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歴
史
物
語
『
池
の
藻
屑
』
を
め
ぐ
っ
て
│
│

雲

岡

梓

は

じ

め

に

伊
勢
の
文
学
者
荒
木
田
麗
女
（
一
七
三
二
〜
一
八
〇
六
）
は
平
安
王
朝
を
舞
台
と
す
る
擬
古
物
語
や
歴
史
物
語
、
連
歌
作
品
等
膨
大
な
量

の
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
。
代
表
作
は
歴
史
物
語
の
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
行
方
』
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
二

月
と
同
年
八
月
に
、
ほ
と
ん
ど
連
続
し
て
書
か
れ
た
。

『
池
の
藻
屑
』
は
、
石
山
寺
で
年
老
い
た
尼
に
聞
い
た
昔
語
り
を
書
き
記
す
と
い
う
四
鏡
に
な
ら
っ
た
仮
託
的
構
想
を
と
り
、
後
醍
醐

天
皇
か
ら
後
陽
成
天
皇
ま
で
の
歴
史
を
書
く
。『
月
の
行
方
』
も
ま
た
、
百
歳
以
上
の
老
翁
か
ら
聞
い
た
昔
語
り
を
書
き
記
す
と
い
う
仮

託
的
構
想
で
あ
り
、
高
倉
天
皇
・
安
徳
天
皇
二
代
の
歴
史
を
記
す
。
こ
れ
ら
は
麗
女
の
代
表
作
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
代
に

お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
『
池
の
藻
屑
』
に
つ
い
て
は
曲
亭
馬
琴
の
書
簡
中
に
そ
の
名
が
散
見
さ
れ
、
馬
琴
の
批
評
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
現
代
に
お
け
る
麗
女
の
歴
史
物
語
の
評
価
を
確
認
し
た
上
で
、
馬
琴
の
評
価
に
つ
い
て
も
検
討
し
、『
池
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の
藻
屑
』
と
馬
琴
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

一
、
麗
女
の
歴
史
物
語
の
評
価

ま
ず
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
行
方
』
の
今
日
ま
で
の
評
価
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
両
作
が
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

明
治
十
七
年
に
『
史
籍
集
覧
』⑴
に
収
録
さ
れ
て
以
降
で
あ
る
。
そ
し
て
荻
野
由
之
氏
は
両
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
⑵
。

神
武
天
皇
か
ら
建
武
中
興
の
初
ま
で
は
一
通
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
以
降
足
利
時
代
が
無
い
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
伊
勢
の
神
官
荒
木
田
氏
の
娘
で
麗

女
と
云
ふ
人
が
、
後
に
慶
徳
と
云
ふ
人
の
所
へ
行
っ
て
慶
徳
麗
女
と
い
ふ
、
此
人
が
そ
れ
を
憂
へ
て
、
増
鏡
の
あ
と
を
書
継
い
で
池
の
藻
屑
と
云
ふ

名
を
附
け
て
、
足
利
一
代
の
国
文
歴
史
を
か
い
た
。
不
十
分
な
が
ら
も
、
徳
川
時
代
に
歴
史
に
筆
を
執
つ
た
と
云
ふ
女
流
学
者
は
、
恐
ら
く
是
が
第

一
人
で
あ
ら
ふ
と
思
ふ
、
其
点
か
ら
此
書
の
名
前
だ
け
で
も
披
露
し
て
置
か
う
と
思
ふ
。
も
と
今
鏡
と
増
鏡
と
の
間
に
、
高
倉
天
皇
、
安
徳
天
皇
両

代
の
事
実
を
書
い
た
「
彌
世
継
」
と
云
ふ
本
が
あ
つ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
滅
び
て
伝
は
ら
ぬ
。
そ
こ
で
麗
女
は
又
「
月
の
行
方
」
と
云
ふ
本
を
書

い
た
、
そ
れ
は
今
鏡
と
増
鏡
と
の
間
に
入
る
べ
き
歴
史
で
す
。

こ
れ
に
次
い
で
、
芳
賀
矢
一
氏
が

月
の
行
方
は
安
徳
高
倉
二
帝
の
事
を
か
き
二
巻
あ
る
。
池
の
藻
屑
は
十
四
巻
で
後
醍
醐
天
皇
か
ら
北
朝
の
天
皇
を
か
ぞ
へ
て
後
陽
成
天
皇
に
ま
で
至

つ
て
居
る
。
是
は
女
の
試
み
で
あ
つ
て
、
徳
川
時
代
の
才
女
の
筆
で
あ
る
か
ら
新
し
き
材
料
も
な
く
、
文
章
も
今
日
か
ら
見
れ
ば
立
派
な
も
の
で
は

な
い
の
は
女
性
の
補
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
四
の
歴
史
物
語
と
こ
の
二
作
と
を
加
へ
る
と
、
神
武
天
皇
か
ら
後
陽
成
天
皇
ま

で
つ
ゞ
く
の
で
あ
る
。（
略
）
歴
史
物
語
は
大
体
か
く
の
如
く
定
ま
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
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と
評
し
た
こ
と
に
よ
り
⑶
、『
池
の
藻
屑
』、『
月
の
行
方
』
は
歴
史
物
語
の
系
譜
の
最
後
尾
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
『
大
鏡
』
か
ら
連
綿
と
続
く
歴
史
物
語
の
空
白
期
間
を
埋
め
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
麗
女
の
代

