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『
篁
物
語
』
の
歴
史
認
識

曹
司
」
を
中
心
に

髙

橋

諒

一
、
は
じ
め
に

『
篁
物
語
』（『
小
野
篁
集
』、『
篁
日
記
』
と
も
称
さ
れ
る
）
は
、
実
在

の
人
物
で
あ
る
小
野
篁
を
題
材
に
採
っ
た
物
語
で

１
）

あ
る
。
物
語
の
構
成

は
、
小
野
篁
と
異
母
妹
と
の
恋
愛
、
妹
の
悶
死
、
亡
霊
の
出
現
を
描
く
第

一
部
と
、
篁
が
右
大
臣
の
三
の
君
の
聟
に
な
る
ま
で
を
描
い
た
第
二
部
の

二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
伝
本
は
少
な
く
、
彰
考
館
蔵
の
甲
本
・
乙
本

が
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
転
写
本
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、『
小
野
篁
集
』

と
題
さ
れ
た
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
が
あ
る
。
三
本
と
も
字
句
等
に
若
干

の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
同
系
統
の
伝
本
と
見
ら
れ
、
共
通
す
る
脱
文
、

誤
脱
に
よ
る
文
意
不
通
の
箇
所
が
存
在
す
る
。
成
立
は
、
平
安
時
代
中
期

か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
、
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
定
説
に
は
至
っ
て
い

２
）

な
い
。
こ
の
物
語
は
、
第
一
部
、
第
二
部
と
も
に
篁
の
学
生
時
代
に
焦
点

を
あ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
記
述
が

目
に
留
ま
る
。

師
走
の
も
ち
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、
物
語
し
け
る
を
、
人
見

て
、「
誰
ぞ
。
あ
な
す
さ
ま
じ
。
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
ん
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
を
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り

け
る

返
し
、

歳
を
へ
て
思
ひ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思

は
ん

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
更
け
に
け
れ
ば
、「
人
う
た
て
見
ん
も
の
」
と

て
、
入
り
に
け
り
。
を
と
こ
は
曹
司
に
と
み
に
も
入
ら
で
、
う
そ
ぶ

き
あ
り
き
け
り
。

こ
れ
は
、
篁
が
異
母
妹
と
語
り
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
人
が
や
っ
て

き
て
、
和
歌
の
や
り
取
り
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
和
歌
の
や
り
取
り
を
行

っ
た
後
、
篁
と
異
母
妹
は
各
々
の
場
所
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
が
、
傍
線
部

の
箇
所
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
篁
は
「
曹
司
」
へ
と
戻
ろ
う
と
し
て
い

る
。『
篁
物
語
』
に
於
い
て
、
こ
の
「
曹
司
」
の
記
述
は
、
三
度
看
取
さ

れ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
「
曹
司
」
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。曹

司
」
は
一
般
的
に
、
①
奈
良
・
平
安
時
代
、
官
司
内
に
設
け
ら
れ

た
、
執
務
の
た
め
の
正
庁
。
ま
た
、
執
務
の
た
め
の
部
屋
、
②
宮
中
ま
た

は
官
司
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
、
上
級
官
人
や
女
官
な
ど
の
部
屋
。
ま
た
、
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独
立
し
て
い
な
い
公
達
が
、
親
の
邸
内
に
与
え
ら
れ
た
部
屋
、
③
平
安
時

代
の
大
学
寮
の
教
室
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
な
ど
を
指
す
。

こ
の
『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
は
、
単
な
る
部
屋
の
意
で
あ
る

か
、
或
い
は
文
章
院
曹
司
の
こ
と
で
、
大
学
寮
の
講
義
室
、
寄
宿
舎
の
こ

と
を
指
す
か
、
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
後
者
の
意
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、『
篁
物
語
』
は
、
篁
が
学
生
で
あ
っ
た
、
平
安
初
期
の
、
九
世

紀
前
半
の
世
情
を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
、『
篁
物
語
』
が
九
世
紀
前
半
の
世
情
を
忠
実
に
描
い
た
物

語
で
あ
る
と
い
う
論
証
を
行
い
、『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
の
記

述
が
、
文
章
院
曹
司
の
意
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
い
。

二
、
小
野
篁
の
事
蹟
と
学
生
時
代

小
野
篁
は
平
安
時
代
前
期
の
文
人
で
あ
り
、
博
覧
強
記
、
文
才
は
「
天

下
無
双
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
当
代
随
一
で
あ
っ
た
。
篁
の
生
涯
は

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』（
以
下
、『
文
徳
実
録
』
と
略
す
）
巻
四
、
仁
寿

二
年
（
八
五
二
）
十
二
月
二
十
二

３
）

日
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

参
議
左
大
弁
従
参
位
小
野
朝
臣
篁
薨
。
篁
。
参
議
正
四
位
下
岑
守
長

子
也
。
岑
守
。
弘
仁
之
初
為
陸

守
。
篁
随
父
客
遊
。
便
於
拠
鞍
。

後
帰
京
師
。
不
事
学
業
。
嵯
峨
天
皇
聞
之
。
歎
曰
。
既
為
其
人
之

子
。
何
還
為
弓
馬
之
士
乎
。
篁
由
是
慚
悔
。
乃
始
志
学
。
十
三
年
春

奉
文
章
生
試
及
第
。
天
長
元
年
拝
巡
察
弾
正
。
二
年
為
弾
正
少
忠
。

五
年
遷
為
大
内
記
。
七
年
為
式
部
少
丞
。
九
年
授
従
五
位
下
。
拝
大

宰
少
弐
。
有
詔
不
許
之
官
。
其
夏
喪
父
。
哀
毀
過
礼
。
十
年
為
東
宮

学
士
。
俄
拝
弾
正
少
弼
。
承
和
元
年
為
聘
唐
副
使
。（
後
略
）

篁
は
延
暦
二
一
年
（
八
〇
二
）
に
、
著
名
な
漢
学
者
で
あ
る
小
野
岑
守

の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
若
年
の
こ
ろ
、
父
に
従
い
陸
奥
国
へ
赴
き
、

弓
馬
を
専
ら
と
し
た
が
、
嵯
峨
上
皇
の
嘆
息
交
り
の
言
葉
を
受
け
、
篁
は

発
奮
し
、
学
業
に
専
心
し
た
。
篁
の
父
岑
守
は
、
最
初
の
勅
撰
漢
詩
集
の

編
者
の
一
人
に
命
じ
ら
れ
た
ほ
ど
優
れ
た
学
者
で
あ
り
、
篁
の
弓
馬
を
よ

く
す
る
姿
は
嵯
峨
上
皇
に
慨
嘆
の
言
葉
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
以
後
、
学

業
に
邁
進
し
、
弘
仁
一
三
年
（
八
二
二
）、
二
十
一
歳
に
し
て
文
章
生
試

に
及
第
し
、
以
後
官
吏
の
道
へ
と
歩
む
。

篁
が
歴
任
し
た
官
職
は
以
下
の
、
三
分
類
で
あ
る
。
①
漢
才
に
優
れ
、

そ
の
才
能
を
生
か
せ
る
、
蔵
人
頭
、
東
宮
学
士
、
遣
唐
副
使
、
式
部
少

輔
、
左
大
弁
と
い
っ
た
役
職
に
篁
は
登
用
さ
れ
た
。
②
巡
察
弾
正
、
弾
正

少
忠
、
刑
部
大
輔
な
ど
、
法
に
基
づ
き
、
罪
人
を
裁
く
官
職
に
就
い
た
。

③
備
前
権
守
、
陸
奥
守
、
信
濃
守
、
近
江
守
と
い
っ
た
地
方
官
と
な
っ

た
。
地
方
官
は
、
繁
忙
の
職
で
あ
る
か
ら
、
地
方
官
を
歴
任
し
た
の
は
小

野
篁
の
政
務
処
理
能
力
、
実
務
官
僚
と
し
て
の
能
力
の
高
さ
が
評
価
さ
れ

て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
勘
案
し
た
上
で
、『
文
徳
実
録
』
の
伝
え
る
小
野
篁
は
、

