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平
安
鎌
倉
期
文
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│
│
そ
の
由
来
に
つ
い
て
│
│

崔
　
鵬
偉

一
　
は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
警け
い
ひ
つ蹕
の
魔
除
け
効
果
の
由
来
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
主
に
日
中
両
国
の
文
献
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
警
蹕
、
特
に
そ

の
声
が
い
か
に
し
て
魔
除
け
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

警
蹕
と
は
、
中
国
で
は
、
天
子
の
出
入
す
る
時
に
通
行
人
を
追
い
払
い
静
め
る
こ
と
を
い
う
。
日
本
で
は
、
出
御
・
入
御
の
ほ
か
、
天
皇

の
食
事
を
運
ん
だ
り
神
事
を
行
っ
た
り
す
る
時
の
先
払
い
を
も
い
う
。
そ
の
文
字
表
記
と
し
て
は
、「
警
蹕
」・「
前
駆
」・「
唱
道
」・「
清
道
」・

「
サ
キ
バ
ラ
ヒ
」・「
サ
キ
オ
ヒ
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
音
声
は
、「
ヲ
シ
」
と
「
ヲ
ー
」
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
有
声
音
の
「
ヲ
」
や
無
声
音
の

「
シ
」
を
一
音
一
音
長
く
引
き
延
ば
し
て
唱
え
る
も
の
で
あ
る（
１
）。
例
え
ば
、
同
じ
く
配
膳
の
警
蹕
の
声
に
つ
い
て
も
、
平
安
貴
族
の
日
常
に
関

す
る
記
録
を
数
多
く
残
し
た
『
枕
草
子
』
第
二
十
一
段
に
は
、「
警
蹕

0

0

な
ど
、
お
し

0

0

と
言
ふ
声
聞
ゆ
る
」（
引
用
文
中
の
傍
線
・
傍
点
・
記
号
等

は
、
す
べ
て
私
に
附
し
た
。
以
下
同
様
）
と
あ
り
、「
お
し
」
と
す
る
。
蔵
人
の
職
務
を
詳
述
し
た
十
一
世
紀
後
半
成
立
の
『
侍じ
ち
ゅ
う
ぐ
ん
よ
う

中
群
要
』
に

も
、「
初
供
二
御
膳
一
人
、
先
取
二
蓋
盤
一
、
入
二
立
鬼
間
御
障
子
之
間
一
、
称
二
警
蹕

0

0

一
、
其
詞
オ
シ

0

0

」
と
み
え
、『
枕
草
子
』
と
同
様
に
、「
オ
シ
」

と
す
る
。
一
方
、
後
醍
醐
天
皇
（
在
位
一
三
一
八
〜
一
三
三
九
）
が
内
裏
に
お
け
る
一
日
の
行
事
を
記
し
た
『
日
中
行
事
』
に
は
、「
鬼
の
間

の
と
り
ゐ
障
子
を
入
ほ
ど
、
は
い
せ
ん
け
い
ひ
つ

0

0

0

0

す
。
お
ゝ

0

0

と
い
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
配
膳
警
蹕
の
声
を
「
お
ゝ
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
文
献
に
み
る
警
蹕
の
実
態
は
多
様
で
あ
る
。
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六

　

今
日
で
は
神
道
行
事
の
他
に
、
滅
多
に
聞
く
こ
と
の
な
い
警
蹕
（
先
払
い
）
の
声
は
、
平
安
時
代
に
は
一
般
的
に
聞
く
こ
と
が
で
き
て
い

た
。
当
時
の
公
卿
た
ち
は
、
外
出
の
際
に
従
者
に
し
き
り
に
警
蹕
を
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
第
二
百
八
段
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。い

み
じ
う
暑
き
こ
ろ
、
夕
涼
み
と
い
ふ
ほ
ど
、
物
の
さ
ま
な
ど
も
お
ぼ
め
か
し
き
に
、
男
車
の
、
さ
き
追
ふ
は
、
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら

ず
、
た
だ
の
人
も
、
後
の
簾
上
げ
て
、
二
人
も
、
一
人
も
、
乗
り
て
走
ら
せ
ゆ
く
こ
そ
、
涼
し
げ
な
れ
。

「
さ
き
追
ふ
」（
図
１
）
と
「
た
だ
の
人
」
と
が
対
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
先
払
い
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
も
は
や
身
分
を

表
す
一
基
準
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
貴
族
社
会
と
密
接
に
係
わ
る
警
蹕
が
魔
除
け
と
し
て
機
能
す
る
と
明
確
に
記
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
、『
徒
然
草
』
第
百
九
十
六
段
が
知
ら
れ
て
い
る
。

東
大
寺
の
神
輿
、
東
寺
の
若
宮
よ
り
帰
座
の
時
、
源
氏
の
公
卿
ま
ゐ
ら
れ
け
る
に
、
こ
の
殿

0

0

0

、
大
将
に
て
、
先
を
追
は
れ
け
る
を
、
土
御

0

0

門
相
国

0

0

0

、「
社
頭
に
て
警
蹕
、
い
か
ゞ
侍
べ
か
ら
む
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
随
身
の
振
舞
は
、
兵
杖
の
家
が
知
る
事
に
候
」
と
ば
か
り
答

へ
給
ひ
け
り
。
さ
て
、
後
に
仰
ら
れ
け
る
は
、「
此
相
国
、
北
山
抄

0

0

0

を
見
て
、
西
宮
の
説

0

0

0

0

を
こ
そ
知
ら
れ
ざ
り
け
れ
。
眷
属
の
悪
鬼
悪
神

恐
る
ゝ
故
に
、
神
社
に
て
殊
に
先
を
追
ふ
べ
き
こ
と
は
り
あ
り
」
と
ぞ
仰
ら
れ
け
る
。

　

東
大
寺
の
神
輿
が
、
東
寺
の
若
宮
か
ら
も
と
の
居
所
に
も
ど
る
時
に
、
さ
る
源
氏
の
公
卿
が
供
奉
な
さ
っ
た
。
源
通
基
（
一
二
四
〇
〜

一
三
〇
八
）
が
行
列
の
警
蹕
を
し
て
い
た
の
を
、
土
御
門
の
相
国
す
な
わ
ち
源
定
実
（
一
二
四
一
〜
一
三
〇
六
）
が
、「
社
頭
で
警
蹕
を
す
る

の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
す
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
通
基
は
「
随
身
の
所
作
は
、
武
家
の
者
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
だ

け
答
え
た
。
そ
し
て
、
後
に
な
っ
て
通
基
が
、「
定
実
相
国
は
、『
北
山
抄
』
を
見
て
は
い
た
が
、
西
宮
の
説
の
こ
と
こ
そ
は
ご
存
じ
な
か
っ

た
。
眷
属
の
悪
鬼
悪
神
を
恐
れ
る
た
め
に
、
神
社
で
は
特
に
先
払
い
を
す
べ
き
理
由
が
あ
る
の
だ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
「
北
山
抄
」
は
、『
北
山
抄
』
巻
八
に
あ
る
「
神
社
行
幸
、
準
二
大
嘗
会
御
禊
一
。
但
、
至
二
於
社
頭
一
不
二
警
蹕
一
。
猶
可
レ
有
レ
憚
歟
」

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
有
職
故
実
書
と
し
て
、『
北
山
抄
』
よ
り
成
立
の
早
い
『
西さ
い
き
ゅ
う
き

宮
記
』
に
は
、
社
頭
の
警
蹕
に
関
連
す
る
本
文

が
確
認
で
き
な
い（
２
）。
こ
の
「
西
宮
の
説
」
は
何
を
指
す
か
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
思
し
き
事
例
は
、『
続
古
事
談
』
第
四
十
四
に
確
認
で

き
る
。
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七

西
宮
左
大
臣
高
明

0

0

、
日
く
れ
て
内
よ
り
ま
か
り
出
給
け
る
に
、
二
条
大
宮
の
辻

0

0

0

0

0

0

を
す
ぐ
る
に
、
神
泉
の
丑
寅
の
角

0

0

0

0

0

0

0

、
冷
泉
院
の
未
申
の
す

0

0

0

0

0

0

0

0

み0

の
つ
い
ぢ
の
う
ち
に
、
胸
、
つ
い
ぢ
の
覆
に
あ
た
る
ほ
ど
に
た
け
た
か
き
も
の
、
三
人
た
ち
て
、
大
臣
、
さ
き
を
ふ
声

0

0

0

0

0

を
き
ゝ
て
は
う

つ
ぶ
し
、
を
は
ぬ
時
は
さ
し
出
け
り
。
大
臣
、
そ
の
心
を
得
て
、
し
き
り
に
さ
き
を
を
は
し
む
。

西に
し
の
み
や
宮
左
大
臣
と
称
す
る
源
高
明
（
九
一
四
〜
九
八
二
）
が
夜
中
内
裏
か
ら
罷
り
出
て
、
神
泉
苑
の
丑
寅
の
方
角
に
あ
る
辻
を
通
り
か
か
る
お

り
、
背
丈
の
高
い
も
の
三
人
が
現
れ
た
。
三
人
が
警
蹕
の
声
を
聞
い
て
は
俯
し
、
声
の
な
い
時
に
は
現
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
、
高
明
が
警
蹕