表
作
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
芳
賀
氏
は
、「
是
は
女
の
試
み
で
あ
つ
て
、
徳
川
時
代
の
才
女
の
筆
で
あ
る
か
ら
新
し
き
材
料
も
な
く
、
文
章
も
今
日
か
ら
見

れ
ば
立
派
な
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
内
容
面
に
関
し
て
は
評
価
し
て
い
な
い
。
ま
た
尾
上
八
郎
氏
も
、『
池
の
藻
屑
』
の
内
容
に
つ

い
て
低
評
価
を
下
し
て
い
る
⑷
。

大
鏡
に
も
、
水
鏡
に
も
、
増
鏡
に
も
、
一
篇
の
理
想
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
全
体
に
生
気
と
、
光
彩
と
が
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
書
に
は
、
そ
れ
と
指
し
て
云
ふ
べ
き
も
の
が
な
い
。
た
ゞ
列
叙
で
あ
る
、
記
録
で
あ
る
。
こ
の
外
に
何
も
な
い
。
最

後
に
、
細
川
藤
孝
が
、「
や
す
み
し
る
君
が
め
ぐ
み
を
世
に
う
け
て
の
こ
る
く
ま
な
き
春
は
来
に
け
り
。」
と
い
つ
た
の
を
挙
げ
て
あ
る
の
で
、
こ
ゝ

に
至
る
ま
で
の
次
第
を
叙
し
て
、
天
下
の
太
平
を
祝
し
た
の
で
あ
る
と
云
は
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
長
年
月
の
治
乱
興
廃
を
順
序
に

従
つ
て
、
四
鏡
の
如
く
書
く
の
み
が
、
著
者
の
目
的
で
あ
つ
た
と
い
ふ
の
が
、
至
当
の
如
く
み
え
る
。
こ
れ
が
、
自
分
ら
の
、
聊
か
満
足
し
能
は
ぬ

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
現
在
に
お
い
て
も
『
池
の
藻
屑
』、『
月
の
行
方
』
は
歴
史
物
語
に
お
け
る
空
白
期
間
を
埋
め
た
も
の
と
し
て
の
価

値
が
評
価
さ
れ
る
の
み
で
、
文
学
作
品
と
し
て
の
評
価
は
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
同
時
代
に
お
け
る

影
響
関
係
や
受
容
層
の
問
題
な
ど
に
ま
で
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
先
行
研
究
は
概
説
的
な
も
の
や
典
拠
研
究
が
中
心
で
あ

る
⑸
。麗

女
の
歴
史
物
語
に
対
す
る
今
日
の
評
価
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
代
に
お
い
て
は
馬
琴
が
『
池
の
藻
屑
』
に
つ
い
て
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の
感
想
や
評
価
を
、
鈴
門
に
連
な
る
和
学
者
小
津
桂
窓
に
宛
て
た
書
簡
で
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
馬
琴
に
よ
る
『
池
の
藻
屑
』

の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
作
の
馬
琴
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
い
⑹
。

二
、
馬
琴
の
『
池
の
藻
屑
』
入
手
の
経
緯

『
池
の
藻
屑
』
は
巻
一
「
後
醍
醐
天
皇
」、
巻
二
「
光
厳
院
」、
巻
三
「
光
明
院
」、
巻
四
「
崇
光
院
」、
巻
五
「
後
光
厳
院
」、
巻
六
「
後

円
融
院
」、
巻
七
「
後
小
松
院
」、
巻
八
「
称
光
院
」、
巻
九
「
後
花
園
院
」、
巻
十
「
後
土
御
門
院
」、
巻
十
一
「
後
柏
原
院
」、
巻
十
二

「
後
奈
良
院
」、
巻
十
三
「
正
親
町
院
」、
巻
十
四
「
後
陽
成
院
」
か
ら
成
る
。『
池
の
藻
屑
』
は
元
弘
三
（
一
三
三
三
）
年
か
ら
慶
長
八

（
一
六
〇
三
）
年
ま
で
の
出
来
事
を
扱
い
、
巻
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
北
朝
天
皇
を
歴
代
天
皇
と
し
て
記
載
し
、
年
号
も
北
朝
の
年
号
を

用
い
て
い
る
。
そ
の
執
筆
上
の
特
徴
は
、
尾
上
氏
が

尊
氏
、
義
詮
、
義
満
を
は
じ
め
、
秀
吉
、
家
康
に
至
る
ま
で
、
皆
平
安
朝
化
せ
ら
れ
て
、
武
人
ら
し
か
ら
ず
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
縉
紳
の
様
に
な
つ

て
ゐ
る
。「
関
白
殿
、
は
た
花
や
か
に
、
に
ぎ
は
し
き
か
た
に
よ
り
た
ま
へ
ば
、
と
り
も
ち
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
事
も
、
万
お
ほ
や
け
し
う
、
心
ひ
ろ

く
お
き
て
た
ま
へ
る
に
よ
り
て
、
末
が
末
ま
で
も
う
る
ほ
ひ
わ
た
り
、
宮
の
中
こ
よ
な
う
今
め
か
し
う
な
れ
り
。」
と
あ
る
の
を
、
何
人
が
秀
吉
の