一
）漢
学
の
才
が
優
れ
て
い
る
。

二
）法
理
に
明
る
く
、
法
務
能
力
に
優

れ
て
い
る
。

三
）正
し
い
と
自
分
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
実
直
に
理
路
整
然

と
直
言
す
る
。
就
中
、

三
）に
就
い
て
は
、『
文
徳
実
録
』
に
於
け
る
逸

話
を
伝
え
て
お
り
、
信
憑
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
が
、
篁

の
死
後
、
篁
の
人
物
像
を
形
成
す
る
上
で
、
た
ぶ
ん
に
寄
与
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
小
野
篁
に
題
材
を
採
っ
た
種
々
の
説
話
は
、『
文

徳
実
録
』
を
基
に
作
っ
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
先
に
挙
げ
た
人
物
像
の
三
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点
そ
れ
ぞ
れ
に
沿
う
形
で
、
篁
が
説
話
に
描
か
れ
て

４
）

い
る
。
篁
の
説
話

は
、
類
型
化
さ
れ
、
い
ず
れ
も
『
文
徳
実
録
』
の
記
述
か
ら
造
形
し
た
に

過
ぎ
ず
、
特
異
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、『
篁
物
語
』
に
就
い
て
は
、
種
々
の
説
話
の
造
形
と

全
く
異
な
る
造
形
で
あ
り
、
こ
れ
に
類
似
し
た
話
型
は
存
在
し
て
い
な
い

点
に
注
意
さ
れ
る
。
篁
に
関
係
す
る
説
話
は
、
全
て
篁
が
官
職
に
就
い
て

い
る
時
点
で
の
も
の
で
あ
り
、『
篁
物
語
』
の
そ
れ
は
、
篁
の
学
生
時
代

の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
篁
が
大
学
寮
に
入

学
し
た
こ
と
、
学
問
に
専
心
し
た
こ
と
は
史
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

が
、
篁
の
学
生
時
代
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
資
料
も
な
く
、

わ
か
っ
て
い
な
い
。

前
述
し
た
『
文
徳
実
録
』
に
於
け
る
篁
の
薨
伝
を
参
照
す
る
と
、
傍
線

部
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
篁
が
、
弘
仁
一
三
年
（
八
二
二
）、
二
十
一
歳

に
し
て
文
章
生
試
に
及
第
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
篁
が
文
章
生
で
あ
っ

た
の
は
、
八
二
二
〜
八
二
三
年
ご
ろ
で
、
擬
文
章
生
の
時
点
も
含
め
れ

ば
、
大
体
、
そ
の
前
後
の
間
が
篁
の
学
生
時
代
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
後
述
す
る
が
、
文
章
院
曹
司
の
創
立
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
点
で
あ

る
か
ら
、『
篁
物
語
』
の
「
曹
司
」
の
記
述
が
、
文
章
院
曹
司
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
篁
が
学
生
で
あ
っ
た
時
点
に
は
文
章
院
曹
司
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
な
り
得
る
。『
篁
物
語
』
が
、
篁
の
学
生
時
代

で
あ
る
、
九
世
紀
前
半
の
世
情
を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と

も
、
作
品
が
成
立
し
た
時
点
の
要
素
が
混
在
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
点
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
く
る
。

三
、
角
筆
と
訓
点

『
篁
物
語
』
が
、
篁
の
学
生
時
代
で
あ
る
、
九
世
紀
前
半
の
世
情
を
忠

実
に
描
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
端
と
し
て
、
角
筆
及
び
訓
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。

親
の
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
人
の
む
す
め
あ
り
け
り
。
女
の
す

る
才
の
か
ぎ
り
し
つ
く
し
て
、「
今
は
書
読
ま
せ
ん
」
と
て
、「
博
士

に
は
む
つ
ま
し
か
ら
む
人
を
せ
ん
」
と
て
、
異
腹
の
子
の
か
み
、
大

学
の
衆
に
て
あ
り
け
り
、
異
腹
な
れ
ば
う
と
く
て
、「
あ
ひ
見
ず
」

な
ど
あ
り
け
れ
ど
、「
知
ら
ぬ
人
よ
り
は
」
と
て
、
簾
越
し
に
几
帳

た
て
て
ぞ
読
ま
せ
け
る
。

こ
の
男
い
と
を
か
し
き
さ
ま
を
見
て
、
す
こ
し
な
れ
ゆ
く
ま
ま

に
、
顔
を
見
え
、
物
語
な
ど
も
し
て
、
文
の
て
と
い
ふ
も
の
を
と
ら

せ
た
り
け
る
を
見
れ
ば
、
か
う
ひ
ち
し
て
歌
を
な
む
書
き
た
り
け

る
。

『
篁
物
語
』
の
冒
頭
で
あ
る
。
異
母
妹
に
対
し
て
、
篁
は
漢
籍
を
教
え

る
こ
と
と
な
り
、
馴
れ
て
い
く
う
ち
に
恋
心
が
芽
生
え
、
恋
の
歌
文
を
書

い
て
与
え
る
。
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
恋
文
が
「
か
う
ひ
ち
」
で
書

か
れ
た
点
で
あ
る
。『
篁
物
語
』
の
作
品
内
に
於
い
て
、「
か
う
ひ
ち
」
と

い
う
語
は
二
度
出
て
く
る
。

か
う
ひ
ち
」
と
は
、「
か
く
ひ
ち
」
の
音
便
化
し
た
名
称
と
考
え
ら

れ
、
彰
考
館
蔵
本
で
は
「
か
く
ひ
ち
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間
違

い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
か
う
ひ
ち
」
と
は
「
角
筆
」
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
後
期
の
有
職
故
実
書
で
あ
る
『
江
家
次
第
』

巻
第
十
七
の
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）、
御
読
書
始
事
の
条
に
、
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昼
御
座
前
立
御
書
案
、
蔵
人
式

新

儀
式
如
此
、

寛
和
例
、
昼
御
座
西
間
供

端

帖
一
枚
為
御
座
、
其
前
立
御
書
案
、
置
御
注
孝
経
巻
紙
也
、
又
置
点

図
角
筆
等
案
面
推
紙
、
御
座
西
間
敷
両
面
端
帖
東面

為
摂
政
座
云
々
、

是
於
凝
華
舎
被
行
、

主
上
南
面
時
儀
也
、

こ
れ
は
、
天
皇
の
「
御
読
書
始
」
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
時
の
状
況
を
書

き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
読
書
始
と
は
、
天
皇
・
皇
太
子
・
親
王
や
貴
族

の
子
弟
が
初
め
て
漢
籍
の
読
み
方
を
時
の
博
士
か
ら
学
ぶ
儀
式
の
こ
と
で

あ
る
。
傍
線
部
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
読
書
始
に
於
い
て
、「
角
筆
」

と
「
点
図
」
が
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
代
の
他
の

古
記
録
に
於
い
て
も
同
様
の
記
述
が
見
ら

５
）

れ
る
こ
と
か
ら
、『
篁
物
語
』

に
於
け
る
「
か
う
ひ
ち
」
も
、「
角
筆
」
で
あ
っ
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

角
筆
と
は
、
象
牙
ま
た
は
竹
で
作
っ
た
小
筆
の
形
の
用
具
を

６
）

い
う
。
そ

れ
を
用
い
て
、
紙
面
を
直
接
傷
つ
け
凹
ま
せ
て
書
き
記
す
。
角
筆
を
用
い

て
ヲ
コ
ト
点
や
仮
名
等
を
書
き
記
し
た
訓
点
の
こ
と
を
、
角
筆
点
又
は
角

点
と

７
）

呼
ぶ
。
角
筆
が
訓
点
以
外
の
書
記
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料

と
し
て
、『
篁
物
語
』
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
他
、
角
筆
を
用
い
て
書
記

し
た
と
思
わ
れ
る
例
を
、
同
時
代
の
作
品
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次

の
二
例
で
あ
る
。

大
夫
、
例
の
と
こ
ろ
に
文
や
る
。
さ
き
ざ
き
の
返
り
ご
と
ど
も
、

み
づ
か
ら
の
と
は
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
恨
み
な
ど
し
て
、