を
し
き
り
に
さ
せ
て
辻
を
無
事
に
通
過
し
た
。
紙
幅
の
関
係
で
引
用
を
省
略
す
る
が
、
後
日
談
に
よ
る
と
、
そ
の
三
人
の
正
体
は
、
陰
陽
師
の

遺
棄
し
た
式
神
の
霊
で
あ
っ
た
と
い
う
。
年
中
行
事
や
臨
時
儀
式
の
作
法
を
解
説
し
た
『
西
宮
記
』
の
著
者
で
あ
る
高
明
に
し
て
も
、
警
蹕
の

魔
除
け
効
果
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
続
古
事
談
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

話
の
時
代
設
定
と
な
る
十
世
紀
後
半
ま
で
に
は
、
警
蹕
の
魔
除
け
効
果
が
、
一
般
的
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
か
つ
て
「
節
分
の
百
鬼
夜
行
│
室
町
時
代
の
文
献
を
中
心
に
│
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
口
頭
発
表
に
お
い
て
、
室
町
期
文
献
に
み
る
、

百
鬼
夜
行
が
賢
人
と
称
さ
れ
る
藤
原
実
資
（
九
五
七
〜
一
〇
四
六
）
の
警
蹕
の
声
に
祓
わ
れ
る
伝
承
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（
３
）。
結
果

と
し
て
、
賢
人
の
警
蹕
に
ま
つ
わ
る
魔
除
け
伝
承
は
、
平
安
末
期
の
文
献
『
大
鏡
』
師
輔
伝
や
『
台
記
』
に
確
認
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
大
鏡
』
師
輔
伝
の
伝
承
が
右
に
検
討
し
た
『
続
古
事
談
』
の
話
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

警
蹕
に
よ
っ
て
怪
異
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
共
通
点
を
除
い
て
、
両
者
に
お
け
る
事
件
の
起
こ
っ
た
場
所
が
一
致
し
て
い
る
（
詳
細
は
後
述
す

る
）
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
と
な
る
藤
原
師
輔
（
九
〇
八
〜
九
六
〇
）
と
源
高
明
と
は
義
理
の
親
と
娘
婿
の
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
警
蹕

の
魔
除
け
伝
承
の
出
現
は
、
師
輔
一
族
の
活
動
と
深
く
か
か
わ
り
、
師
輔
が
活
躍
し
た
十
世
紀
中
期
ま
で
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
発
想
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
関
連
す
る
先
行
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
ま
ず
実
資
の
伝
承
や
『
大
鏡
』
師
輔
伝
に
対
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
平
安
鎌
倉
期
に
お
け
る
賢
人
の
警
蹕
に
よ
る
魔

除
け
伝
承
を
検
討
し
、
そ
の
源
流
を
探
求
す
る
。
次
に
、
警
蹕
が
元
々
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
、
日
中
両
国
に
お
け
る
魔
除
け
機
能
の
構
造
の
異
同
を
分
析
す
る
。
最
後
に
、
な
ぜ
日
本
に
お
い
て
魔
除
け
の
機
能
が
警
蹕
の
声

と
結
び
つ
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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八

二
　
賢
人
の
警
蹕

　
『
徒
然
草
』
よ
り
や
や
成
立
が
新
し
い
『
和わ

く

ら

は

久
良
半
の
御
法（
４
）』
に
は
、
賢
人
の
「
前
の
声
」、
つ
ま
り
警
蹕
に
「
魔
縁
降
伏
」
の
効
果
が
あ
る

例
と
し
て
、
百
鬼
夜
行
が
藤
原
実
資
の
先
払
い
の
声
に
恐
れ
て
退
散
し
た
と
い
う
伝
承
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
関師

嗣白
は
、
か
ね
て
よ
り
相
国
寺
の
方
丈
に
ま
し
ま
し
て
、
そ
の
刻
限
に
、
こ
れ
も
北
門
よ
り
入
せ
給
。
御
行
粧
す
ぐ
れ
て
ゆ
ゝ
し
く

ぞ
み
へ
さ
せ
給
。
ま
づ
御
随
身
五
人
、
い
づ
れ
も
花
を
お
り
色
を
ま
じ
へ
て
、
し
や
う
ぞ
き
侍
り
。
た
ゞ
し
寺
中
な
る
に
よ
り
て
、
前
の

声
を
い
だ
し
侍
ら
ず
。
お
よ
そ
警
蹕

0

0

は
、
魔
縁
降
伏
の
す
が
た

0

0

0

0

0

0

0

0

也
。
さ
れ
ば
賢
人

0

0

の
大実

資臣
の
前
の
声

0

0

0

に
は
、
百
鬼
夜
行
だ
に
も
と
を
り
え

ず
し
て
、
退
散
し
侍
り
け
る
と
な
り
。
寺
内
に
て
は
、
左
様
の
事
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
や
。

前
述
し
た
『
徒
然
草
』
第
百
九
十
六
段
の
社
頭
警
蹕
と
異
な
り
、
寺
の
中
で
警
蹕
を
控
え
る
べ
き
理
由
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
警
蹕
の
魔
除

け
機
能
と
関
わ
る
点
に
お
い
て
は
一
致
す
る
も
の
の
、
根
拠
と
な
る
事
例
の
主
人
公
は
、
そ
れ
ぞ
れ
高
明
と
実
資
で
あ
り
、
同
一
人
物
で
は
な

い
。

　

ま
た
、
同
時
代
の
『
文
明
年
中
応
制
詩
歌
』「
禅
林
応
制
詩（
５
）」
に
も
、
実
資
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

応
制
小
野
宮
大
臣　
　
　
　

臣
僧
明
掄

君
正
聖
時
臣
亦
賢
、
曽
論
功
賞
気
衝
天
。
紫
宸
夜
半
退
朝
後
、
百
鬼
魂
驚
一
剣
前
。

聖
明
な
君
主
の
治
世
に
あ
う
賢
人
実
資
は
、
そ
の
意
気
込
み
が
天
を
つ
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
資
が
百
鬼
夜
行
と
い
う
魂
を
も
驚
か
す
よ

う
な
危
機
一
髪
の
事
態
に
遭
遇
し
た
の
は
、
夜
中
に
朝
議
が
終
わ
っ
て
内
裏
を
罷
り
出
た
後
で
あ
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
、『
和
久
良
半
の
御
法
』・『
文
明
年
中
応
制
詩
歌
』
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
賢
人
と
さ
れ
る
実
資
が
夜
中
に
内
裏
か
ら
帰
宅
す
る

途
中
、
百
鬼
夜
行
と
遭
遇
し
た
が
、
警
蹕
に
よ
り
無
事
に
難
を
逃
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
伝
承
の
構
造
が
、
後
述
す
る
『
大
鏡
』

師
輔
伝
の
そ
れ
と
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
次
に
、
伝
承
の
原
型
だ
と
考
え
ら
れ
る
記
録
は
、『
古
事
談
』
巻
二
第

七
十
三
話
に
み
え
る
。

御
堂
令
レ
煩
二
邪
気

0

0

一
給
之
時
、
小
野
宮
右
府
為
レ
奉
レ
訪
令
レ
参
給
、
邪
気
聞
二
前
声
一
詫
レ
人
云
、
賢
人

0

0

之
前
声

0

0

コ
ソ
聞
ユ
レ
、
此
人
ニ
ハ
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九

居
ア
ハ
シ
ト
思
物
ヲ
ト
テ
、
示
二
退
散
之
由
一
云
云
、
御
心
地
即
平
愈
。

右
に
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
道
長
を
悩
ま
す
邪
気
が
実
資
の
先
払
い
を
聞
き
、「
賢
人

0

0

之
前
声

0

0

」
だ
と
、
人
に
憑
り
つ
い
て
退
散
す
る
理
由
を
述

べ
た
と
い
う
。
こ
と
さ
ら
に
「
賢
人
」
の
前
声
と
あ
る
の
は
、
こ
の
魔
除
け
効
果
が
機
能
す
る
の
に
、
警
蹕
の
主
体
が
徳
の
あ
る
賢
明
な
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る（
６
）（
図
２
）。
そ
の
理
由
は
、『
十
訓
抄
』
巻
六
第
三
十
四
話
に
、
次
の
通
り
に
示
さ
れ
て
い
る
。

小
野
宮
右
大
臣

0

0

0

0

0

0

と
て
、
世
に
は
賢
人
右
府

0

0

0

0

と
申
す
。〈
中
略
〉
そ
の
の
ち
、
こ
と
に
ふ
れ
て
、
か
や
う
の
振
舞
、
た
え
ざ
り
け
れ
ば
、
つ

ひ
に
賢
人

0

0

と
い
は
れ
て
や
み
に
け
り
。
の
ち
ざ
ま
に
は
鬼
神
の
所
変

0

0

0

0

0

な
ど
も
見
あ
ら
は
さ
れ
け
る
と
か
や
。

　
　

好
二
正
直
一
与而

カ

不
レ
廻
而兮

カ　

精
誠
通
二
於
神
明
一

　
　
　