事
と
思
ふ
で
あ
ら
う
か
。

と
述
べ
る
よ
う
に
⑺
、
戦
国
の
歴
史
を
書
き
な
が
ら
、
戦
闘
場
面
の
記
述
を
意
識
的
に
避
け
、
さ
ら
に
秀
吉
な
ど
の
武
人
を
雅
や
か
な
朝

廷
人
の
ご
と
く
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
書
で
あ
り
な
が
ら
史
実
か
ら
の
乖
離
が
見
ら
れ
、
記
述
に
お
け
る
文
学
的
要
素
が
強

く
、
歴
史
書
と
文
芸
作
品
の
性
質
を
兼
ね
備
え
る
。
そ
し
て
戦
乱
の
描
写
を
つ
と
め
て
避
け
、
宮
中
に
お
け
る
儀
式
等
の
描
写
に
多
く
筆

を
割
い
て
い
る
。
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こ
の
『
池
の
藻
屑
』
を
馬
琴
が
入
手
し
た
経
緯
で
あ
る
が
、
小
津
桂
窓
宛
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

山
田
の
麗
女
の
事
、
は
じ
め
て
聞
知
り
候
。
仙
台
の
真
葛
女
同
様
之
才
女
と
被
存
候
。
真
葛
ハ
気
象
の
ミ
に
て
、
学
文
ハ
疎
也
。
麗
女
ハ
得
が
た
き

婦
人
ニ
て
有
之
、
小
野
お
通
と
対
す
べ
し
。『
池
の
も
く
ず
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
抔
、
い
か
な
る
事
を
書
候
哉
、
な
つ
か
し
く
覚
候
。
こ
れ
も
御
序
之

節
、
拝
見
奉
希
候
也
。

（
天
保
三
年
十
二
月
八
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

一
、
ひ
が
き
麗
女
之
事
、
云
云
得
御
意
候
所
、
右
才
女
著
述
の
書
名
、『
池
の
も
く
ず
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
抔
之
書
と
成
り
之
事
、
あ
ら
ま
し
御
示
教

被
成
下
、
忝
奉
存
候
。
右
二
書
も
、
見
ま
く
ほ
し
く
奉
存
候
。（
略
）

麗
女
は
詩
文
抔
も
出
来
候
よ
し
。
左
候
ハ
ゞ
、
井
上
お
通
な
ど
ゝ
伯
仲
す
べ
き
才
女
な
ら
ん
と
、
な
つ
か
し
く
存
候
事
ニ
御
座
候
。

（
天
保
四
年
正
月
十
四
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

こ
う
し
た
記
述
に
よ
る
と
、
江
戸
に
住
む
馬
琴
が
伊
勢
の
麗
女
に
つ
い
て
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
桂
窓
に
教
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
麗
女
の
没
後
二
十
六
年
目
に
あ
た
る
、
馬
琴
六
十
五
歳
の
天
保
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
馬
琴
は
麗
女
よ
り
も
三
十
五

歳
年
少
で
あ
る
。
そ
し
て
桂
窓
は
麗
女
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
代
と
同
じ
く
そ
の
代
表
作
と
し
て
『
池
の
藻
屑
』、『
月
の

行
方
』
の
名
を
挙
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

桂
窓
は
伊
勢
の
松
阪
に
住
み
、
自
家
の
文
庫
西
荘
文
庫
に
書
籍
を
蒐
集
し
て
い
る
。『
西
荘
文
庫
所
蔵
目
録
』⑻
に
は
「
檜
垣
麗
女
著
述

目
録
」
と
い
う
項
目
が
存
在
し
、『
池
の
藻
屑
』、『
月
の
行
方
』
を
初
め
三
十
種
の
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
桂
窓
は
麗
女
に
つ
い
て
も

熟
知
し
、
そ
の
作
品
も
多
数
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

馬
琴
は
麗
女
に
つ
い
て
、
只
野
真
葛
（
一
七
六
三
〜
一
八
二
五
）、
井
上
通
女
（
一
六
六
〇
〜
一
七
三
八
）、
浄
瑠
璃
「
十
二
段
草
子
」
の
作

者
と
伝
え
ら
れ
る
伝
説
的
な
女
性
、
小
野
お
通
と
同
様
の
才
女
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
そ
し
て
「
な
つ
か
し
く
」
覚
え
て
そ
の
著
作
に
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も
興
味
を
示
し
、
桂
窓
に
借
覧
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

三
、
馬
琴
に
よ
る
『
池
の
藻
屑
』
評

桂
窓
の
紹
介
に
よ
っ
て
麗
女
と
そ
の
著
作
に
興
味
を
持
っ
た
馬
琴
は
、
天
保
四
年
二
月
二
十
二
日
、
桂
窓
か
ら
『
池
の
藻
屑
』
を
受
け

取
っ
た
。

一
、
御
借
之
御
蔵
書
、
二
月
廿
二
日
ニ
着
。
右
、

『
南
朝
紹
運
図
』
一
冊
、「
無
名
旧
記
」
一
冊
、『
多
気
行
状
記
』
三
冊
、『
同
国
司
九
代
略
』
一
冊
、『
伊
勢
軍
記
』
一
冊
、『
同