夕
さ
れ
の
ね
や
の
つ
ま
づ
ま
な
が
む
れ
ば
手
づ
か
ら
の
み
ぞ
蜘
蛛

も
か
き
け
る

と
あ
る
を
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
白
い
紙
に
も
の
の
先
し
て
書
き
た

り
。

右
は
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
、
天
禄
三
年
八
月
の
記
事
で
あ
る
。
作
者
藤

原
倫
寧
女
の
息
子
で
あ
る
道
綱
は
、
大
和
守
の
女
に
一
方
的
な
恋
を
す
る

の
で
あ
る
が
、
大
和
守
の
女
は
取
り
合
わ
な
い
上
に
、
道
綱
を
揶
揄
す

る
。
こ
の
場
面
に
於
い
て
、
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
も
の
の
先
」
で

あ
り
、
傍
線
部
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
白
い
紙
に
、「
も
の
の
先
」

を
用
い
て
書
き
記
す
ゆ
え
、
道
綱
は
再
び
女
に
贈
っ
た
和
歌
で
、「
白
く

て
は
見
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
白
い
紙
に
、
角
筆
の
よ
う
な

「
も
の
の
先
」
で
書
い
て
い
た
た
め
に
、「
白
く
て
は
見
し
」
と
述
べ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
畢
竟
、「
も
の
の
先
」
が
角
筆
で
あ
る
の
か
は
定
か
で

は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
白
い
紙
に
墨
で
書
か
ず
に
、「
も
の
の
先
」

で
書
い
た
、
と
い
う
点
は
、
当
時
、
角
筆
と
同
様
の
筆
記
方
法
が
取
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

今
は
寮
試
受
け
さ
せ
む
と
て
、
ま
づ
わ
が
御
前
に
て
試
み
さ
せ
た

ま
ふ
。
例
の
大
将
、
左
大
弁
、
式
部
大
輔
、
左
中
弁
な
ど
ば
か
り
し

て
、
御
師
の
大
内
記
を
召
し
て
、
史
記
の
難
き
巻
々
、
寮
試
受
け
ん

に
、
博
士
の
か
へ
さ
ふ
べ
き
ふ
し
ぶ
し
を
引
き
出
で
て
、
ひ
と
わ
た

り
読
ま
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
至
ら
ぬ
隈
も
な
く
か
た
が
た
に

通
は
し
読
み
た
ま
へ
る
さ
ま
、
爪
じ
る
し
残
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
ま

で
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
お
は
し
け
れ
ど
、
誰
も
涙

落
と
し
た
ま
ふ
。

「
乙
女
」
巻
）

光
源
氏
の
息
子
で
あ
る
夕
霧
が
、
擬
文
章
生
の
資
格
を
得
る
た
め
の
大

学
寮
の
試
験
で
あ
る
寮
試
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
光
源
氏
は

８
）

考
え
、
自
分
の

前
で
先
に
模
擬
試
験
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
爪
じ
る
し
」
は
、

「
爪
点
」
と
呼
ば
れ
る
、
合
点
の
よ
う
な
単
な
る
符
合
で
は

９
）

な
く
、
角
筆

で
書
き
込
ん
だ
も
の
を
、
比
喩
的
に
用
い
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。

以
上
の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
平
安
時
代
中
期
に
角
筆
が
用
い
ら
れ
て
い
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た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
前
期
に
於
い
て
も
、
角
筆
が

用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

10
）

れ
る
。

平
安
時
代
前
期
の
角
筆
資
料
に
は
仏
書
は
存
す
る
が
、
漢
籍
に
角
筆
点

が
用
い
ら
れ
た
資
料
は
、
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
平
安
時
代
前
期

に
角
筆
点
が
漢
籍
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
平
安
時
代
前

期
の
角
筆
点
の
付
さ
れ
た
訓
点
本
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
で

11
）

あ
る
。
角

筆
点
の
機
能
が
、
前
期
・
中
期
・
後
期
と
、
変
化
・
推
移
し
て
い
き
、
後

期
に
至
る
と
衰
退
し
て
い
く
過
程
は
、
現
存
す
る
平
安
時
代
の
角
筆
文
献

か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
仏
書
で
は
平
安
時
代
前
期
の
角
筆
点
が
発
見
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
、
漢
籍
に
於
い
て
も
同
様
に
、
角
筆
点
が
存
し
た
、
と
見

る
の
が
妥
当
で
あ

12
）

ろ
う
。

角
筆
文
献
か
ら
、
後
期
に
な
る
と
目
に
見
え
な
い
角
筆
点
で
は
な
く
、

目
に
見
え
る
形
で
朱
点
や
墨
点
を
用
い
て
記
す
こ
と
が
多
く
な
り
、
角
筆

点
で
訓
点
を
付
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
こ
こ
に
角
筆
点
の
衰
退

を
見
る
こ
と
が
で

13
）

き
る
。『
篁
物
語
』
に
於
い
て
は
、
目
に
見
え
な
い
角

筆
点
を
専
ら
用
い
て
お
り
、
後
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
目
に
見
え
る
形

で
訓
点
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、『
篁
物
語
』
に
描

か
れ
る
角
筆
は
そ
の
古
態
か
ら
、
平
安
時
代
前
期
の
も
の
と
同
定
で
き
る

の
で
あ
る
。

次
に
、『
篁
物
語
』
に
於
い
て
、
角
筆
と
共
に
、「
文
の
て
」
と
い
う
記

述
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
体
何
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う

か
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

上
の
御
前
に
琴
の
御
琴
、
東
宮
の
御
前
に
筝
の
御
琴
、
五
の
宮
琵

琶
、
御
前
ご
と
に
う
ち
置
き
て
、
大
将
は
書
読
み
た
ま
ふ
。

上
、
あ
か
ら
さ
ま
に
入
ら
せ
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
大
将
書
の
点
直

す
と
て
あ
る
筆
を
、
東
宮
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
懐
紙
に
、
か
く
書

き
て
、
藤
壺
に
奉
り
た
ま
ふ
。

「
蔵
開
中
」
巻
）

右
大
将
仲
忠
が
東
宮
に
漢
籍
を
講
読
す
る
場
面
で
あ
る
。『
篁
物
語
』

に
出
て
く
る
「
文
の
て
」
と
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
あ
る
「
書
の
点
」

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
約
音
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
う
つ
ほ
物

語
』
に
あ
る
、「
書
の
点
」
は
訓
点
を
指
し
、
前
述
し
た
『
江
家
次
第
』

の
「
御
読
書
始
」
に
於
け
る
、「
点
図
」
の
よ
う
な
点
図
集
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。『
篁
物
語
』
で
も
、
漢
文
の
訓
読
を
示
す
た
め
、
直
接

記
し
た
訓
点
の
こ
と
で
、
ヲ
コ
ト
点
、
仮
名
点
、
返
り
点
、
句
読
点
等
の

総
称
の
意
と
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。『
篁
物
語
』
に
於
い
て
は
、
こ
の

「
文
の
て
」
が
ヲ
コ
ト
点
を
含
む
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
時
代

の
作
品
に
例
を
求
め
て
み
て
も
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
し
か
用
例
が
確
認

さ
れ
ず
、
後
代
に
は
見
ら
れ
な
い
ゆ
え
に
、
訓
点
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ

う
が
な
く
、
平
安
時
代
前
期
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
支

え
な
い
だ

14
）

ろ
う
。

角
筆
と
訓
点
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
の
古
態
を
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
九
世
紀
前
半
に
生
き
た
篁
の
時
代
を
描
写
し
て
い

る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
角
筆
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
記
事

が
見
え
る
の
は
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
で
あ
り
、
訓
点
に
関
し
て
も
、
ヲ