正
直
を
好
み
て
廻
な
ら
ざ
れ
ば
、
精
誠
、
神
明
に
通
ず

と
曹
大
家

0

0

0

が
東
征
の
賦

0

0

0

0

に
書
け
る
、
今
思
ひ
合
せ
ら
れ
て
い
み
じ
。

正
直
な
心
を
好
ん
で
保
っ
て
い
け
ば
神
明
に
も
通
じ
る
と
い
う
、『
文
選
』
巻
二
所
収
の
班
昭
の
「
東
征
賦
」
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
実
資
が

「
鬼
神
の
所
変
な
ど
」
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、
賢
人

0

0

で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
賢
人
が
神
に
通
じ
る
特
質
は
、『
古
事
談
』
に

あ
る
よ
う
に
、
賢
人
の
先
払
い
の
声
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

賢
人
の
先
払
い
の
魔
除
け
効
果
に
つ
い
て
、
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
、『
大
鏡
』
巻
三
に
み
る
藤
原
師
輔
の
百
鬼
夜
行
遭
遇
譚（
７
）が
最
も

早
い
記
録
で
あ
る
。

　

こ
の
九
条
殿
は
、
百
鬼
夜
行

0

0

0

0

に
あ
は
せ
た
ま
へ
る
は
。
い
づ
れ
の
月
と
い
ふ
こ
と
は
、
え
う
け
た
ま
は
ら
ず
。
い
み
じ
う
夜
ふ
け
て
、

内
よ
り
出
で
た
ま
ふ
に
、
大
宮
よ
り
南
ざ
ま
へ
お
は
し
ま
す
に
、
あ
は
は
の
辻

0

0

0

0

0

の
ほ
ど
に
て
、
御
車
の
簾
う
ち
垂
れ
さ
せ
た
ま
ひ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
、

「
御
車
牛
も
か
き
お
ろ
せ
、
か
き
お
ろ
せ
」
と
、
急
ぎ
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
思
へ
ど
、
か
き
お
ろ
し
つ
。
御
随
身
・
御
前
ど
も

も
、
い
か
な
る
こ
と
の
お
は
し
ま
す
ぞ
と
、
御
車
の
も
と
に
近
く
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
御
下
簾
う
る
は
し
く
ひ
き
垂
れ
て
、
御
笏
と
り
て
、

う
つ
ぶ
さ
せ
た
ま
へ
る
気
色
、
い
み
じ
う
人
に
か
し
こ
ま
り
申
さ
せ
た
ま
へ
る
さ
ま
に
て
お
は
し
ま
す
。「
御
車
は
榻
に
か
く
な
。
た
だ

随
身
ど
も
は
、
轅
の
左
右
の
軛
の
も
と
に
い
と
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
先
を
高
く
追
へ

0

0

0

0

0

0

。
雑
色
ど
も
も
声
絶
え
さ
す
な
。
御
前
ど
も
近
く
あ

れ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
い
み
じ
う
よ
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
牛
を
ば
御
車
の
隠
れ
の
方
に
ひ
き
立
て
さ
せ
た
ま
へ
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一
〇

り
。
さ
て
、
時
中
ば
か
り
あ
り
て
ぞ
、
御
簾
あ
げ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
今
は
、
牛
か
け
て
や
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ど
、
つ
ゆ
御
供
の
人

は
心
え
ざ
り
け
り
。
後
々
に
、「
し
か
じ
か
の
こ
と
あ
り
し
」
な
ど
、
さ
る
べ
き
人
々
に
こ
そ
は
、
忍
び
て
語
り
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
め
ど
、

さ
る
め
づ
ら
し
き
こ
と
は
、
お
の
づ
か
ら
散
り
は
べ
り
け
る
に
こ
そ
は
。

師
輔
が
夜
更
け
に
宮
中
か
ら
退
出
し
て
大
宮
通
り
を
南
へ
下
る
時
、
あ
は
は
の

0

0

0

0

辻0

（
８
）で

百
鬼
夜
行
に
出
会
っ
た
。
師
輔
は
た
だ
ち
に
牛
車
を
止

め
、
簾
を
下
げ
、
轅
を
お
ろ
し
、
警
蹕
を
絶
え
ず
に
大
き
く
さ
せ
た
。
ま
た
笏
を
両
手
に
持
っ
て
う
つ
伏
せ
に
な
り
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
誦
す

る
。
一
時
間
ほ
ど
し
て
、
よ
う
や
く
師
輔
は
牛
車
を
出
発
さ
せ
る
。
随
身
や
前
駆
た
ち
に
は
何
も
見
え
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
師
輔
の
ふ
る

ま
い
を
訝
っ
た
。

　

師
輔
が
警
蹕
を
絶
え
ず
に
大
き
く
さ
せ
る
と
い
う
一
連
の
行
動
は
、
注
目
に
値
す
る
。
ま
ず
、
牛
車
を
掻
き
下
ろ
す
（
図
３
）
行
動
は
、
当

時
の
参
議
・
納
言
が
親
王
・
大
臣
と
遭
遇
す
る
場
合
の
車
礼
に
則
っ
た
行
為
と
考
え
ら
れ
る（
９
）。
し
か
し
、
目
上
の
存
在
に
向
か
っ
て
先
払
い
を

す
る
こ
と
が
礼
に
か
な
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
師
輔
が
絶
え
ず
に
追
う
よ
う
に
命
じ
た
の
は
、
百
鬼
夜
行
に
対
し
て
敬
畏
を
表
し
な
が
ら

も
、
警
蹕
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
抗
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
警
蹕
に
よ
っ
て
鬼
神
と
対
抗
す
る
点
は
、『
台
記
』
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
十
二

月
九
日
条
に
確
認
で
き
る
。

於
二
二
条
烏
丸
辻0

一
警
蹕

0

0

、
於
二
二
条
室
町
一
警
蹕

0

0

、
於
二
二
条
町
一
又
警
蹕

0

0

、
此
間
予
下
レ
簾
、
憚
二
角
明
神
一
之
故
也
。

藤
原
頼
長
（
一
一
二
〇
〜
一
一
五
六
）
が
、
簾
を
下
げ
て
二
条
烏
丸
辻0

・
二
条
室
町
・
二
条
町
の
三
箇
所
で
警
蹕
を
さ
せ
た
の
は
、
角
明
神）
10
（

を

憚
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
辻
・
警
蹕
と
い
っ
た
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
簾
を
下
す
と
こ
ろ
も
『
大
鏡
』
の
描
写
と
一
致
す
る
。
頼
長
が

『
大
鏡
』
を
参
照
し
た
か
は
未
詳
だ
が
、
両
書
が
成
立
し
た
十
二
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
警
蹕
の
魔
除
け
機
能
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
で
は
、『
大
鏡
』
の
作
者
は
、
な
ぜ
警
蹕
の
魔
除
け
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
描
写
を
施
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
周
り

が
感
知
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
師
輔
一
人
だ
け
が
見
え
た
の
は
、
ま
さ
に
『
十
訓
抄
』
と
同
一
の
理
論
構
造
で
、
師
輔
が
実
資
と
同
じ
よ
う

に
賢
人
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
己
の
警
蹕
が
鬼
神
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
鬼
神
が
見
え
る
人
は
、
周
り
か
ら

賢
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。『
大
鏡
』
に
描
か
れ
た
師
輔
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
人
々
に
見
せ
つ
け
、
自
分
自

身
が
賢
人
で
あ
る
こ
と
を
宣
揚
し
よ
う
と
企
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
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で
は
、
ど
う
し
て
賢
人
に
は
、
鬼
神
が
見
え
た
り
、
己
の
警
蹕
が
鬼
神
を
退
け
た
り
す
る
と
い
う
、
特
殊
な
力
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
警
蹕

の
変
遷
を
論
じ
る
『
江
談
抄
』
第
一
「
警
蹕
事
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

或
人
云
、
警
蹕
問
云
、
天
子
用
之
見
文
選

0

0

、
私
行
之
時
、
何
用
レ
此
哉
。
答
云
、
公
卿
皆
隠
、
公
達
隠
也
。
秘
事
云
々
。
又
云
、
警
蹕
者
、

文
選

0

0

云
、
出
警
入
蹕
。
是
天
皇
迎
送
事
歟
。
近
衛
司
誡
二
諸
人
一
之
義
也
。
卿
相
公
達
私
行
之
時

0

0

0

0

、
誡
二
諸
人
一
者
、
卿
相
者
皆
隠0

、
公
達

者
隠0

也
云
々
。
此
事
都
督
之
説
也
。

漢
籍
に
詳
し
い
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）
は
、
李
善
が
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
左
思
の
『
魏
都
賦
』
に
つ
け
た
注）
11
（

に
基
づ

き
、
警
蹕
が
も
と
も
と
天
皇
を
送
迎
す
る
際
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
後
、
公
卿
や
公
達
ら
が
私
行
の
時
に
ひ
そ
か
に
行
な
っ
て
い

る
と
す
る
。
警
蹕
に
魔
除
け
の
効
果
が
あ
る
と
い
う
説
に
言
及
は
し
な
か
っ
た
が
、
匡
房
が
依
拠
し
た
『
文
選
』
に
は
、
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る