真
名
本
』
二
冊
、

『
多
気
往
古
図
』
一
本
、『
白
石
手
簡
』
四
冊
、『
新
安
手
簡
』
一
冊
、『
同

拾
遺
』
一
冊
、『
新
問
答
』
一
冊
、『
臥
雲
日
件
録
』
二
冊
、『
池
の
も

く
ず
』
七
冊
（
略
）

『
池
の
も
く
ず
』
の
文
章
、
女
筆
に
ハ
手
際
な
る
物
ニ
御
座
候
。『
松
蔭
日
記
』
と
伯
仲
可
致
候
。
此
書
、『
増
か
ゞ
み
』
の
後
編
の
つ
も
り
ニ
て
書

あ
ら
ハ
し
候
故
ニ
て
も
可
有
之
候
得
ど
も
、
帝
系
南
朝
ニ
不
及
候
て
、
後
醍
醐
よ
り
直
ニ
後
光
厳
を
と
り
つ
け
候
事
、
遺
憾
な
き
に
あ
ら
ず
。
よ
し

や
、『
増
か
ゞ
み
』
の
後
編
な
り
と
も
、
こ
ゝ
ら
は
書
や
う
可
有
候
。
女
の
事
な
れ
ば
、
そ
こ
ら
へ
心
わ
た
り
不
申
な
る
べ
し
。
な
ほ
、
い
づ
れ
も

熟
読
の
上
、
愚
意
申
試
た
く
奉
存
候
。

（
天
保
四
年
三
月
九
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

『
池
の
藻
屑
』
を
一
読
し
た
馬
琴
は
、「
女
筆
に
ハ
手
際
な
る
物
」
で
あ
り
、
正
親
町
町
子
（
？
〜
一
七
二
四
）
の
『
松
蔭
日
記
』
と
伯

仲
す
る
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
増
鏡
』
後
編
を
目
指
し
な
が
ら
も
記
述
の
中
心
が
北
朝
方
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ

い
て
遺
憾
に
感
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。『
池
の
藻
屑
』
は
北
朝
を
正
統
と
す
る
執
筆
姿
勢
で
貫
か
れ
、

芳
野
殿
に
は
去
年
よ
り
改
ま
り
て
、
延
元
二
年
と
か
聞
え
さ
す
。
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（『
池
の
藻
屑
』
巻
第
三
「
光
明
院
」）

芳
野
の
上
は
い
つ
と
な
き
太
山
の
御
住
居
に
、
秋
の
哀
れ
さ
へ
加
は
り
て
、
身
に
入
る
風
に
故
郷
の
寒
夜
も
思
召
し
知
ら
れ
て
、
世
を
思
召
す
御
心

の
い
と
ま
な
き
に
う
ち
添
ひ
て
、
此
の
頃
は
吉
田
の
大
臣
清
忠
の
弁
な
ど
、
な
く
な
り
ぬ
る
と
聞
か
せ
給
へ
る
に
も
、
物
心
細
う
思
召
し
つ
ゞ
け
さ

せ
給
ひ
て
…

（『
池
の
藻
屑
』
巻
第
三
「
光
明
院
」）

今
年
も
い
と
と
く
暮
れ
て
、
応
安
も
三
年
に
な
り
ぬ
。
芳
野
殿
に
は
改
ま
り
て
、
建
徳
元
年
と
申
し
侍
る
。（『

池
の
藻
屑
』
巻
第
五
「
後
光
厳
院
」）

芳
野
の
上
は
、
二
十
八
日
御
山
を
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。

（『
池
の
藻
屑
』
巻
第
七
「
後
小
松
院
」）

と
作
中
に
あ
る
よ
う
に
⑼
、
南
朝
方
は
「
芳
野
殿
」
と
呼
称
さ
れ
、
南
朝
天
皇
は
「
芳
野
の
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
池
の
藻
屑
』
の

記
述
が
北
朝
方
を
中
心
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
深
澤
鏸
吉
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
し
た
⑽
。

本
書
は
其
材
料
を
所
謂
北
朝
方
よ
り
得
た
る
た
め
に
か
、
全
く
北
朝
の
歴
史
に
し
て
、
所
謂
南
朝
方
を
ば
こ
れ
を
芳
野
殿
と
記
す
。

深
澤
氏
は
麗
女
が
北
朝
方
の
資
料
を
基
に
し
て
執
筆
し
た
た
め
、
そ
の
記
述
も
北
朝
中
心
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
麗
女
が
典
拠
と
し
た
資
料
は
、『
神
皇
正
統
記
』『
続
神
皇
正
統
記
』『
増
鏡
』『
太
平
記
』『
後
太
平
記
』『
続
太
平
記
』

『
新
葉
和
歌
集
』『
吉
野
拾
遺
』『
太
閤
記
』『
豊
鑑
』
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
⑾
。
現
在
典
拠
と
し
て
判
明
し
て
い
る

上
記
の
書
だ
け
で
も
、
南
朝
を
正
統
と
す
る
も
の
と
北
朝
を
正
統
と
す
る
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、
北
朝
方
の
資
料
を
典
拠
と
し
た
た
め
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に
、
北
朝
を
正
統
と
す
る
記
述
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
穏
当
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
森
安
雅
子
氏
は
、

…
南
朝
を
正
統
と
す
る
考
え
方
は
当
時
に
あ
っ
て
は
世
の
通
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の
歴
史
家
に
限
定
さ
れ
る
少
数
派
の
意
見
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
麗
女
が
、
北
朝
方
の
天
皇
一
代
に
一
巻
を
割
り
当
て
て
『
池
の
藻
屑
』
を
構
成
し
て
い
る
の
も
、
近
世
中
期
頃
の
南