コ
ト
点
が
確
立
し
始
め
る
の
が
中
期
以
降
と
い
う
点
を
勘
案
す
る
と
、
断

定
は
で
き
な
い
。
但
し
、
角
筆
の
機
能
が
衰
退
傾
向
に
あ
る
平
安
時
代
後

期
と
異
な
り
、『
篁
物
語
』
の
角
筆
は
、
そ
の
古
態
を
示
し
て
い
る
た
め
、

平
安
時
代
後
期
の
様
相
が
、『
篁
物
語
』
に
は
混
在
し
て
い
な
い
と
い
う

点
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、『
篁
物
語
』
の
様
相
は
、
平
安
時
代
前
期
と

中
期
の
い
ず
れ
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
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四
、「
今
の
人
」
の
解
釈

『
篁
物
語
』
の
末
部
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
男
は
、
若
き
間
は
、
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
み
え
で
、
ほ
か
に
夜

離
れ
な
ど
も
し
け
り
。
な
り
出
で
て
宰
相
よ
り
も
か
み
に
な
り
に
け

り
。
こ
れ
な
む
名
に
立
つ
篁
な
り
け
る
。
才
学
は
さ
ら
に
も
い
は

ず
、
う
た
つ
く
る
こ
と
も
得
た
り
顔
に
、
こ
の
国
の
人
に
は
た
ら
ず

ぞ
あ
り
け
る
。
こ
の
子
、
聟
の
子
、
手
書
く
、
歌
よ
ま
ぬ
は
な
か
り

け
り
。
聞
き
給
は
ざ
り
し
姉
ふ
た
と
こ
ろ
は
い
と
悪
き
人
の
妻
に

て
、
こ
の
御
徳
を
見
給
ひ
け
る
。
い
と
よ
く
な
り
出
で
け
れ
ば
、
こ

の
三
の
君
を
ま
た
二
な
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
奉
る
。
今
の
人
、
ま

さ
に
大
学
の
衆
を
婿
に
と
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。
た
だ
心
た
か
き
、

さ
い
を
と
り
給
ふ
な
る
べ
し
。
ま
た
あ
ら
じ
か
し
、
か
や
う
に
思
き

て
書
作
る
人
は
。

末
部
は
語
り
手
の
語
り
部
分
と
な
っ
て
お
り
、
右
大
臣
の
娘
を
欲
し
て

奏
上
文
を
送
っ
た
人
物
は
、
小
野
篁
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
傍
線
部
で
示
し
た
箇
所
が
不
審
で
あ
る
。
こ
の
箇
所

は
、
推
量
の
草
子
地
で
、
物
語
中
の
事
柄
や
人
物
の
言
動
・
心
情
な
ど
に

就
い
て
推
量
す
る
際
に
、
疑
問
的
な
形
式
を
と
る
も
の
で

15
）

あ
る
。
疑
問
的

な
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
解
答
は
述
べ
ず
、
読
者
の
想
像
に
任
せ

て
し
ま
う
一
種
の
省
略
技
法
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
疑
問
語
に
伴
う
反
語

的
要
素
に
よ
っ
て
、
強
調
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
が
た
ぶ
ん
に
あ

る
。傍

線
部
は
、「
今
の
人
で
、
ど
う
し
て
大
学
の
学
生
を
、
聟
に
と
る
大

臣
も
い
よ
う
か
。
い
や
、
い
な
い
。」
と
訳
出
さ
れ
、
語
り
手
が
、
今
の

人
で
、
大
学
の
学
生
を
聟
に
と
る
大
臣
は
い
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
は
、「
今
の
人
」
と
は
、
ど
の
時
点
の
「
今
」
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
方
と
し
て
は
、
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
、
語
り
手
の
「
今
」
の
時

代
か
ら
見
て
、
物
語
世
界
に
描
か
れ
る
篁
の
学
生
時
代
と
「
今
」
を
比
較

し
、
発
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
篁
の
学
生
時
代

を
「
今
」
と
し
、
そ
の
当
時
は
、
聟
に
取
ら
れ
る
こ
と
が
珍
し
か
っ
た
と

発
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。「
今
の
人
」
の

「
今
」
と
い
う
時
点
が
語
り
手
の
い
る
「
今
」
で
あ
る
の
か
、
小
野
篁
が

学
生
で
あ
っ
た
時
点
の
「
今
」
で
あ
る
の
か
、
ど
ち
ら
の
時
点
を
示
す
も

の
で
あ
る
か
、
そ
の
点
を
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
物
語
が
、
篁
の
学
生
時

代
で
あ
る
九
世
紀
前
半
の
世
情
を
忠
実
に
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
か

が
、
判
然
と
し
よ
う
。

ま
ず
、「
今
の
人
」
の
「
今
」
を
現
代
、
当
世
と
い
っ
た
意
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
用
例
を
平
安
時
代
に
な
っ
た
物
語
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
五
例
見

つ
か
っ
た
。
内
訳
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
三
例
、『
大
鏡
』
に
一

例
、『
栄
花
物
語
』
に
一
例
で
あ
っ
た
。
検
討
に
際
し
、
以
下
そ
の
五
例

を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
）

あ
や
し
き
者
の
子
、
孫
、
顔
か
た
ち
鬼
の
ご
と
く
し
て
、
頭

は
ひ
た
白
に
、
腰
は
二
重
な
る
嫗
な
れ
ど
、
猿
を
後
手
に
縛
る
も
の

問
い
へ
、
と
く
あ
り
霜
の
の
妻
ぞ
、
子
ぞ
と
意
ふ
者
を
ば
、
天
下
の

人
も
え
聞
き
過
ご
さ
で
、
い
ひ
触
れ
惑
ふ
今
の
人
な
れ
ば
、
か
か
る

所
に
、
一
日
片
時
、
立
ち
と
ま
る
人
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
て
、
多
く
徳

あ
る
よ
き
人
を
も
聞
き
過
ご
し
、
わ
が
子
を
や
、
人
笑
は
れ
に
、
あ

は
あ
は
し
く
思
は
せ
む
。

『
う
つ
ほ
物
語
』「
嵯
峨
の
院
」
巻
）
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二
）

お
と
ど
、「
か
た
じ
け
な
く
は
、
い
か
で
か
打
た
れ
た
ま
は

む
。」
典
侍
、「
否
や
。
ま
こ
と
は
い
と
ぞ
い
み
じ
き
や
。
た
だ
今
の

人
は
、
三
条
殿
の
北
の
方
ぞ
一
、
藤
壺
二
、
宮
三
に
こ
そ
お
は
す
め

れ
。
男
は
御
前
。」

『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
上
」
巻
）

三
）

お
と
ど
の
、「
い
と
あ
や
し
う
、
み
な
人
の
う
ら
や
み
き
こ

ゆ
る
こ
と
の
、
か
く
の
み
も
の
し
た
ま
ふ
こ
そ
。
な
ど
か
こ
と
も
の

映
え
は
な
く
は
。
今
の
人
、
行
く
末
の
君
と
ぞ
。」

『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
上
」
巻
）

四
）

聞
く
人
々
、「
げ
に
げ
に
、
い
み
じ
き
好
き
者
に
も
も
の
し

た
ま
ひ
け
る
か
な
。
今
の
人
は
、
さ
る
心
な
り
な
む
や
」
な
ど
、
感

じ
あ
へ
り
。

『
大
鏡
』）

五
）

皇
后
宮
に
も
よ
き
女
房
参
り
集
ま
り
、
は
な
ば
な
と
め
で
た

く
お
は
し
ま
す
。
御
お
ぼ
え
も
時
世
に
従
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
、
い
み

じ
う
お
は
し
ま
す
。
小
一
条
院
の
左
の
大
殿
の
御
腹
の
姫
君
も
参
ら

せ
た
ま
へ
り
。
今
の
人
は
宮
仕
し
た
ま
は
ぬ
な
け
れ
ど
、
こ
れ
ぞ
い

と
あ
さ
ま
し
。

『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
三
例
に
就
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
今
」
が
物
語
世

界
に
於
け
る
現
在
、
と
し
て
解
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
、
物
語
内
で
の
時
間

軸
で
、「
今
の
人
」
と
用
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
歴
史
物
語
の
二
例

で
あ
る
。『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』
各
一
例
は
、
歴
史
語
り
の
場
の
時
間
軸