記
述
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
揚
雄
の
「
甘
泉
賦）
12
（

」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

惟
漢
十
世
、
将
下
郊
二
上
玄
一
、
定
二
泰
畤
一
、
雍
二
神
休
一
、
尊
二
明
号
一
、
同
二
符
三
皇
一
、
録
二
功
五
帝
一
、
卹
レ
胤
錫
レ
羨
、
拓
レ
跡
開
上
レ
統
。

於
レ
是
乃
命
二
群
僚
一
、
歴
二
吉
日
一
、
協
二
霊
辰
一
。
星
陳
而
天
行
。
詔0

三
招
揺
与

0

0

0

二
太
陰

0

0

一
兮0

、
伏0

二
鈎
陳

0

0

一
使0

レ
当0

レ
兵0

。
属0

二
堪
輿

0

0

一
以0

二
壁0

塁0

一
兮0

、
捎0

二
夔
魖

0

0

一
而0

抶0

二
獝0

狂0

一
。
八
神
奔
而
警
蹕
兮
、
振
殷
轔
而
軍
装
。
蚩
尤
之
倫
、
帯
二
干
将
一
而
秉
二
玉
戚
一
兮
、
飛
蒙
茸
而
走
陸

梁
。
斉
総
総
以
撙
撙
、
其
相
膠
轕
兮
、
猋
駭
雲
迅
、
奮
以
方
攘
。
駢
羅
列
布
、
鱗
以
雑
沓
兮
、
柴
虒
参
差
、
魚
頡
而
鳥
䀪
。
翕
赫
曶
霍
、

霧
集
而
蒙
合
兮
、
半
散
昭
爛
、
粲
以
成
レ
章
。

右
は
、
前
漢
の
孝
成
帝
の
聖
明
を
讃
え
、
百
官
が
警
蹕
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
天
の
星
々
の
よ
う
に
並
び
進
む
と
譬
え
て
言
っ
て
い
る
。
傍
点
部

分
を
現
代
語
訳
に
す
る
と
、「
招
揺
星
と
太
陰
星
に
は
、
鈎
陳
の
星
座
で
警
護
に
当
た
ら
せ
、
堪
輿
神
に
は
防
壁
を
守
ら
せ
、
夔
・
魖
・
獝
狂

の
悪
鬼
た
ち
を
打
ち
払
わ
せ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
官
が
警
蹕
の
行
列
に
扈
従
す
る
描
写
は
、
班
固
の
「
東
都
賦）
13
（

」
に

は
、「
於
レ
是
発
二
鯨
魚
一
、
鏗
二
華
鐘
一
、
登
二
玉
輅

0

0

一
、
乗
二
時
龍
一
。
鳳
蓋
棽
麗
、
和
鑾
玲
瓏
。
天
官
景
従
、
寝
レ
威
盛
レ
容
。
山
霊
護
レ
野
、
属

御
方
神
。
雨
師

0

0

泛
洒
、
風
伯

0

0

清
レ
塵
。
千
乗
雷
起
、
万
騎
紛
紜
。
元
戎
竟
レ
野
、
戈
鋌
彗
レ
雲
、
羽
旄

0

0

掃
レ
霓
、
旌
旗

0

0

払
レ
天
」
と
あ
り
、
顔
延
之

の
「
赭
白
馬
賦）
14
（

」
に
は
、「
伊
逸
倫
之
妙
足
、
自
二
前
代
一
而
閑
出
、
並
二
栄
光
於
瑞
典
一
、
登
二
郊
歌
乎
司
律
一
。
所
下
以
崇
二
衛
威
神
一
扶
中
護
警

蹕
上
」
と
み
え
る
（
図
４
）。
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一
二

　

も
し
中
国
に
源
流
を
求
め
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
聖
王
の
警
蹕
の
場
面
を
描
く
文
学
的
表
現
が
、
賢
人
の
警
蹕
に
魔
除
け
の
効
果
を
付
加
さ

せ
た
根
拠
の
一
つ
と
な
ろ
う
。
で
は
、
実
際
に
中
国
の
天
子
の
警
蹕
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
警
蹕
の
行
列
の
中
に

魔
除
け
を
担
う
要
素
は
備
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
旄
頭
騎
の
由
来

　

警
蹕
の
制
度
が
整
え
ら
れ
た
漢
代
に
お
い
て
、『
史
記
』
巻
四
十
九
・
衛
皇
后
世
家
に
、「
武
帝
乃
自
往
迎
二
取
之
一
。
蹕
レ
道
、
先
駆
旄
騎

出
二
横
城
門
一
、
乗
レ
輿
馳
至
二
長
陵
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
子
の
警
蹕
を
担
う
者
は
旄ぼ
う
と
う
き

頭
騎
で
あ
っ
た
。
旄
頭
騎
と
は
、
皇
帝
の
護
衛
が
掲
げ

る
、
旄
牛
の
尻
尾
で
作
っ
た
飾
り
を
持
つ
旗0

、
ま
た
は
行
列
に
先
駆
す
る
騎
兵

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。
旄
頭
騎
に
よ
る
警
蹕
は
、
天
子
に
限
っ
て
行

わ
れ
て
い
た
。
天
子
以
外
の
者
が
許
可
な
し
に
行
う
こ
と
は
、
僭
越
行
為
と
さ
れ
る）
15
（

（
図
５
）。

　

で
は
、
こ
の
旄
頭
騎
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
警
蹕
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
後
漢
書
』
巻
一
下
・
光
武
帝
紀
下
の
李
賢
注
に
は
、『
漢
官
儀
』・『
列
異
伝
』
の
説
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

二
十
八
年
春
正
月
己
巳
、
徙
二
魯
王
興
一
為
二
北
海
王
一
、
以
二
魯
国
一
益
二
東
海
一
。
賜
二
東
海
王
彊
虎
賁
・
旄
頭
・
鍾
虡
之
楽
一
。〈
漢
官
儀

0

0

0

0

曰
、
虎
賁
千
五
百
人
、
戴
二
鶡
尾
一
、
属
二
虎
賁
中
郎
将
一
。
又
云
、
旧
選
二
羽
林
一
為
二
旄
頭
一
、
被0

レ
髮0

先
駆
。
魏
文
帝
列
異
伝

0

0

0

曰
、
秦
文
公

時
梓
樹
化
為
レ
牛
、
以
レ
騎
撃
レ
之
、
騎
不
レ
勝
、
或
堕
レ
地
髻
解
被

0

0

0

レ
髮0

、
牛
畏
レ
之
、
入
レ
水
、
故
秦
因
レ
是
置
二
旄
頭
騎
一
、
使
二
先
駆
一
。〉

『
漢
官
儀
』
に
よ
る
と
、
旄
頭
騎
は
「
被
髪
」
し
て
、
つ
ま
り
ざ
ん
ば
ら
髪
の
格
好
で
天
子
の
行
列
の
先
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
理
由

と
し
て
、『
列
異
伝
』
の
伝
承
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
巻
十
八
「
怒
特
祠
」
に
は
よ
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

①
秦
時
、
武
都
故
道
、
有
二
怒
特
祠
一
、
祠
上
生
二
梓
樹
一
、
秦
文
公
二
十
七
年
、
使
二
人
伐
一
レ
之
、
輒
有
二
大
風
雨
一
、
樹
瘡
随
合
、
経
レ
日

不
レ
断
。
文
公
乃
益
発
レ
卒
、
持
レ
斧
者
至
二
四
十
人
一
、
猶
不
レ
断
。
②
士
疲
、
還
息
、
其
一
人
傷
レ
足
、
不
レ
能
レ
行
、
臥
二
樹
下
一
、
聞
鬼0

語
二
樹
神

0

0

一
曰
「
労
乎
、
攻
戦
」。
其
一
人
曰
「
何
足
レ
為
レ
労
」。
又
曰
「
秦
公
将
必
不
レ
休
、
如
二
之
何
一
」。
答
曰
「
秦
公
其
如
二
予
何
一
」。

又
曰
「
秦
若
使
下
三
百
人
、
被0

レ
髪0

、
以
二
朱
糸
一
繞
レ
樹
、
赭し
ゃ

衣
、
灰0

坌0
ふ
ん

伐0

上
レ
汝0

、
汝
得
レ
不
レ
困
耶
」。
神
寂
無
レ
言
。
③
明
日
、
病
人
語
レ
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一
三

所
レ
聞
。
公
於
レ
是
令
下
人
皆
衣
レ
赭
、
随
二

斫し
ゃ
く

瘡
一
、
坌
以

0

0

上
レ
灰0

。
樹
断
。
中
有
二
一
青
牛
一
出
、
走
入
二
豊
水
中
一
。
④
其
後
、
青
牛
出
二

豊
水
中
一
、
使
レ
騎
撃
レ
之
、
不
レ
勝
。
有
レ
騎
堕
レ
地
、
復
上
、
髻
解

0

0

、
被0

レ
髪0

、
牛
畏
レ
之
、
乃
入
レ
水
、
不
レ
敢
レ
出
。
故
秦
自
是
置
二
旄
頭

0

0

騎0

一
。

①
秦
文
公
二
十
七
年
に
、
公
は
、
大
き
な
梓
の
樹
を
伐
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
い
く
ら
伐
っ
て
も
樹
の
傷
が
自
動
的
に
塞
が
っ
て
し
ま
い
、
失