北
朝
時
代
に
対
す
る
一
般
的
な
見
解
に
従
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
、

し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
留
意
さ
れ
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
世
の
南
朝
正
統
論
の
形
成
に
思
想
面
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
『
神
皇

正
統
記
』
や
水
戸
彰
考
館
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
著
作
と
の
接
点
が
作
品
中
か
ら
確
認
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
池
の
藻
屑
』
に
お
い
て
北
朝
正

統
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

と
不
審
を
述
べ
て
い
る
⑿
。
馬
琴
も
麗
女
が
北
朝
を
正
統
と
し
て
い
る
点
に
違
和
感
を
覚
え
、『
池
の
藻
屑
』
入
手
の
お
よ
そ
二
カ
月
後

の
書
簡
中
で
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
推
測
し
た
。

『
池
の
も
く
ず
』、
大
冊
の
も
の
ニ
付
、
写
し
か
ね
候
。
か
ね
て
も
申
候
ご
と
く
、
女
筆
ニ
ハ
手
際
な
る
も
の
ニ
候
へ
ど
も
、
書
も
の
あ
し
く
候
故
、

行
れ
申
ま
じ
く
候
。『
増
か
ゞ
ミ
』
抔
ハ
、
国
字
の
史
類
ニ
御
座
候
。
そ
れ
に
擬
し
て
書
つ
ぎ
候
半
ニ
は
、
一
見
識
な
く
て
は
行
れ
が
た
く
候
半
歟
。

南
朝
の
事
ニ
不
及
ハ
、
第
一
の
遺
憾
ニ
御
座
候
。
乍
然
、
世
を
は
ゞ
か
り
候
て
ハ
、
左
も
あ
る
べ
く
候
。
北
海
の
序
に
、
出
板
の
よ
し
ニ
て
序
す
る

ト
あ
れ
ば
、
出
板
の
つ
も
り
な
り
け
ん
が
、
事
整
ハ
で
や
み
た
る
に
も
あ
る
べ
し
。
は
じ
め
よ
り
出
板
の
心
あ
ら
バ
、
南
朝
の
事
に
及
バ
ざ
り
し
も

さ
る
故
に
や
猜
し
候
。
い
さ
ゝ
か
に
て
も
、
世
に
媚
候
心
あ
り
て
ハ
、
見
識
ハ
立
ら
れ
ぬ
も
の
ニ
候
へ
バ
、
な
つ
か
し
か
ら
ず
覚
候
。
此
手
際
に

て
、
何
ぞ
外
の
事
を
つ
ゞ
り
候
ハ
ヾ
、
あ
ハ
れ
め
で
度
も
の
な
ら
ん
を
、
を
し
き
事
ニ
御
座
候
。
先
比
、
水
戸
義
公
御
贈
官
あ
り
て
、
正
二
位
大
納
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言
を
贈
ら
れ
候
。
そ
の
御
書
付
を
拝
見
い
た
し
候
に
、『
礼
義
類
典
』
等
、
大
部
の
著
述
有
之
、
こ
の
余
も
云
云
ニ
付
、
折
々
御
称
美
の
御
沙
汰
に

付
云
云
と
有
之
の
ミ
。『
大
日
本
史
』
の
事
ハ
、
一
字
も
不
被
及
其
義
候
。
こ
れ
ニ
て
御
さ
つ
し
可
被
成
候
。『
俠
客
伝
』
抔
、
つ
く
り
も
の
が
た
り

と
ハ
い
ひ
な
が
ら
、
気
に
入
ら
ぬ
方
も
可
有
之
候
哉
と
存
候
事
ニ
御
座
候
。（
略
）

『
池
の
も
く
ず
』『
い
せ
軍
記
』
等
も
、
筆
工
さ
へ
埒
明
候
へ
バ
、
写
し
置
度
な
き
に
ハ
あ
ら
ね
ど
、
当
時
の
様
子
ニ
て
ハ
、
中
々
急
ニ
写
し
出
来
か

ね
候
。
強
て
写
し
留
候
ニ
も
不
及
候
間
、
こ
の
分
ハ
熟
覧
の
う
へ
、
返
上
可
致
候
。

（
天
保
四
年
五
月
朔
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
馬
琴
は
『
池
の
藻
屑
』
に
付
さ
れ
た
儒
学
者
江
村
北
海
の
序
文
か
ら
、
麗
女
に
本
書
を
出
版
す
る
意
図
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
南
朝
に
関
す
る
記
述
が
な
い
理
由
を
、
出
版
に
際
し
て
世
を
憚
る
故
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
北
海
の
序
文
⒀

に
は

荒
木
田
氏
、
中
饋
之
閒
、
益
従
事
于
其
所
好
。
覧
渉
愈
�
博
、
辞
藻
愈
�
縟
。
乃
有
著
撰
。
積
以
歳
月
、
無
慮
数
十
種
。
今
所
刻
池
藻
屑
、
亦
其
一

耳
。

（
荒
木
田
氏
、
中
饋
の
間
、
益
其
の
好
む
所
に
従
事
す
。
覧
渉
愈
�
博
く
、
辞
藻
愈
�
縟
し
。
乃
ち
著
撰
有
り
。
積
む
に
歳
月
を
以
て
し
、
無
慮
数