と
、
そ
の
当
時
の
歴
史
と
の
時
間
の
ず
れ
が
「
今
の
人
」
と
い
う
語
に
如

実
に
表
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
の
用
例
で
は
、
藤
原
時
平
の
時
代
の
歴
史

語
り
を
し
、
物
語
世
界
内
で
歴
史
語
り
を
す
る
世
継
を
取
り
囲
む
そ
の
場

が
、「
今
」
で
あ
り
、
そ
の
時
点
か
ら
時
平
の
時
代
と
の
比
較
を
通
し
て
、

傍
線
部
の
発
言
を
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
も
同
様
で
、
語
り
手
の
時

点
で
あ
る
「
今
」
か
ら
、
そ
の
当
時
と
の
比
較
を
通
し
、
傍
線
部
の
語
り

が
な
さ
れ
て
お
り
、「
今
」
と
そ
の
当
時
の
時
間
の
ず
れ
が
物
語
上
で
明

白
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
物
語
の
、「
今
」
の
時
点
か
ら
過
去
を
語
る
物
語
構

造
が
、『
篁
物
語
』
に
も
当
て
は
ま
る
。
篁
の
学
生
時
代
を
語
り
手
の

「
今
」
の
時
点
か
ら
語
り
、「
今
の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
む
こ

に
取
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
、

篁
の
学
生
時
代
を
忠
実
に
描
い
て
い
る
と
い
う
証
左
に
な
り
は
す
ま
い

か
。『

篁
物
語
』
で
は
、
篁
が
右
大
臣
に
、
娘
を
も
ら
い
た
い
旨
の
奏
上
文

を
差
し
上
げ
る
場
面
が
描
か
れ
る
。

時
の
右
大
臣
の
女
賜
へ
と
、
書
を
お
も
し
ろ
く
作
り
て
、
内
裏
に

ま
ゐ
り
給
ふ
と
て
、
御
車
よ
り
と
ほ
り
給
ふ
ご
と
に
、
つ
い
ふ
る
ま

ひ
て
た
て
ま
つ
れ
た
ぶ
に
、
取
り
て
見
給
ひ
、「
う
け
た
ま
は
り
ぬ
。

い
ま
家
に
ま
か
り
て
、
御
返
り
聞
こ
え
ん
」
と
の
給
ふ
。

当
時
、
大
学
寮
の
学
生
た
ち
が
漢
詩
文
に
よ
っ
て
、
一
飯
を
得
、
或
い

は
官
職
を
得
る
と
い
う
の
は
、
往
々
に
し
て
あ
っ
た
。
為
政
者
の
出
席
す

る
宴
席
に
於
い
て
、
類
稀
な
詩
才
を
買
わ
れ
て
、
任
官
へ
至
る
と
い
う
例

は
少
な
く

16
）

な
い
。
篁
の
場
合
は
、
詩
文
に
よ
り
、
右
大
臣
の
娘
を
得
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
勧
学
院
の
西
曹
司
に
、
身
の
も
と
よ
り
あ
る
う
ち
に
、

身
を
捨
て
て
学
問
を
し
つ
つ
、
は
か
り
な
く
迫
り
て
、
院
の
内
に
す

げ
な
く
、
せ
う
か
う
、
雑
色
、
厨
女
、
い
ふ
こ
と
も
き
か
ず
か
は
や

い
て
、
ま
れ
ま
れ
座
に
つ
け
ば
、
院
の
内
笑
ひ
騒
ぎ
て
、
日
に
一

度
、
短
籍
を
出
だ
し
て
、
一
笥
の
飯
を
食
ふ
、
院
司
、
か
い
と
り
、
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「
藤
英
が
糧
一
つ
の
捻
り
文
」
と
笑
は
れ
、
博
士
た
ち
に
い
さ
さ
か

数
ま
へ
ら
れ
ず
。
父
母
、
筋
、
や
か
ら
一
度
に
滅
び
て
、
は
か
り
な

く
た
よ
り
な
き
学
生
、
字
藤
英
、
さ
く
な
季
英
、
年
三
十
五
、
か
た

ち
こ
と
も
な
く
、
才
か
し
こ
く
心
か
し
こ
き
学
生
な
り
。

『
う
つ
ほ
物
語
』「
祭
の
使
」
巻
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
登
場
す
る
季
英
の
姿
か
ら
、
当
時
の
大
学
寮
の
閉

塞
状
況
が
う
か
が
え
る
。
大
学
寮
は
、
平
安
時
代
前
期
に
於
い
て
は
、
優

れ
た
詩
才
に
よ
っ
て
任
官
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

藤
原
摂
関
家
時
代
の
到
来
以
後
は
、
氏
族
の
世
襲
が
固
定
化
し
、
単
に
詩

才
が
優
れ
て
い
る
だ
け
で
は
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
。

そ
の
点
が
、
困
窮
し
、
大
学
寮
修
養
年
限
を
過
ぎ

17
）

て
も
、
官
職
を
得
ら
れ

な
い
季
英
の
姿
に
、
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

当
時
、
詩
才
に
よ
っ
て
任
官
へ
と
至
る
に
は
、
権
力
者
に
そ
の
才
を
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
前
期
に
は
、
そ
れ
が
可
能

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
安
時
代
中
期
以
後
、
藤
原
摂
関
政
治
が
固
定
化

さ
れ
て
い
く
に
従
い
、
詩
才
と
い
う
よ
り
も
、
氏
族
の
家
柄
、
即
ち
出
自

が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
。
大
学
寮
に
於
い
て
、
学
問
を
修
養
し
て

も
、
官
職
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
学
生
で
あ
る
こ
と
、
大
学
寮
に
入
学
す

る
こ
と
の
意
義
が
希
薄
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
こ
の
中
期
以
後
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
篁
が
右
大
臣
に
奏
上
文
を
差
し
上
げ
る
こ
と

で
、
右
大
臣
の
娘
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
漢
詩
文
、

詩
才
の
卓
抜
さ
が
重
ん
じ
ら
れ
、
漢
詩
文
の
栄
え
た
平
安
時
代
前
期
こ
そ

で
あ
っ
た
、
と
い

18
）

え
る
。
も
し
、
平
安
時
代
中
期
で
あ
る
な
ら
、
氏
族
の

家
柄
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
学
生
の
身
分
で
、
大
臣
の
娘
と

結
婚
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
「
今

の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
む
こ
に
取
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。」
と

語
り
手
が
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
学
寮
、
学
生
と
し
て
の
意
義
が
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
今
の
人
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
聟
に
学
生
を
取
る
大
臣

は
い
な
い
が
、
漢
詩
文
の
才
が
重
ん
じ
ら
れ
た
当
時
は
、
奏
上
文
に
よ
っ

て
娘
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
旨
の
語
り
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
、

九
世
紀
前
半
の
世
情
を
意
識
的
に
描
写
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。

五
、『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
と
文
章
院

大
学
寮
の
文
章
院
は
、
大
学
寮
紀
伝
道
の
講
義
室
、
寄
宿
舎
を
指
す
。

文
章
院
は
、
大
学
寮
に
於
い
て
紀
伝
道
が
隆
盛
し
て
く
る
に
伴
い
、
創
立

さ
れ
た
。
こ
の
文
章
院
曹
司
の
管
理
は
、
文
章
院
の
創
設
後
、
東
西
に
分

け
ら
れ
、
一
〇
世
紀
中
葉
ご
ろ
か
ら
紀
伝
道
の
有
力
氏
族
で
あ
る
、
大

江
・
菅
原
両
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
東
・
西
両
曹
司
を
分
掌
管
理
す
る
よ
う
に
な

り
、
文
章
生
も
出
身
氏
族
別
に
両
曹
に
分
属
す
る
に
至
っ
た
。
東
は
大
江

氏
、
西
は
菅
原
氏
の
両
氏
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
文
章
院
の
創
立