敗
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
怪
異
が
起
こ
っ
た
。
②
と
こ
ろ
が
、
足
を
傷
ん
だ
一
人
が
木
の
下
で
休
ん
で
い
る
と
、
鬼
と
樹
神
の
会
話
が
聞
こ
え

て
き
た
。
三
百
人
が
髪
を
垂
ら
し
、
赤
い
服
を
身
に
着
け
、
赤
い
糸
で
樹
を
取
り
巻
き
、
樹
を
伐
り
な
が
ら
灰
を
撒
け
ば
、
樹
が
断
つ
と
い

う
。
③
そ
れ
を
公
に
報
告
し
、
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
は
た
し
て
伐
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
っ
た
樹
か
ら
青
牛
が
出
て
き

て
豊
水
に
入
っ
て
い
っ
た
。
④
そ
の
後
、
兵
士
と
牛
が
戦
っ
た
が
、
牛
に
敵
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
、
一
人
の
兵
士
が
馬
か
ら
落
ち
て
、
髻

が
解
け
て
ざ
ん
ば
ら
髪
に
な
る
と
、
牛
が
恐
れ
て
入
水
し
二
度
と
現
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
秦
が
旄
頭
騎
を
設
置
し
始
め
た
と
い

う
。

　

今
野
達
氏
は
、
こ
の
話
を
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
一
第
二
十
二
「
推
古
天
皇
、
造
二
本
元
興
寺
一
語
」
に
み
え
る
飛
鳥
寺
の
造
寺
造
像
に
ま

つ
わ
る
伐
木
譚
の
源
流
と
想
定
し
て
い
る）
16
（

。
確
か
に
、
氏
の
指
摘
し
た
通
り
、
具
体
的
な
樹
の
伐
り
方
を
除
け
ば
、
両
説
話
の
構
造
や
発
想
は

ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
④
の
傍
線
部
、
樹
神
の
化
身
で
あ
る
青
牛
が
人
の
ざ
ん
ば
ら
髪
の
姿
を
恐
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
列
の
先
頭
に

旄
頭
騎
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
天
子
の
行
列
の
先
頭
に
そ
れ
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
樹
神
が
化
け
た
青
牛
の
よ
う
な
悪
い
も
の
を

追
い
払
う
た
め
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
要
す
る
に
、
警
蹕
の
担
い
手
そ
の
者
の
格
好
に
鬼
神
を
避
け
る
力
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

に
、
被
髪
の
格
好
の
魔
除
け
効
果
に
つ
い
て
は
、
早
く
も
出
土
文
献
に
確
認
で
き
る
。『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』「
日
書
」
甲
種）
17
（

に
は
、
次
の
よ
う

な
記
録
が
み
え
る
。

人
行
而
鬼0

当
レ
道
以
立
、
解
レ
髪
奮
以
過
レ
之
、
則
已
矣
。
四
六
背
叁

人
が
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
鬼
が
道
を
ふ
さ
が
っ
て
立
っ
て
い
る
場
合
、
髪
を
ざ
ん
ば
ら
に
し
て
振
る
っ
て
過
ぎ
行
く
と
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
ら
な
く
な
る
と
い
う
。
こ
の
紀
元
前
の
竹
簡
に
記
さ
れ
た
当
時
の
被
髪
に
対
す
る
認
識
は
、
秦
の
時
代
に
旄
頭
騎
が
設
置
さ
れ
る
理
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一
四

論
的
基
礎
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
18
（

。
儀
仗
隊
が
掲
げ
る
旗
に
旄
頭
が
付
い
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
魔
除
け
機
能
に
由
来
す
る
も
の

だ
ろ
う
。
そ
し
て
時
代
が
下
る
と
、
旄
頭
が
纛
頭
へ
と
変
化
し
た
。
そ
れ
は
、
北
宋
の
『
事
物
紀
原
』
巻
三
「
皂そ
う
と
う纛
」
条
に
、「
六
典

0

0

曰
、
後

魏
有
二
纛
頭

0

0

一
。
宋
朝
会
要

0

0

0

0

曰
、
皂
纛
本
後
魏
纛
頭

0

0

之
制
、
唐
衛
尉
纛0

居
二
其
一
一
。
盖
旄
頭
之
遺
像）

19
（

」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
様
子
は
『
大た
い
が駕
鹵ろ

ぼ簿
図
書）
20
（

』
に
確
認
で
き
る
（
図
６
）。

　

中
国
で
は
、
日
本
の
平
安
朝
と
年
代
的
に
重
な
る
唐
・
宋
に
至
る
ま
で
、
天
子
の
行
列
（
鹵
簿
）
に
お
い
て
旄
頭
は
用
い
ら
れ
続
け
た
。
同

時
に
、
そ
れ
に
よ
る
魔
除
け
も
、
一
貫
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
特
に
魏
晋
南
北
朝
以
来
、
貴
族
階
層
の
行
列
に
も
旄
頭
が
普
及
さ

れ
て
い
た
（
図
７
）。
そ
れ
に
、
隋
唐
期
以
降
、
天
子
の
行
幸
の
行
列
や
儀
式
の
場
に
お
い
て
、
大
規
模
か
つ
大
人
数
の
儀
仗
隊
が
現
れ
る
よ

う
に
な
り
、
旄
頭
な
ど
の
儀
物
も
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た）
21
（

。
し
か
し
、
現
実
に
旄
頭
騎
や
旄
頭
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

六
国
史
の
中
に
警
蹕
に
関
す
る
記
録
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
記
録
を
確
認
し
た
結
果
、
日
本
の
上
代
に
お
い
て
、
警
蹕
は
天

皇
に
限
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）
22
（

。
な
お
、
旄
頭
騎
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、
纛
頭
に
関
す
る
記
録
は
『
令
義
解
』
や
『
延

喜
式
』
に
確
認
で
き
る
。

　
『
令
義
解
』
宮
衛
令
第
二
十
二
・
元
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
元
日
朔
日
、﹇
古
記
云
、
元
日
夫
装
二
五
纛

0

0

一
有
二
鉦
鼓
一
也
。
朔
日
、
五
位
以
上
授
、
聚
集
時
無
レ
幡
、
直
帯
仗
威
儀
耳
。（
後
略
）﹈
若

有
二
聚
集
一
（
割
注
略
）、
及
蕃
客
宴
会
辞
見
、
皆
立
二
儀
仗

0

0

一
﹇
古
記
云
、
蕃
客
宴
会
辞
見
、
左
大
臣
以
上
任
授
、
聚
集
立
レ
幡
、
無
二
纛0

・

鉦
鼓
一
也
（
後
略
）﹈。

儀
式
に
よ
っ
て
、
儀
仗
の
ラ
ン
ク
が
設
け
ら
れ
て
、
元
日
の
儀
式
に
し
か
纛
（
図
８
・
図
９
）・
鉦
鼓
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
元
日

の
儀
式
は
、『
延
喜
式
』
巻
四
十
五
に
、「
大
儀
﹇
謂
三
元
日
・
即
位
、
及
受
二
蕃
国
使
表
一
﹈」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
廷
で
行
う
最
も
重
要
な
大

儀
に
当
た
る
。
大
儀
を
行
う
日
に
は
、「
充
庭
の
制）
23
（

」
に
ち
な
ん
で
、
大
極
殿
の
庭
で
兕じ
ぞ
う
と
う
ば
ん

像
纛
幡
な
ど
を
並
べ
た
り
す
る）
24
（

（
図
10
）。
そ
の
様
子

は
『
延
喜
式
』
巻
十
二
に
記
さ
れ
て
い
る
。

凡
大
儀
日
、（
中
略
）
其
日
依
二
時
尅
一
、
輔
丞
各
二
人
相
分
率
二
内
舍
人
一
、
大
極
殿
前
庭
近
衛
陣
以
南
隊
之
、
各
居
二
胡
床
一
、
兕0

纛
幡

0

0

二

旒
﹇
預
掘
レ
穴
樹
二
管
柱
一
﹈、
鉦
鼓

0

0

各
二
面
。
寅
一
尅
撃
二
装
束
鼓
、
三
尅
列
陣
鼓
、
夘
一
尅
進
鼓
一
。
丞
二
人
分
率
二
内
舍
人
一
、
供
二
奉
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一
五

駕
前
一
、
天
皇
御
二
大
極
後
殿
一
、
即
分
就
二
胡
床
一
。
礼
畢
駕
還
供
奉
如
レ
初
﹇
事
見
二
儀
式
一
﹈。

　

即
位
式
な
ど
重
大
な
儀
式
に
「
兕
纛
幡
」
が
大
極
殿
の
庭
に
立
て
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
旄
頭
騎
の
変
化
し
た
形
の
纛
が
日
本
に

伝
わ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
時
に
、
纛
に
ま
つ
わ
る
魔
除
け
の
伝
承
も
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
道
具

は
天
皇
の
即
位
な
ど
公
式
の
行
事
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。
一
般
公
卿
の
先
払
い
の
行
列
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
天
皇
の
行
幸
に
も