十
種
。
今
刻
す
る
所
の
池
藻
屑
、
亦
其
一
の
み
。）

と
の
一
文
が
あ
り
、「
今
所
刻
」
と
の
記
述
か
ら
は
確
か
に
本
書
が
出
版
を
前
提
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
結
局
の
と

こ
ろ
『
池
の
藻
屑
』
は
刊
行
さ
れ
ず
写
本
の
み
で
伝
わ
っ
た
が
、
麗
女
に
自
作
を
出
版
す
る
希
望
が
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
自
伝
『
慶
徳
麗

女
遺
稿
』⒁
に
記
さ
れ
る
。
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「
桐
の
葉
」「
小
手
巻
」
な
ど
か
き
て
よ
り
、
つ
ヾ
き
て
あ
ま
た
か
き
あ
つ
め
て
、
書
林
な
ど
に
つ
か
は
し
け
れ
ど
、
さ
の
み
め
づ
ら
し
く
も
あ
ら
ぬ

も
の
ゆ
ゑ
、
後
に
は
な
か
ば
反
古
に
な
し
き
。

麗
女
は
自
作
の
出
版
を
望
ん
で
書
林
に
持
ち
込
ん
だ
が
、
そ
の
交
渉
は
捗
々
し
く
な
く
、
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の

点
を
考
慮
す
る
と
、
麗
女
が
出
版
を
意
図
す
る
が
故
に
世
評
を
憚
っ
て
北
朝
方
の
記
述
を
中
心
と
し
た
と
い
う
馬
琴
の
指
摘
に
は
現
実
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
馬
琴
は
『
池
の
藻
屑
』
に
お
い
て
北
朝
を
正
統
と
す
る
の
が
、
出
版
の
便
宜
を
は
か
っ
て
の
「
世
に
媚

候
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
「
見
識
ハ
立
ら
れ
ぬ
も
の
」
と
考
え
、「
な
つ
か
し
か
ら
ず
覚
」

え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
此
手
際
に
て
、
何
ぞ
外
の
事
を
つ
ゞ
り
候
ハ
ヾ
、
あ
ハ
れ
め
で
度
も
の
な
ら
ん
を
、
を
し
き
事
ニ
御
座
候
」
と

の
一
文
か
ら
は
、
麗
女
に
は
「
世
に
媚
候
心
」
が
あ
る
故
に
歴
史
物
語
の
執
筆
に
向
か
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
水

戸
藩
主
徳
川
光
圀
が
正
二
位
大
納
言
の
官
位
を
得
た
際
、『
大
日
本
史
』
に
お
い
て
南
朝
を
正
統
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
咎
め
立
て
が
何

も
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
。
次
い
で
自
作
の
『
開
巻
驚
奇
俠
客
伝
』（
以
下
、『
俠
客
伝
』）
も
作
り
物
語
で
あ
る
が
、
南
朝
の
活
躍
を
描
く

た
め
、「
気
に
入
ら
ぬ
方
も
可
有
之
候
哉
」
と
述
べ
て
い
る
。
徳
川
光
圀
や
自
身
の
堂
々
た
る
態
度
に
比
し
て
、
麗
女
の
配
慮
を
潔
く
な

い
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
筆
工
さ
へ
埒
明
候
へ
バ
、
写
し
置
度
な
き
に
ハ
あ
ら
ね
ど
、（
略
）
強
て
写
し
留
候
ニ
も

不
及
候
」
と
手
紙
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
池
の
藻
屑
』
に
対
し
て
積
極
的
に
筆
写
し
て
手
元
に
留
め
置
く
ほ
ど
の
価
値
を
見
出

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
こ
の
後
馬
琴
は
、
再
度
桂
窓
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

一
、『
本
朝
水
滸
』
後
編
、
此
節
写
さ
せ
候
。
并
ニ
、『
池
の
も
く
ず
』、
実
ハ
あ
ま
り
気
ニ
ハ
入
不
申
候
得
ど
も
、
女
筆
の
事
ニ
て
、
且
珍
書
ニ
御

座
候
間
、
こ
れ
も
う
つ
し
申
度
候
。
こ
の
二
書
、
来
月
下
旬
迄
ニ
ハ
写
し
終
り
可
申
候
。
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（
天
保
四
年
十
一
月
六
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

「『
池
の
も
く
ず
』、
実
ハ
あ
ま
り
気
ニ
ハ
入
不
申
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
北
朝
方
を
中
心
と
す
る
記
述
か
ら
麗
女
の
「
世
に
媚
候

心
」
を
感
じ
取
っ
て
、
低
い
評
価
を
下
し
た
馬
琴
で
あ
っ
た
が
、
本
書
が
女
性
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
珍

書
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
価
値
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
の
桂
窓
宛
書
簡
に
、

今
便
返
上
之
御
蔵
書
、『
本
朝
水
滸
伝
』
続
編
五
冊
、『
池
の
藻
屑
』
七
冊
、『
梅
桜
日
記
』
一
冊
、
外
ニ
「
多
気
城
の
図
」、
外
ニ

貸
進
『
告
志

編
』
一
冊
、『
鬼
神
論
』
二
冊

御
恵
借
の
御
本
、
永
々
忝
奉
存
候
。
い
づ
れ
も
、
写
し
相
済
候
間
、
今
便
返
上
仕
候
。
着
之
節
、
御
改
、
御
入
手
可
被
下
候
。