者
は
菅
原
清
公
（
七
七
〇
｜
八
四
二
）
で
あ
る
と
い
う
説
が
一
般
的
で
あ

る
が
、
創
立
年
に
関
し
て
は
、
桃
裕
行
氏
の
承
和
元
年
（
八
三
四
）
説
、

村
上
唯
雄
氏
の
弘
仁
一
〇
｜
一
二
年
（
八
一
九
｜
八
二
一
）
説
、
或
い

は
、
文
章
博
士
・
文
章
生
の
設
置
年
次
で
あ
る
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
）

ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
断
定
は
で
き
て
い

19
）

な
い
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
篁
物
語
』
が
、
九
世
紀
前
半
を
意

識
的
に
描
写
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
の

記
述
は
、
文
章
院
曹
司
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

〇
か
か
る
こ
と
を
母
お
と
ど
聞
き
給
ひ
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、
う
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か
が
ひ
給
ひ
て
向
か
ひ
給
ひ
た
り
け
る
を
、
手
を
と
り
て
引
き
も

て
行
き
て
部
屋
に
こ
め
て
け
り
。
こ
れ
を
父
ぬ
し
聞
き
給
ひ
て
、

の
ど
か
な
り
け
る
人
な
れ
ば
、「
男
も
か
し
こ
き
者
に
て
、
女
を

さ
な
き
者
に
あ
ら
ず
。
さ
し
た
る
や
う
に
あ
ら
ん
、
な
ほ
ゆ
る
し

給
ひ
て
、
の
給
へ
」
と
あ
り
け
れ
ば
、「
お
の
が
身
を
思
ふ
と
て
、

の
給
ふ
に
」
と
て
、
い
よ
〳
〵
鍵
の
穴
に
土
塗
り
て
、「
大
学
の

ぬ
し
を
ば
家
の
中
に
な
入
れ
そ
」
と
て
追
ひ
け
れ
ば
、
曹
司
に
こ

も
り
ゐ
て
泣
き
け
り
。

〇
夜
あ
け
に
け
れ
ば
、
曹
司
に
帰
り
て
、
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
う

に
、
も
の
を
か
へ
て
も
て
い
か
ん
と
す
る
に
、
心
ま
ど
ひ
し
て
、

足
も
え
ふ
み
た
て
ず
。

異
母
妹
と
篁
の
恋
仲
を
、
異
母
妹
の
両
親
が
知
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
異
母
妹
の
母
親
が
、
異
母
妹
を
部
屋
の
鍵
に
土
を
塗

り
、
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
。
篁
に
対
し
て
は
、「
大
学
の
ぬ
し
を
ば
家
の

中
に
な
入
れ
そ
」
と
邸
内
か
ら
、
篁
を
追
い
立
て
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、

夜
が
明
け
た
描
写
で
あ
る
。
夜
が
明
け
、
篁
は
妹
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
通
常
の
食
物
と
は
異
な
る
物
を
持
っ
て
い
こ
う
と
、「
曹
司
」

に
帰
る
の
で
あ
る
。

『
篁
物
語
』
に
は
、「
曹
司
」
の
記
述
が
三
例
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
の
三

例
か
ら
示
さ
れ
る
の
は
、
篁
は
異
母
妹
の
家
に
同
宿
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
特
に
、
右
に
掲
出
し
た
「
大
学
の
ぬ
し
を
ば

家
の
中
に
な
入
れ
そ
」
と
い
う
母
の
発
言
か
ら
、
如
実
に
示
さ
れ
る
。
追

い
立
て
ら
れ
て
、
篁
は
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
曹
司
に
帰
」
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
異
母
妹
の
家
に
同
宿
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
夜
に
異
母
妹
の
家
を
訪
れ
、
夜
が
明
け
て
し
ま
う
と
、
篁
の
寄
宿
先

に
帰
る
、
と
い
う
平
安
時
代
に
於
け
る
恋
愛
の
手
順
が
踏
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
篁
が
異
母
妹
と
同
宿
し
て
い
な
く
と
も
、
篁
の
邸
の
曹
司
と
い

う
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
曹
司
に
帰
り
て
」
と
記
す
の
で
は
な

く
、「
邸
に
帰
り
て
」
と
記
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
代
の
作
品
に

例
を
求
め
て
み
て
も
、「
邸
に
帰
り
て
」
で
あ
り
、「
曹
司
に
帰
り
て
」
で

は
な
い
。
あ
く
ま
で
帰
る
の
は
「
邸
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
曹
司
」
が
邸

内
の
部
屋
を
指
す
な
ら
ば
、
邸
内
に
い
る
限
り
は
、「
曹
司
に
帰
り
て
」

と
言
う
が
、
邸
の
外
に
出
か
け
て
戻
っ
て
く
る
際
に
、「
曹
司
に
帰
り
て
」

と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
普
段
は
、
日
中
は
家
庭
教
師
と
し
て

妹
の
家
へ
通
い
、
夜
は
大
学
寮
の
文
章
院
、
紀
伝
道
曹
司
に
設
け
ら
れ
た

勉
強
室
に
戻
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
篁
物
語
』
は
九
世
紀
前
半
の
世
情

を
描
写
し
て
お
り
、
小
野
篁
が
、
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
は
既
に
、
文
章
院

が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
一
資
料
と
な
り
う
る
。

『
延
喜
式
』
巻
二
十
、
大
学
寮
の
項
に
於
い
て
、
擬
文
章
生
を
選
ぶ
寮

試
の
こ
と
を
述
べ
た
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

凡
擬
文
章
生
。
毎
年
春
以
廿
人
為
限
。
補
其
闕
者
。
侍
博
士
学
。
即

寮
博
士
共
試
一
史
文
五
条
。
以
通
三
以
上
者
補
之
。
其
不
任
寮
家
者

不
得
貢
挙
。

其
不
任
寮
家
者
不
得
貢
挙
。」
と
あ
る
の
は
、
寮
内
の
曹
司
に
寄
宿
し

な
い
者
も
お
り
、
寄
宿
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
貢
挙
と
い
う
推
薦
制
度
を

規
定
し
た
項
目
に
依
拠
す
る
も
の
で

20
）

あ
る
。
既
に
、
九
世
紀
前
半
に
は
学

生
の
大
学
寮
内
居
住
に
関
す
る
原
則
は
破
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
を
文
章
院
曹
司
の
意
で
、
講
義
室
、
寄
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宿
舎
の
こ
と
を
指
す
と
解
釈
す
れ
ば
、
篁
の
場
合
も
お
そ
ら
く
こ
の
貢
挙

を
得
る
た
め
に
寄
宿
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
畢
竟
、

『
篁
物
語
』
が
篁
の
生
き
た
時
代
状
況
に
即
し
て
形
成
さ
れ
た
物
語
で
あ

る
こ
と
、
の
証
左
と
な
り
え
よ
う
。

曹
司
」
が
、
大
学
寮
の
講
義
室
の
意
を
持
つ
例
と
し
て
、『
源
氏
物

語
』
に
於
い
て
、
夕
霧
の
大
学
寮
入
学
に
関
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。

う
ち
つ
づ
き
、
入
学
と
い
ふ
こ
と
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
こ
の
院

の
内
に
御
曹
司
つ
く
り
て
、
ま
め
や
か
に
才
深
き
師
に
預
け
き
こ
え

た
ま
ひ
て
ぞ
、
学
問
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
。「

少
女
」
巻
）

夕
霧
の
大
学
寮
入
学
に
際
し
、
光
源
氏
は
邸
内
に
「
曹
司
」、
即
ち
勉

強
室
を
設
け
さ
せ
、
家
庭
教
師
を
つ
け
、
夕
霧
に
学
問
教
育
を
行
わ
せ
て

い
る
。
こ
の
傍
線
部
の
記
述
か
ら
、
夕
霧
の
場
合
は
勉
強
室
で
あ
る
曹
司

は
父
光
源
氏
の
邸
内
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
源
氏
物
語
』
の

成
っ
た
、
平
安
時
代
中
期
に
は
、
大
学
寮
は
衰
退
傾
向
に
進
み
始
め
て
お

り
、
有
力
貴
族
た
ち
は
自
ら
の
子
弟
を
大
学
寮
自
体
に
は
通
わ
せ
ず
に
、

自
邸
で
家
庭
教
師
を
つ
け
、
学
問
教
育
を
行
う
よ
う
に

21
）

な
る
。
そ
の
時
代

状
況
を
反
映
し
た
描
写
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
、『
篁
物
語
』
の