滅
多
に
登
場
し
な
い）
25
（

。
要
す
る
に
、
中
国
式
の
旄
頭
の
類
に
よ
る
魔
除
け
は
、
少
な
く
と
も
平
安
貴
族
の
行
列
に
お
い
て
応
用
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
で
は
、
魔
除
け
の
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
平
安
貴
族
た
ち
の
警
蹕
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

四
　
警
蹕
の
声

　

鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
、
僧
家
の
儀
礼
を
中
心
と
し
た
有
職
故
実
書
『
門
室
有
職
抄
』
に
は
、
公
卿
た
ち
や
僧
官
の
警
蹕
役
と
そ
の
人

数
規
定
に
つ
い
て
の
記
録
が
み
え
る
。
次
の
よ
う
に
あ
る
。

・
警
蹕
事
。
出
時
警
言
也
。

入
時
蹕
云
也
。　

院
・
親
王
・
関
白
・
大
臣
・
大
中
納
言
、
大
将
在
レ
之
。
以
上
車
副
唱
レ
之
。
一
町
三
所
可
レ
追
レ
之
。

・
車
副
事
。  

院
十
二
人
或
八
人

。
関
白
八
人
或
六
人

。
親
王
同
。
大
臣
六
人
或
四
人

。
大
納
言
四
人
或
二
人

。
中
納
言
二
人
。
宰
相
・
三
位
各
一
人
。
僧
正

四
人
或
二
人

。
僧
都
・
法
印
二
人
。
律
師
・
法
眼
・
法
橋
各
一
人
。

・
前
駆
事
。  

僧
俗
共
無
二
定
数
一
、
只
以
二
廿
人
一
為
レ
限
。
近
代
法
印
以
上
具
二
前
駆
一
有
レ
数
。
可
レ
随
レ
時
歟
。
僧
正
十
人
或
十
二

人

。
法
務
八

人
。
法
印
・
大
僧
都
六
人
。
法
眼
・
少
僧
都
四
人
。
律
師
・
法
橋
一
人
。
大
旨
可
レ
有
二
此
数
一
歟
。

　

こ
れ
と
記
述
は
多
少
異
な
る
が
、
室
町
前
期
の
公
卿
で
あ
る
洞
院
実
煕
（
一
四
〇
九
〜
？
）
が
著
し
た
『
蛙あ
し
ょ
う抄
』
車
輿
部
に
も
、
公
卿
や
僧

官
に
供
奉
す
る
車
副
の
人
数
を
記
し
た
箇
所
が
み
え
る
。

三
中
口
伝
抄
云
、
太
政
大
臣
六
人
。
左
右
内
大
臣
四
人
。
儀
同
二
三
司
一
之
時
、
可
レ
具
二
四
人
一
歟
二
人
歟
、
雖
レ
有
レ
議
、
猶
被
レ
具
二
四

人
一
畢
。
今
案
、
大
納
言
四
人
、
古
儀
也
。
必
可
レ
為
二
二
人
一
也
。
僧
正
又
同
之
。
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六

　
『
門
室
有
職
抄
』
と
『
蛙
抄
』
の
両
書
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
警
蹕
役
の
人
数
が
そ
の
主
人
の
身
分
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
、
公
卿
た
ち

の
警
蹕
の
声
に
つ
い
て
も
、
身
分
が
上
の
方
は
高
く
て
長
く
（
大お
お
さ
き

前
駆
）、
下
の
方
は
低
く
て
短
か
っ
た
（
小こ

さ

き
前
駆
）
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
様

子
は
、『
枕
草
子
』
第
七
十
四
段
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
近
衛
の
御
門
よ
り
左
衛
門
の
陣
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
上
達
部
の
前
駆
ど
も
、
殿
上
人
の
は
短
け
れ
ば
、
大
前
駆
・
小
前
駆
と
つ
け

て
き
き
さ
わ
ぐ
。

　

同
じ
行
列
の
中
で
、
公
卿
の
身
分
の
高
低
は
、
警
蹕
役
の
人
数
と
警
蹕
の
声
の
高
低
長
短
と
い
う
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
し
き
た
り
を
破
ら
ず
に
、
敢
え
て
賢
人
の
警
蹕
を
際
立
た
せ
る
際
に
は
、
可
視
的
な
人
数
変
動
な
ど
が
き
か
な
い
警
蹕
役
よ
り
も
、

警
蹕
の
声
の
方
が
重
要
視
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
魔
除
け
の
効
果
が
最
初
に
賢
人
の
警
蹕
の
声
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
の
ち
に
一
般
化
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

警
蹕
は
、
元
々
天
子
の
出
入
に
限
っ
て
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
進
行
行
列
の
前
方
の
人
々
を
静
め
て
、
道
を
開
け
た
り
、
天
子
の
警
護
に
当

た
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
主
な
役
割
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
中
国
側
の
文
献
と
『
日
本
書
記
』・『
日
本
三
代
実
録
』
な
ど
の
記

録
と
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、『
大
鏡
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
院
政
期
よ
り
以
来
、
警
蹕
に
魔
除
け
の

効
果
が
あ
る
と
い
う
内
容
の
記
録
が
多
く
現
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
記
録
の
主
体
が
殆
ど
当
時
の
権
力
者
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
が
、
今
日
ま
で
に
残
さ
れ
た
記
録
の
文
書
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
が
そ
こ
ま
で
作
為
し
て
求
め
て
い
た
の
は
、
そ
の
既
得
権
力
と
相

応
し
い
声
望
で
あ
り
、
い
わ
ば
賢
人
と
し
て
認
め
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
警
蹕
し
な
が
ら
進
行
す
る
行
列
に
お
い
て
、
魔
除
け
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
中
国
の
場
合
、
主
に
旄
頭
騎
、
あ
る
い
は
纛

の
よ
う
な
旄
牛
の
尻
尾
で
作
っ
た
飾
り
の
付
い
た
仗
旗
で
あ
る
。
一
方
、
旄
頭
騎
も
仗
旗
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
平
安
期
の
日
本
に

お
い
て
は
、
警
蹕
の
声
そ
の
も
の
が
魔
除
け
の
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
た
。
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警
蹕
に
ま
つ
わ
る
魔
除
け
効
果
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
場
合
、
明
確
な
記
載
が
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
警
蹕
の
担
い
手
で
あ
る
旄
頭

騎
の
起
源
伝
承
の
ほ
か
、
徳
の
あ
る
聖
明
な
皇
帝
の
警
蹕
を
描
く
文
学
表
現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い

て
は
、
警
蹕
が
公
卿
の
間
で
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
安
時
代
の
説
話
・
物
語
・
日
記
に
、
徳
の
あ
る
賢
人
の
先
払
い
に
魔
除
け
の

効
果
が
あ
る
と
い
う
記
録
が
現
れ
て
き
た
。
徳
の
あ
る
人
物
と
関
わ
る
点
は
、
日
中
間
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
魔
除
け
が
先
払
い
の
声

と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
警
蹕
の
担
い
手
の
違
い
に
一
因
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
旄
頭
の
類
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
貴
族
の

行
列
に
お
い
て
、
警
蹕
と
関
係
す
る
魔
除
け
の
効
果
を
そ
の
声
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
人
の
特
質
を
際
立
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
文
で
は
、
日
中
間
の
警
蹕
に
附
加
さ
れ
た
呪
術
的
な
要
素
の
相
違
と
そ
の
発
想
の
由
来
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
学
作
品
に
お

い
て
、
警
蹕
の
働
き
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
か
を
考
察
し
た
こ
と
は
、
日
中
間
の
鬼
退
治
の
話
を
研
究
す
る
一
環
と
し
て
数
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
警
蹕
の
魔
除
け
効
果
に
注
目
し
た
文
学
作
品
が
院
政
期
前
後
に
登
場
し
始
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
研
究
は
、
院
政
期
の
貴

族
社
会
の
意
識
形
態
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
。

［
使
用
テ
ク
ス
ト
］ 

主
に
以
下
に
依
拠
し
つ
つ
、
適
宜
、
句
読
点
等
を
私
に
改
め
た
。

『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
捜
神
記
』『
唐
六
典
』＝
中
華
書
局
。『
文
選
』＝
新
釈
漢
文
大
系
、
上
海
古
籍
出
版
社
（
李
善
注
）。『
日
本

書
紀
』『
枕
草
子
』『
大
鏡
』『
徒
然
草
』『
十
訓
抄
』＝
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。『
令
義
解
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』

『
延
喜
式
』『
和
久
良
半
の
御
法
』＝
新
訂
増
補
国
史
大
系
。『
北
山
抄
』『
西
宮
記
』＝
神
道
大
系
。『
事
物
紀
原
』＝
四
庫
全
書
。『
江
談
抄
』

『
古
事
談
』『
続
古
事
談
』＝
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。『
台
記
』＝
増
補
史
料
大
観
。『
門
室
有
職
抄
』『
日
中
行
事
』＝
群
書
類
従
。『
侍
中
群

要
』＝
続
続
群
書
類
従
。『
文
明
年
中
応
制
詩
歌
』
禅
林
応
制
詩
＝
続
群
書
類
従
。『
付
喪
神
記
』
＝
室
町
時
代
物
語
大
成
。『
蛙
抄
』＝
早
稲