（
天
保
四
年
十
二
月
十
一
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
馬
琴
は
結
局
『
池
の
藻
屑
』
の
写
本
を
作
成
し
、
天
保
四
年
十
二
月
十
一
日
に
桂
窓
に
返
却
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、『
開
巻
驚
奇
俠
客
伝
』
と
の
か
か
わ
り

馬
琴
が
『
池
の
藻
屑
』
を
桂
窓
か
ら
借
覧
し
た
背
景
に
は
、
麗
女
へ
の
興
味
の
他
に
史
伝
物
読
本
執
筆
の
た
め
の
資
料
蒐
集
と
い
う
目

的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
書
簡
中
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
『
俠
客
伝
』
は
、
五
集
二
十
五
巻
二
十
八
冊
に
も
及
ぶ
長
編
の
史
伝
物
読

本
で
あ
り
結
局
完
結
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
馬
琴
の
自
信
作
で
あ
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
俠
客
伝
」
の
項
⒂
に
は
、

一
集
か
ら
四
集
ま
で
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
か
ら
同
六
年
に
、
五
集
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）、
大
阪
群
玉
堂
河
内
屋
茂
兵
衛
刊
。（
略
）
南

朝
の
遺
臣
の
活
躍
を
主
題
と
し
た
史
伝
物
の
一
つ
。

麗
女
と
馬
琴

五
七



と
記
さ
れ
る
。
こ
の
『
俠
客
伝
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
は
、
馬
琴
が
桂
窓
か
ら
『
池
の
藻
屑
』
を
借
り
出
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い

る
。
横
山
邦
治
氏
が

『
美
少
年
録
』『
俠
客
伝
』
と
い
う
続
き
も
の
を
始
め
た
時
に
は
、『
弓
張
月
』
の
よ
う
に
成
り
行
き
に
よ
っ
て
続
き
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
馬
琴
ら
し
く
細
密
な
構
想
を
樹
て
た
上
で
、『
俠
客
伝
』
で
申
せ
ば
『
女
仙
外
史
』
や
『
好
逑
伝
』
を
読
み
込
ん
だ
上
に
、
後
南
朝
系
の
諸

資
料
を
も
集
め
て
、
用
意
周
到
と
い
う
状
況
で
執
筆
を
開
始
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

と
述
べ
る
よ
う
に
⒃
、
馬
琴
は
『
俠
客
伝
』
執
筆
の
た
め
、
こ
の
時
期
精
力
的
に
南
朝
・
後
南
朝
関
係
の
書
籍
を
蒐
集
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
徳
田
武
氏
も
、
天
保
三
年
八
月
十
一
日
付
殿
村
篠
斎
宛
書
簡
の

（
奇
）

一
、
南
朝
五
部
の
書
、
�
に
『
南
朝
紀
伝
』『
南
朝
編
年
紀
略
』『
同
紹
運
録
』
等
御
蔵
�
に
付
、
御
か
し
も
可
被
成
哉
之
旨
御
教
示
、
尤
忝
奉
存

（
奇
）

候
。（
略
）
世
に
「
南
朝
五
部
の
書
」
と
申
候
は
、『
細
々
要
記
』『
浪
合
の
記
』『
南
朝
紀
伝
』『
よ
し
野
拾
遺
』『
桜
雲
記
』
は
、
尤
疑
し
き
も
の
に

候
へ
ど
も
、
近
来
の
偽
書
に
は
あ
ら
ず
。
な
ほ
な
つ
か
し
き
こ
ゝ
ち
い
た
し
候
。

と
の
記
述
か
ら
、
上
記
の
南
朝
に
関
す
る
書
物
が
『
俠
客
伝
』
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
⒄
。『
池
の
藻
屑
』
も
南

北
朝
の
分
裂
か
ら
合
一
に
至
る
ま
で
、
そ
し
て
後
南
朝
の
滅
亡
を
描
い
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
『
俠
客
伝
』
の
参
考
資
料
と
す

る
目
的
で
借
覧
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。『
西
荘
文
庫
蔵
書
目
』
に
よ
る
と
、
桂
窓
は
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
行
方
』
の
両
方
を
所
蔵

し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
麗
女
の
代
表
作
で
あ
る
両
書
の
う
ち
『
池
の
藻
屑
』
の
み
を
借
覧
し
て
い
る
こ
と
は
、
馬
琴
が
南

北
朝
時
代
を
描
く
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
『
池
の
藻
屑
』
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
だ
ろ
う
。

『
池
の
藻
屑
』
が
『
俠
客
伝
』
に
直
接
的
に
典
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
が
、
馬
琴
の
南
朝
・
後
南
朝
史
に
関
す
る
知
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識
を
構
築
す
る
過
程
に
お
い
て
、
資
料
の
う
ち
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
一
章
で
は
、
麗
女
の
歴
史
物
語
『
池
の
藻
屑
』、『
月
の
行
方
』
が
歴
史
物
語
の
系
譜
の
最
後
尾
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と
認

定
さ
れ
た
経
緯
及
び
、
今
日
に
お
け
る
両
書
の
評
価
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
二
章
、
三
章
で
は
、『
池
の
藻
屑
』
に
対
す
る
馬
琴
の
評
価