「
曹
司
」
は
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
邸
内
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
大
学
寮
内
の
ゆ
え
に
、
平
安
時
代
前
期
に
於
け
る
大
学
寮
の
状
況
に

即
し
て
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
夕
霧

の
場
合
と
篁
の
場
合
で
は
、
大
学
寮
に
於
け
る
時
代
状
況
か
ら
、「
曹
司
」

の
意
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、『
篁
物
語
』
に
於
け
る
「
曹
司
」
は
、
篁
の
学
生
時
代
に
即
し

て
忠
実
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
章
院
曹
司
を
意
味
す
る
と
言
え
よ

う
。

六
、
お
わ
り
に

本
稿
で
の
主
張
を
再
度
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。『
篁
物
語
』

は
、
小
野
篁
の
学
生
時
代
の
、
九
世
紀
前
半
を
忠
実
に
描
写
し
て
お
り
、

そ
の
限
り
に
於
い
て
、『
篁
物
語
』
の
「
曹
司
」
の
記
述
は
文
章
院
曹
司

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
物
語
が
、
篁
の
学
生
時
代
を
忠

実
に
描
い
て
い
る
と
い
え
る
理
由
と
し
て
は
、

一
）角
筆
、
訓
点
資
料
か

ら
、
平
安
時
代
前
期
と
お
ぼ
し
い
古
態
が
見
え
る
こ
と
、

二
）
今
の
人
、

ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
婿
に
と
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。」
が
、
平
安
時

代
中
期
以
後
の
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
篁
の
学
生
時
代
を
俯
瞰
し
、
述
べ

た
草
子
地
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
中
心
に
論
じ
た
。
そ
の
上
で
、

『
篁
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
曹
司
」
が
文
章
院
曹
司
で
あ
り
、
ひ
い
て

は
、
文
章
院
曹
司
の
創
立
が
篁
の
学
生
時
代
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
可

能
性
を
示
唆
し
た
。

注１
）
『
篁
物
語
』
研
究
に
於
い
て
、
学
恩
を
蒙
っ
た
も
の
と
し
て
、
石
原
昭
平
氏

ほ
か
『
篁
物
語
新
講
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
52
）、
平
野
由
紀
子
氏
『
小
野
篁
集

全
釈
』（
風
間
書
房
、
昭
63
）、
平
林
文
雄
氏
『
小
野
篁
集
・
篁
物
語
の
研
究
』

（
和
泉
書
院
、
平
13
）
な
ど
が
あ
る
。
殊
に
、
平
林
氏
の
研
究
は
、
影
印
・
資

料
・
翻
刻
・
校
本
・
対
訳
・
総
説
・
使
用
文
字
分
析
・
総
索
引
を
網
羅
し
て
お

り
、
最
新
の
研
究
と
し
て
、
本
稿
で
も
多
く
参
照
し
た
。

２
）

本
稿
で
は
、『
篁
物
語
』
の
成
立
年
代
に
関
し
て
は
言
及
し
な
い
。

３
）

小
野
篁
の
事
績
を
記
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
於

け
る
薨
伝
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。
ほ
か
に
『
日
本
三
代
実
録
』
等
に
も
篁
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
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４
）

説
話
に
於
け
る
、
篁
は
非
常
に
類
型
的
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』『
撰
集

抄
』『
古
事
談
』『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
篁
の
説
話

が
確
認
さ
れ
る
。
共
通
し
た
説
話
が
少
し
形
を
変
え
て
載
る
も
の
も
あ
る
が
、

概
ね
大
き
な
異
同
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
分
類
に
当
て
は
ま
る
。

５
）

読
書
始
に
於
い
て
、
角
筆
と
点
図
が
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
長

秋
記
』
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
一
二
月
一
四
日
、『
中
山
内
大
臣
記
』
仁
安

二
年
（
一
一
六
七
）
一
二
月
九
日
の
記
事
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史

料
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
角
筆
と
点
図
は
、
漢
籍
を
読
む
上
で
必
要

な
、
一
式
の
道
具
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

６
）

角
筆
の
形
状
に
就
い
て
は
、『
腐
纜
集
』
に
菅
原
家
伝
来
、
象
牙
製
角
筆
の

図
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
参
照
さ
れ
た
い
。

７
）

角
筆
文
献
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
小
林
芳
規
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
以

下
に
示
し
て
お
く
。『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
42
）、『
角
筆
文
献
の
国
語
学
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、

昭
62
）、『
角
筆
文

研
究
導
論
』（
汲
古
書
院
、
平
16
｜
17
）
な
ど
が
あ
る
。

８
）

寮
試
と
は
、
正
式
に
は
、
大
学
寮
起
伝
道
の
予
科
生
で
あ
る
擬
文
章
生
を
選

抜
す
る
た
め
の
試
験
の
こ
と
を
指
す
。
平
安
時
代
初
期
に
於
い
て
、
漢
学
の
隆

盛
に
伴
い
、
文
章
生
志
望
者
が
増
加
し
た
た
め
に
選
抜
試
験
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
加
え
て
予
科
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
重
な
り
、
そ
の
選
抜
試
験
も
始

ま
っ
た
。
そ
の
時
期
は
遅
く
と
も
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
定
員
二
十
名
で
あ
る
擬
文
章
生
に
欠
員
が
生

じ
た
際
、
随
時
試
験
が
行
わ
れ
た
が
、
受
験
の
た
め
に
は
文
章
博
士
の
推
薦
を

必
要
と
し
た
。
試
験
内
容
は
三
史
（『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』）
の
素
読

で
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
か
ら
五
題
出
題
さ
れ
、
三
題
を
誤
り
な
く
読
ん
だ
者

が
合
格
と
さ
れ
た
。

９
）

爪
点
と
は
、
書
物
・
文
書
の
要
所
ま
た
は
不
審
の
と
こ
ろ
に
爪
で
つ
け
る
し

る
し
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、『
源
氏
物
語
』
の
「
爪
じ
る
し
」
の
解
釈
は
、

こ
の
爪
点
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
当
時
、
訓
点
は
複
数
の
訓
じ

方
が
あ
り
、
何
通
り
も
の
諸
説
に
照
ら
し
漢
籍
を
読
み
合
わ
せ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、「
爪
じ
る
し
」
を
角
筆
の
こ
と
と
す
れ
ば
、「
爪
じ
る
し
残
ら
ず
」
と
は

角
筆
の
訓
点
も
落
と
さ
ず
に
読
ん
だ
、
と
解
釈
し
た
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。

10
）

小
林
氏
『
角
筆
文

研
究
導
論
』
第
二
章
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
の
角
筆
文

献
は
、
五
八
点
発
見
さ
れ
て
い
る
。
内
、
平
安
時
代
前
期
の
角
筆
と
確
認
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
仏
書
に
四
つ
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
以
下
、
掲
出
す
る
。（
掲
出