田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
。

236

［
注
］

（
１
）
警
蹕
の
発
音
規
則
に
つ
い
て
は
、
日
本
伝
統
音
楽
芸
能
研
究
会
編
『
日

本
の
音
Ⅰ　

声
の
音
楽
１
』（
音
楽
之
友
社　

一
九
八
七
・
一
二
）
参
照
。

金
光
慥
爾
氏
は
、「
警
蹕
の
音
声
に
就
き
て
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
四
七
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巻
三
号　

一
九
四
一
・
三
）
に
お
い
て
、
平
安
時
代
か
ら
近
世
ま
で
の
有

職
故
実
書
に
確
認
で
き
る
警
蹕
の
発
音
に
関
す
る
記
録
を
網
羅
し
、
そ

れ
ら
に
基
づ
い
て
音
声
学
の
視
点
か
ら
警
蹕
の
音
に
つ
い
て
検
討
し
た

結
果
、
昔
の
人
々
が
ア
行
の
「
オ
」
で
は
な
く
ワ
行
「
ヲ
」
で
発
声
し

て
い
た
と
い
う
。

（
２
）
有
職
故
実
書
と
し
て
、『
北
山
抄
』
よ
り
成
立
の
早
い
『
西
宮
記
』
に

は
、
社
頭
の
警
蹕
に
関
連
す
る
本
文
が
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
前
田

育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
大
永
抄
本
の
臨
時
第
六
・
左
右
大
将
事
・

行
幸
警
蹕
事
の
頭
注
に
は
、「
小
野
記
云
、
御
輿
坐
定
時
、
称
レ
警
云
々
。

但
、
神
事
不
レ
称
レ
之
」
と
み
え
、
神
事
を
目
的
と
す
る
行
幸
に
際
し
て
、

警
蹕
し
な
い
と
い
う
。

（
３
）
二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
日
、
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
33
号

館
第
一
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
、
早
稲
田
大
学
日
本
宗
教
文
化
研
究
所

等
主
催
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
│
妖
異
・
怪
異
・

変
異
│
」
に
お
い
て
、「
節
分
の
百
鬼
夜
行
│
室
町
時
代
の
文
献
を
中
心

に
│
」
を
テ
ー
マ
に
口
頭
発
表
し
た
。

（
４
）
作
者
不
明
。
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
四
月
に
相
国
寺
で
行
わ
れ
た

足
利
尊
氏
三
十
三
回
忌
の
法
華
八
講
を
記
録
し
た
も
の
。

（
５
）
作
者
不
明
。
文
明
年
間
（
一
四
六
九
〜
一
四
八
七
）
の
五
山
禅
僧
の

応
制
詩
歌
を
集
め
た
も
の
。

（
６
）『
付
喪
神
記
』
に
は
、
時
の
関
白
が
付
喪
神
の
行
列
と
遭
遇
し
た
場
面

に
つ
い
て
、「
前
駆
の
輩
、
馬
よ
り
落
ち
て
絶
入
す
。
そ
の
外
の
、
供
奉

の
人
〳
〵
、
み
な
地
に
た
ふ
れ
ふ
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
て
の
人
の

警
蹕
に
魔
除
け
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
７
）
師
輔
が
百
鬼
夜
行
に
遭
遇
す
る
話
は
、
他
に
、『
宝
物
集
』
巻
四
や

『
真
言
伝
』
巻
四
に
も
見
え
る
が
、
詳
し
い
描
写
を
有
す
る
の
は
『
大
鏡
』

の
み
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
く
だ
り
を
、
師
輔
の
超
人
的

側
面
を
宣
揚
す
る
た
め
の
一
人
芝
居
だ
と
解
釈
し
た
り
、
尊
勝
陀
羅
尼

の
功
徳
を
説
く
た
め
の
一
つ
の
章
段
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
り
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
構
造
の
説
明
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ

た
。
塚
原
鉄
雄
「
大
鏡
構
成
と
怪
異
現
象
」（『
人
文
研
究
』
第
三
六
巻

八
号　

一
九
八
四
・
一
二
）、
松
本
治
久
「『
大
鏡
』「
師
輔
伝
」
の
逸
話

の
検
討
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
六
号　

一
九
九
一
・
二
）
な

ど
参
照
。

（
８
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
よ
る
と
、
諸
本
に
「
二
条
大
宮
」

と
の
傍
注
が
あ
る
。
右
京
に
帰
宅
す
る
師
輔
が
通
っ
た
辻
は
、
大
内
裏

の
南
東
の
角
に
あ
る
辻
で
あ
ろ
う
。

（
９
）『
拾
芥
抄
』
巻
中
に
は
、「
参
議
逢
二
親
王
大
臣
一
者
、
参
議
放
レ
牛
立
レ

榻
或
不
立

。
納
言
以
下
逢
二
親
王
一
者
、
放
レ
牛
可
レ
立
レ
榻
」
と
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
弾
正
式
な
ど
に
は
み
え
ず
、
世
俗
の
説
で
あ
る
と
『
拾
芥

抄
』
が
断
っ
て
い
る
。

（
10
）
角
明
神
に
関
し
て
は
、『
中
外
抄
』
上
巻
第
十
七
・
四
十
九
、『
春
日
権

現
験
記
』
巻
四
第
一
・
巻
五
第
二
な
ど
に
春
日
社
の
眷
属
と
し
て
天
狗

を
退
治
で
き
る
性
格
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
人
に
害
を
な
す
一
面
も

あ
る
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』「
と
り
べ
野
」
に
詮
子
を
祟
っ
た
件
か
ら
わ

か
る
。
ま
た
『
多
聞
院
日
記
』
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
七
月
一
日

条
に
、
角
振
堂
の
前
の
桐
の
木
を
切
っ
た
人
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
は

「
此
宮
ハ
角
振
ノ
明
神
ト
テ
名
誉
ノ
ワ
ヽ
シ
キ
神
也
」
だ
と
い
う
。
他
に

『
台
記
』
康
治
三
年
（
一
一
四
四
）
五
月
二
六
日
条
、『
今
昔
物
語
集
』

巻
十
九
第
三
十
三
に
も
触
れ
て
い
る
。
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（
11
）「
建
安
十
九
年
五
月
、
立
二
魏
公
一
、
位
二
諸
侯
王
上
一
、
赤
紱
、
遠
遊

冠
。
二
十
一
年
、
進
レ
爵
為
レ
王
。
二
十
二
年
、
得
レ
設
二
天
子

旗
一
、

出
警
入
蹕
」
と
あ
り
、
後
漢
末
に
曹
操
が
目
覚
し
い
昇
進
を
遂
げ
、
つ

い
に
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
に
は
、
天
子
と
同
じ
よ
う
に
出
入
す

る
時
に
警
蹕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
12
）『
文
選
』
巻
七
。

（
13
）『
文
選
』
巻
一
。

（
14
）『
文
選
』
巻
十
四
。

（
15
）
具
体
例
と
し
て
は
、『
漢
書
』
燕
刺
王
劉
旦
伝
（
巻
六
十
三
）・『
後
漢

書
』
公
孫
述
伝
（
巻
十
三
）・
同
馬
援
列
伝
（
巻
二
十
四
）
な
ど
に
確
認

で
き
る
。
取
り
分
け
、
劉
旦
伝
の
顔
師
古
注
に
は
、「
凡
此
旄
頭
先
駆
、

皆
天
子
之
制
。
而
貂
羽
附
レ
蝉
、
又
天
子
侍
中
之
飾
、
王
僭
為
レ
之
」
と

あ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

（
16
）
今
野
達
「
元
興
寺
の
大
槻
と
道
場
法
師
」（『
専
修
国
文
』
第
二

号　

一
九
六
七
・
九
）、
同
「
古
代
に
お
け
る
二
、三
の
大
陸
説
話
の
翻

案
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
六
巻
三
号　

一
九
六
一
・
二
↓
『
今
野
達
説
話
文
学
論
集
』
第
三
部
上
代　

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
八
・
三
再
収
）
参
照
。

（
17
）
睡
虎
地
秦
簡
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
劉
楽
賢
「
睡
虎
地
秦
簡
日
書
《
詰

咎
篇
》
研
究
」（『
考
古
学
報
』
一
九
九
三
年
第
四
期
）、
工
藤
元
男
「
睡

虎
地
秦
簡
「
日
書
」
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
東

方
学
』
第
八
八
号　

一
九
九
四
・
七
）、
劉
釗
『
出
土
簡
帛
文
字
叢
考
』

（
台
湾
古
籍
出
版　

二
〇
〇
四
・
三
）
な
ど
参
照
。

（
18
）
灰
を
用
い
て
鬼
な
ど
を
退
治
す
る
発
想
も
、「
日
書
」
甲
種
に
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、「
殺
二
虫
豸
一
、
断
而
能
属
者
、
濆
以
レ
灰
、
則
不
レ
属
。