に
つ
い
て
見
て
き
た
。
馬
琴
は
本
書
に
お
い
て
北
朝
が
正
統
と
さ
れ
て
い
る
点
を
遺
憾
と
し
、
そ
の
理
由
を
出
版
に
備
え
て
世
を
憚
る
た

め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
麗
女
の
「
世
に
媚
候
心
」
の
あ
る
執
筆
姿
勢
を
惜
し
ん
で
い
る
。

ま
た
四
章
で
は
、
馬
琴
が
『
池
の
藻
屑
』
を
借
覧
し
た
時
期
、『
俠
客
伝
』
執
筆
の
た
め
に
南
北
朝
時
代
等
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物

を
積
極
的
に
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、『
池
の
藻
屑
』
も
そ
の
内
の
一
冊
と
し
て
馬
琴
の
手
元
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

馬
琴
に
と
っ
て
の
『
池
の
藻
屑
』
の
価
値
は
「
女
筆
の
事
ニ
て
、
且
珍
書
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
、
内
容
に
対
す
る
評
価
は

芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
は
馬
琴
の
史
伝
物
読
本
執
筆
の
た
め
の
知
識
源
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註
⑴

近
藤
瓶
城
編
『
史
籍
集
覧
』
第
二
冊
、
第
三
冊
（
近
藤
活
版
所
、
一
八
八
四
年
）

⑵

荻
野
由
之
氏
『
史
話
と
文
話
』（
博
文
館
、
一
九
一
八
年
）

⑶

芳
賀
矢
一
氏
『
日
本
文
献
学
文
法
論
歴
史
物
語
』（
冨
山
房
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
）

⑷

尾
上
八
郎
氏
「
解
題

池
の
藻
屑
」（『
日
本
文
学
大
系

第
十
三
巻
』
国
民
図
書
株
式
会
社
、
一
九
二
六
年
八
月
）。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

⑸

前
掲
注
⑷
、
後
藤
丹
治
氏
「
慶
徳
麗
女
の
歴
史
物
語
│
月
の
ゆ
く
へ
を
中
心
と
し
て
│
」（『
瑞
垣
』
二
三
、
一
九
九
五
年
六
月
）、
舩
戸
美
智

子
氏
「『
池
の
藻
屑
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
│
女
流
文
学
者
の
古
典
趣
味
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
四
（
三
）、
一
九
八
九
年
三
月
）、
森
安
雅

子
氏
「『
池
の
藻
屑
』
と
軍
記
物
語
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
三
三
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
森
安
雅
子
氏
「『
池
の
藻
屑
』
に
お
け
る
南
北
朝
史
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観
を
め
ぐ
っ
て
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
三
九
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
が
備
わ
る
。

⑹

馬
琴
書
簡
の
引
用
は
、
全
て
『
馬
琴
書
翰
集
成
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
八
木
書
店
）、『
馬
琴
書
翰
集
成
』
第
三
巻
（
八
木
書
店
、

二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

⑺

前
掲
注
⑷
に
拠
っ
た
。

⑻
『
西
荘
文
庫
蔵
書
目
』
は
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号N
8

C
2/029.

9/1/3

）
を
参
照
し
た
。

⑼

荒
木
田
麗
女
『
池
の
藻
屑
』
本
文
は
、
尾
上
八
郎
氏
校
注
『
池
の
藻
屑
』（『
日
本
文
学
大
系

第
十
三
巻
』
国
民
図
書
株
式
会
社
、
一
九
二
六

年
八
月
）
に
拠
っ
た
。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

⑽

深
澤
鏸
吉
氏
「
女
流
文
学
者
荒
木
田
麗
女
（
下
）」（『
歴
史
地
理
』
一
八
巻
三
号
、
一
九
一
一
年
）。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

⑾

前
掲
注
⑷
、
⑸
に
拠
る
。

⑿

前
掲
注
⑸
、
森
安
氏
論
文
「『
池
の
藻
屑
』
に
お
け
る
南
北
朝
史
観
を
め
ぐ
っ
て
」
に
拠
る
。

⒀

前
掲
注
⑼
に
拠
る
。
な
お
、
江
村
北
海
序
文
の
書
き
下
し
は
稿
者
に
よ
る
。

⒁

荒
木
田
麗
女
『
慶
徳
麗
女
遺
稿
』
は
、
享
和
二
年
頃
成
立
。
本
文
は
（
大
川
茂
雄
氏
・
南
茂
樹
氏
編
『
国
学
者
伝
記
集
成
（
上
）』
復
刻
版
、

東
出
版
、
一
九
九
七
年
九
月
）
に
拠
っ
た
。

⒂
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
開
巻
驚
奇
俠
客
伝
」
水
野
稔
氏
執
筆
担
当
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）

⒃

横
山
邦
治
氏
「『
開
巻
驚
奇
俠
客
伝
』
略
注
」（
横
山
邦
治
氏
、
大
高
洋
司
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
八
七
』「
開
巻
驚
奇
俠
客
伝
」
岩

波
書
店
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
）。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

⒄

徳
田
武
氏
「
後
南
朝
悲
話
│
庭
鐘
・
馬
琴
・
逍
遥
│
」（『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』
青
裳
書
店
、
一
九
八
七
年
五
月
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
く
も
お
か

あ
ず
さ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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