の
番
号
は
、
小
林
氏
の
角
筆
文
献
番
号
に
従
う
。）

①
大
乗
阿
毘
達
摩
雑
集
論
巻
十
六
（
紙
本
墨
書
、
天
平
勝
宝
四
年

七
五
二

写
）

一
帖

石
山
蔵
（
一
切
経
第
四
〇
函
六
四
號
）

折
本
装
（
巻
子
本

改
装
）

②
大
唐
西
域
記
巻
第
一
（
紙
本
墨
書
、
延
暦
四
年

七
八
五

写
、
僧
蓮
慶

筆
）

一
帖

興
聖
禅
寺
蔵

折
本
装
（
巻
子
本
改
装
）

③
大
随
求
陀
羅
尼
（
紙
本
墨
書
、
平
安
初
期
写
）

一
巻

東
寺
観
智
院
金
剛

蔵
（
二
〇
九
箱
二
七
號
）

巻
子
本

奥
書
な
し

④
三
十
帖
策
子
（
紙
本
墨
書
、
九
世
紀
写
、
唐
人
及
空
海
等
筆
）

一
二
帖

（
三
〇
帖
ノ
内
）

仁
和
寺
蔵

粘
葉
装

奥
書
な
し

11
）

訓
点
本
と
は
、
漢
文
に
、
返
り
点
・
ヲ
コ
ト
点
・
送
り
仮
名
な
ど
の
訓
点
が

付
せ
ら
れ
て
い
る
漢
籍
・
国
書
・
仏
典
な
ど
の
書
物
を
指
す
。

12
）

小
林
氏
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』
第
二
章

参
照
。

13
）

角
筆
点
の
時
代
推
移
に
就
い
て
は
、
小
林
氏
『
角
筆
文
献
の
国
語
学
的
研

究
』
第
二
章
、『
角
筆
文

研
究
導
論
』
第
二
章
参
照
。

14
）

訓
点
に
関
し
て
は
、
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
讀
語
に
つ
き
て
の
研

究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
38
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、『
平
安
時
代
訓
點
本
論

考
』（
汲
古
書
院
、
昭
61
）
は
平
安
時
代
に
於
け
る
訓
点
本
の
状
況
を
知
る
上

で
有
益
で
あ
る
。

15
）

中
野
幸
一
氏
「
う
つ
ほ
物
語
の
草
子
地
」（
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津

保
物
語
論
集
』
古
典
文
庫
、
昭
48
所
収
）
の
、
草
子
地
の
分
類
に
従
う
。

16
）

平
安
時
代
に
成
っ
た
説
話
集
に
於
い
て
、
そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
例
え

ば
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
・
藤
原
為
時
作
詩
任
越
前
守
語
第
三
十
で
は
、

今
昔
、
藤
原
為
時
ト
云
人
有
キ
。
一
条
院
ノ
御
時
ニ
、
式
部
丞
ノ
労
ニ
依

テ
、
受
領
ニ
成
ラ
ム
ト
申
ケ
ル
ニ
、
除
目
ノ
時
闕
国
無
キ
ニ
依
テ
、
不
被
成

リ
ケ
リ
。

其
後
、
此
ノ
事
ヲ
嘆
テ
、
年
ヲ
隔
テ
直
物
被
行
ケ
ル
日
、
為
時
博
士
ニ
ハ
非
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ド
モ
、
極
テ
文
花
有
ル
者
ニ
テ
、
申
文
ヲ
内
侍
ニ
付
テ
奉
リ
上
テ
ケ
リ
。
其

ノ
申
文
ニ
此
ノ
句
有
リ
、

苦
学
寒
夜
紅
涙
霑
襟

除
目
後
朝
蒼
天
在
眼

ト
。
内
侍
此
レ
ヲ
奉
リ
上
ゲ
ム
ト
為
ル
ニ
、
天
皇
ノ
其
ノ
時
ニ
御
寝
ナ
リ
テ

不
御
覧
成
ニ
ケ
リ
。
…

と
あ
り
、
受
領
の
選
に
も
れ
た
藤
原
為
時
が
傷
心
を
「
苦
学
寒
夜
…
」
の
詩
に

託
し
て
上
申
し
た
こ
と
で
、
藤
原
道
長
が
感
動
し
叡
覧
に
供
し
、
既
定
の
藤
原

（
源
）
国
盛
に
代
え
て
為
時
を
越
前
守
に
任
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
、

『
江
談
抄
』『
古
事
談
』
に
於
い
て
も
、
同
類
の
説
話
が
散
見
さ
れ
る
。

17
）

大
学
寮
で
は
、
修
養
年
限
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
寮

が
衰
退
へ
と
傾
く
平
安
時
代
中
期
以
後
は
、
修
養
年
限
が
守
ら
れ
な
い
こ
と
が

顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
入
学
年
齢
に
関
し
て
も
規
定
が
守
ら
れ
て
い
な
い
。

18
）

阿
部
俊
子
氏
「『
篁
物
語
』
の
成
立
年
代
」（
古
代
学
協
会
編
『
延
喜
天
暦
時

代
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
44
所
収
）
参
照
。
こ
の
中
で
、
阿
部
氏
は
『
篁

物
語
』
の
成
立
年
代
と
し
て
康
保
、
安
和
、
天
禄
の
頃
と
し
て
い
る
。
漢
学
の

家
柄
や
大
学
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
婿
え
ら
び
の
上
で
何
の
魅
力
に
も
な
ら
な

く
な
っ
た
の
は
摂
関
家
が
藤
原
氏
に
固
定
さ
れ
始
め
る
天
暦
の
頃
と
い
う
説
を

提
出
し
て
い
る
。

19
）

桃
氏
は
、
大
学
寮
に
於
い
て
、
紀
伝
道
が
他
道
と
対
等
に
な
っ
た
時
期
か
ら

文
章
院
が
成
立
し
た
と
し
て
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
と
し
た
。
そ
れ
に
対

し
、
村
上
氏
は
、
創
立
者
と
さ
れ
る
菅
原
清
公
の
補
任
歴
や
大
学
寮
の
財
政
の

状
況
か
ら
文
章
院
の
成
立
を
弘
仁
一
〇
｜
一
二
年
（
八
一
九
｜
八
二
一
）
と
し

て
、
桃
氏
の
説
に
反
駁
し
て
い
る
。
桃
氏
の
説
は
、『
上
代
学
制
の
研
究
』
修

訂
版
（
思
文
閣
出
版
、
平
成
6
）
に
、
村
上
氏
の
説
は
「
文
章
院
の
創
設
年
代

に
就
い
て
」（『
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
五
号
、
昭
32
・
3
）
に
収
載
さ
れ

て
い
る
。

20
）

貢
挙
と
は
、
令
制
で
、
人
格
・
能
力
に
よ
っ
て
適
格
者
を
選
定
し
、
官
吏
ま

た
は
こ
れ
に
准
ず
る
者
の
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
で
あ
る
。
元
々
、
こ

の
制
度
は
中
国
の
科
挙
に
な
ら
い
、
門
地
、
財
力
に
依
ら
な
い
人
材
の
登
用
を

目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
学
寮
の
理
念
と
重
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
諸
国
か
ら
国
学
生
を
貢
し
（
こ
れ
を
貢
人
と
い
う
）、
大
学

寮
か
ら
学
生
を
推
挙
す
る
（
こ
れ
を
挙
人
と
い
う
）
こ
と
を
主
と
す
る
が
、
他

に
、
中
央
諸
官
衙
及
び
諸
国
が
蔭
子
孫
、
位
子
を
貢
す
る
、
帳
内
、
資
人
の
中

か
ら
そ
の
主
人
が
貢
す
る
、
或
る
い
は
郡
司
が
国
分
寺
の
僧
尼
候
補
者
を
貢
す

る
、
と
い
っ
た
例
が
看
取
さ
れ
、
原
則
と
し
て
一
定
の
試
験
を
経
て
、
及
第
者

に
官
職
・
位
階
・
地
位
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
試
験
の
最
も
大
き
く
、
制
度
化

さ
れ
た
も
の
が
式
部
省
、
大
学
寮
の
行
う
省
試
及
び
寮
試
で
あ
っ
た
。

21
）

大
学
寮
が
衰
退
傾
向
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
、
藤
原
摂
関
家
の
台
頭
と
官
職

の
世
襲
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
級
貴
族
の
子
弟
は
大
学
寮
に
通
わ
ず
と
も
、
蔭

位
に
よ
っ
て
官
職
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
邸
に
家
庭

教
師
を
雇
い
、
子
弟
に
教
育
を
行
わ
せ
る
と
い
う
風
潮
が
強
く
な
っ
た
。

本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。『
篁
物
語
』
は
『
篁
物
語
新
講
』、『
蜻
蛉
日
記
』

『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
延
喜
式
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、『
江
家
次
第
』

は
改
訂
増
補
故
実
叢
書
。
但
し
、
引
用
に
際
し
て
、
表
記
等
を
一
部
私
に
改
め
た
。
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