日
、
師
広
者
斉
朝
臣
也
。
能
調
琴
、

足
被
重
。
即
当
皇
之
不
治
、
懐
嘆
而
入
松
山
。
〉

（括
弧
内
が
双
行

注
）

即
ち
、
琴
の
名
手
で
あ

っ
た

「
師
広
」
な
る
人
物
が
帝
の
不
豫
に
当
た
り
、

嘆
い
て

「
松
山
」
な
る
場
所
に
籠
っ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。

『左
伝
』
や

『史
記
』

。
『韓
詩
外
伝
』

・
『淮
南
子
』
等
各
書
で
言

及
さ
れ
る
師
広
は
春
秋
時
代
、
斉
で
は
な
く
晋
の
平
公
に
仕
え
た
楽
聖
で

あ
る
。
そ
の
逸
話
は

『蒙
求
』
等
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、
本
国
に
あ
っ

て
も
そ
の
名
の
親
炎
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
ｔ

の
記
述
、
西
野
本
を
底
本
と
し
た

『諸
本
集
成
　
仲
文
章
注
解
』

（幼
学

の
会
編
）
で
記
さ
れ
た
注
釈
で
も
、
現
存
の

『周
書
』
と
想
定
し
得
る
各

書

（
『逸
周
書
』

『汲
家
周
書
』
）
に
は
合
致
す
る

「
師
広
」
の
記
事
は

見
出
せ
な
い
こ
と
、

『史
記
』
の
記
述
に
見
え
る

「
師
広
」
は

「
斉
」
で

は
な
く

「
晋
」
の
朝
臣
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
、

「
松
山
」
に
関
し
て

ユふ）、
あ
る
い
は

「師
広
」
と

「商
山
四
皓
」
の

「
四
皓
」
と
を
混
同
す
る



か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば

「松
山
」
は
、

「
商
山
」
を
そ
の
音
に

よ
り
誤
っ
て
宛
て
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
推
論
を
呈
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る

（１０
）
。
確
か
に

「
松
山
」
な
る
固

有
の
地
名
や
山
名
は
地
理
書
や
類
書
等
に
も
見
出
せ
ず
、
所
収
の
故
事
や

或
は
類
似
し
た
逸
話
も
管
見
で
は
他
書
へ
の
収
載
を
確
認
し
得
て
い
な
い
。

し
か
し
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
商
山
四
皓
と
琴
を
結
ぶ
接
点
も
明
確
で
な

く
、

「
師
広
」
と

「
四
皓
」
を
混
同
す
る
合
理
的
要
因
も
、
音
の
類
似
以

外
に
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
右
の
推
論
に
は
疑
間
を
呈
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
は

「
楼
」
と
の
関
係
も
あ
る
。
先
掲
、

「仲
文
章
』
本
文
で
師
広

と
対
句
を
為
し
て
い
た
の
は

「
干
広
」
の
逸
話
で
あ

っ
た
が
、
彼
が
避

（去
）
っ
た
の
が

「
楼
後
」
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

「
干
広
」
の
説
話
自
体
は

「
師
広
」
及
び

「
松
山
」
と
直
接
関
連
す

る
も
の
で
は
な
い
た
め
推
論
は
控
え
る
が
、

「
琴
」
と

「
楼
」
と
い
う

『仲
文
章
』
所
収
の

一
聯
の
対
句
中
に
描
か
れ
た
事
象
が

『松
浦
宮
物
語
』

で
描
か
れ
た

「
し
や
う
さ
ん
」
の
重
要
な
素
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
銘

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
れ
に
せ
よ
、
第

一
に
確
認
す
べ
き
は
、

「し
や
う
さ
ん
」
と
琴
を
繋

ぐ
逸
話
が
十

一
世
紀
以
前
に
は
成
立
し
て
お
り
、
教
訓
書

（初
学
書
）
の

類
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
先
学
の

考
察
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
正
統
な
史
書
等
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
説

で
は
あ

っ
て
も
、

「
宝
物
集
』
に
も
引
用
さ
れ
た

『仲
文
章
』
の
本
文
理

解
が
、
定
家
と
は
位
相
を
完
全
に
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
ず
、

「
し
や
う
さ
ん
」
は

「
師
広
」
の
逸
話
に
基
づ
く

「
松
山
」
で
あ

る
蓋
然
性
も
決
し
て
低
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、

「
金
日
碑
」
や

「郡
皇
后
」
の
例
を
勘
案
す
る
に
、
定
家
で
あ
れ
ば
、
地

名
の
選
択
に
際
し
て
も
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
こ
と
に
腐
心
し
て

い
た
に
相
違
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
も
の
は
、
物
語
の
展
開
に
深
く
関
与
し
て
く
る

よ
う
な
事
例
と
は

一
線
を
画
す
る
と
い
う
叱
正
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

唐
土
に
材
を
採
っ
て
物
語
を
成
す
に
際
し
、
作
者
が
往
時
の
公
卿
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
典
籍
や
文
物
へ
の
通
暁
の
程
度
が
試
さ
れ
る
側
面
を
持
っ

て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
定
家
の
最
も
意
を
注
い
だ

点
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
作
中
の
登
場
人
物
や
地
名
は
、
―
遺
唐
船
の

航
路
や
他
の
登
場
人
物
の
名
に
し
て
も
同
様
―
往
時
の

一
般
的
な
貴
族
の

理
解
を
超
越
す
る
こ
と
な
く
、
具
体
的
な
図
像
を
喚
起
さ
せ
る
に
充
分
な

も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

定
家
の
漢
籍
へ
の
興
味
は
、
製
作
当
時
の
知
識
人
等
の
規
矩
か
ら
逸
脱
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
結
論
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

『松
浦
宮
物
語
』
本
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
伏
見
院
農
輸
本
の

翻
刻

（古
典
文
庫
所
収
　
士
口
田
幸

一
氏
）
に
拠
っ
た
。

（
２
）
巻
第
六
十
八
、
雹
光
金
日
暉
伝
第
二
十
八
。

（３
）

「
国
語
と
国
文
学
」

（昭
和
十
六
年
八

・
九
月
）
所
収
。

（
４
）

『
雲
州
往
来
』

（群
書
類
従
本
）
で
は

「昨
日
被
定
侍
中
。
或
管



絃
和
歌
。
皆
是
紹
蝉
七
葉
之
家
。
如
金
日
碑
者
也
。
」
と
あ
り
、

「泥
之
草
再
新
』
で
は
、

「
秋
日
陪
左
相
府
書
閣
守
庚
申
同
賦
蘭
以

香
為
貴
応
教
。
風
字
。
」
と
題
さ
れ
た
六
韻
の
第

一
聯
で

「匂
含
許

史
連
枝
露
　
気
襲
金
張
七
葉
風
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（５
）
こ
れ
に
関
し
て
も
萩
谷
氏
の
言
及
が
あ
る

（角
川
文
庫
本

『松
浦

宮
物
語
』
注
釈
参
照
）
。

（６
）
後
代
の
類
書
で
は
宋
代
、
王
応
麟
編

『小
学
紺
珠
』
巻
七

「
氏
族

類
」
等
で
も
言
及
さ
れ
る
。

（７
）
注

（
５
）
に
同
じ
。

（８
）
注

（
５
）
に
同
じ
。

（９
）
安
田
孝
子
氏
編

『異
本
　
唐
物
語
』

（古
典
文
庫
）
所
収

「
『唐

物
語
』
の
成
立
年
代
考
」
。

（１０
）
厳
密
に
言
う
と
音
の
開
合
の
点
で
も
問
題
が
存
す
る
。

『類
衆
名

義
抄
』
を
見
る
に
、

「松
」
の
反
切
音
が

「
飛
恭
」
で
あ
る
の
に
対

し
、

「
商
」
は

「舒
羊
」
と
異
な
る
の
を
始
め
、

『色
葉
字
類
抄
』

で
も

「
松
」
に
は

「
し
よ
う
」
、

「
商
」
に
は

「
し
や
う
」
の
仮
名

を
宛
て
る
等
、

「し
や
う
さ
ん
」
の
表
記
に

「
松
山
」
を
宛
て
る
に

関
し
て
は
音
韻
上
不
明
な
点
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

（な
か
も
と

ｏ
だ
い
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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