六
二
背
壹
（
虫
豸
を
切
る
時
、
断
っ
て
も
ま
た
繋
が
る
も
の
に
対
し
て
、
灰

を
撒
け
ば
、
繋
が
ら
な
く
な
る
）」
と
い
う
記
録
は
、「
怒
特
祠
」
に
み

え
る
灰
の
働
き
と
近
似
す
る
。
こ
れ
ら
の
竹
簡
に
記
さ
れ
た
認
識
は
、

「
怒
特
祠
」
の
形
成
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
19
）『
唐
六
典
』
衛
尉
宗
正
寺
巻
十
六
・
武
庫
令
条
に
、「
後
漢
有
二
纛
頭

0

0

一
、

每
二
天
子
行
幸
及
大
軍
征
伐
一
、
則
建
二
于
旗
上
一
。
隋
煬
帝
親
征
二
遼
左

一
、
毎
二
百
人
一
置
二
一
纛
一
、
皇
朝
因
而
用
レ
之
」
と
あ
り
、
天
子
の
行
幸

の
行
列
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
分
か
る
。
ま
た
、『
唐
六
典
』
諸
衛
府
巻

二
十
五
・
左
右
金
吾
衛
条
に
、「
凡
大
朝
会
行
従
、
給
二
青
龍
旗
・
六
纛
・

䂍
矟
之
類
於
衛
尉

0

0

一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
朝
会
に
纛
が
儀
式
の
道
具
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
20
）
中
国
国
家
博
物
館
蔵
。
宋
代
の
皇
帝
の
鹵
簿
を
描
い
た
図
。
鹵
簿
と

は
、『
独
断
』
巻
下
に
「
天
子
出
二
車
駕
一
次
第
、
謂
二
之
鹵
簿
一
」
と
あ

る
よ
う
に
、
天
子
の
行
幸
に
際
し
て
そ
の
車
馬
の
行
列
を
さ
す
。
宋

代
の
大
駕
鹵
簿
の
次
第
は
、『
宋
史
』
巻
百
四
十
六
・
儀
衛
志
四
参

照
。『
大
駕
鹵
簿
図
書
』
に
つ
い
て
は
、
陳
鵬
程
「
旧
題
『
大
駕
鹵

簿
図
書·

中
道
』
研
究
│
「
延
祐
鹵
簿
」
年
代
考
│
」（『
故
宮
博
物

院
刊
』　

一
九
九
六
・
五
）、
中
国
国
家
博
物
館
編
『
中
国
国
家
博
物

館
館
蔵
文
物
研
究
叢
書　

絵
画
巻
（
風
俗
画
）』（
上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
〇
七
・
八
）
な
ど
参
照
。

（
21
）
野
田
有
紀
子
「
日
本
古
代
の
鹵
簿
と
儀
式
」（『
史
学
雑
誌
』
第

一
〇
七
編
八
号　

一
九
九
八
・
八
）、
同
「
日
唐
の
「
鹵
簿
図
」
に
つ

い
て
」（
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』
第
二
部　

東
方
書
店　

二
〇
〇
二
・
三
）
参
照
。

（
22
）
天
皇
の
警
蹕
に
関
す
る
記
録
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
十
七
継
体
天
皇
元



二
〇

233

年
（
五
〇
七
）
正
月
丙
寅
条
と
同
巻
二
十
九
天
武
天
皇
七
年
（
六
七
八
）

四
月
丁
亥
朔
条
に
見
ら
れ
る
。
皇
太
子
や
皇
后
の
場
合
、
た
と
え
そ
の

儀
仗
が
天
皇
の
行
幸
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
警
蹕
は
し
な
い
（『
日
本
文

徳
天
皇
実
録
』
巻
十
天
安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
丁
巳
条
・『
日
本
三
代

実
録
』
巻
一
清
和
天
皇
天
安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
廿
九
日
丁
巳
条
な

ど
参
照
）。
ま
た
、
退
位
し
た
天
皇
の
場
合
も
警
蹕
は
し
な
い
。『
日
本

三
代
実
録
』
巻
四
十
四
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
四
日
乙
未
条
に
よ

る
と
、
陽
成
天
皇
が
譲
位
し
て
、
二
条
院
に
遷
幸
し
た
際
、
百
官
が
通

常
通
り
に
供
奉
し
た
が
、
諸
衛
が
警
蹕
を
称
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
23
）
祖
廟
で
天
子
の
即
位
な
ど
重
要
儀
式
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
庭
に
車

輅
・
宝
物
・
貢
物
な
ど
を
た
く
さ
ん
並
べ
る
こ
と
。「（
永
初
）
四
年
春

正
月
元
日
、
会
、
徹
レ
楽
、
不
レ
陳
二
充
庭
車
一
」（『
後
漢
書
』
巻
五
・
安

帝
紀
）。「
旧
有
二
充
庭
之
制
一
、
臨
軒
大
会
、
陳
二
乗
輿
・
車
輦
・
旌0

・
鼓

於
殿
庭
一
」（『
宋
書
』
巻
十
八
・
礼
志
五
）。

（
24
）
山
本
祟
氏
は
、「
平
安
時
代
の
即
位
儀
と
そ
の
儀
仗
│
文
安
御
即
位
調

度
図
考
│
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
二
四
号　

二
〇
一
二
・
一
）
に
お
い

て
、『
令
義
解
』
や
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
大
儀
の
儀
仗
に
関
す
る
記
録

を
検
討
し
つ
つ
、
院
政
期
の
即
位
調
度
を
窺
わ
せ
る
「
文
安
御
即
位
調

度
図
」
に
描
か
れ
た
幡
全
体
を
考
察
し
た
。

（
25
）
野
田
有
紀
子
「
平
安
貴
族
社
会
の
行
列
│
慶
賀
行
列
を
中
心
に
│
」

（『
日
本
史
研
究
』
第
四
四
七
号　

一
九
九
九
・
一
一
）、
藤
原
重
雄
「
行

列
図
に
つ
い
て
│
鹵
簿
図
・
行
列
指
図
・
絵
巻
│
」（『
古
文
書
研
究
』

第
五
三
号　

二
〇
〇
一
・
五
）
な
ど
参
照
。
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図１　牛飼いと白張姿の従者を従え、警蹕しながら進行する貴族の外出（『年中行事絵巻』）

図２　付喪神と遭遇して、前駆の人々が狼狽する場面（国立国会図書館蔵『付喪神記』）

図３　牛を掻き下ろし、車を榻にかく。（『年中行事絵巻』）
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図４　天子の乗り物である玉
ぎょ

輅
くろ

（『三才図会』器用部）

図６　北宋の天子の行列にみえる、高く聳える旗の上部
にある纛（『大駕鹵簿図書』）　　　　　　

図７　魏晋貴族の儀仗図にみえる纛
図５　旄

ぼう

舞
ぶ

に用いる旄牛の尻尾
（『三才図会』器用部）
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図９　�天皇即位式の当日に紫宸殿の庭に立てる纛
とう

幢
どう

（『弘化四年御即位諸礼式図：御即位諸
幢鉾幷御調度幷丈尺寸法公卿以下礼服形容』）

図10　兕像纛幡（『文安御即位調度之図』） 図８　纛（『和漢三才図会』
兵器・防備具）

【図版出典】
図１　 『日本絵巻物全集』第二十四卷、角

川書店、一九六八・一二、三四～三
五頁。

図２　 国立国会図書館蔵『付喪神記』、江
戸時代写、二〇一一・三よりイン
ターネット公開。

図３　 『日本絵巻物全集』第二十四卷、角
川書店、一九六八・一二、五六～五
七頁。

図４　 王圻撰・王思義編集『三才図会』、
上海古籍出版社、一九八八・六、一
一六三頁。

図５　 王圻撰・王思義編集『三才図会』、
上海古籍出版社、一九八八・六、一
一三七頁。

図６　 中国国家博物館編『中国国家博物館
館蔵文物研究叢書　絵画巻（風俗
画）』、上海古籍出版社、二〇〇七・
八、一八～一九頁。

図７　 羅宗真著・住谷孝之訳『図説中国文
明史５　魏晋南北朝　融合する文
明』、創元社、二〇〇五・一一、一
〇四頁。

図８　 寺島良安編『和漢三才図会』（上）、
中近堂、一八八四・七、九九七頁。

図９　 神宮文庫編『即位の礼と大嘗会―資
料集―』、国書刊行会、一九九〇・
一一、二一頁。

図10　 神宮文庫編『即位の礼と大嘗会―資
料集―』、国書刊行会、一九九〇・
一一、三六頁。
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Ｋｅｉｈｉｔｓｕ’s （警蹕） effect of avoiding evil found in various 
literature of the Heian period and the Kamakura period: 

A study on its origin

CUI Pengwei

Keihitsu （警蹕） means people who serve as heralds for guard security 
and clear the way during the Emperor’s procession, which is called Robo （鹵
簿） in China and in Japan. The difference between China and Japan is that the 
sound of Keihitsu （警蹕） is respected more than usual in Japan. The purpose of 
the paper is to find out the origin of Keihitsu’s （警蹕） effect of avoiding evil, 
especially the reason why the sound of Keihitsu （警蹕） has been considered a 
protection against evil, by researching records in Japan and China .

The results showed people thought that Tsao-Tu （皀纛） and flags 
ornamented with tassels made of Yak’s tails, which are carried by a guard of 
honor who play the role of Keihitsu （警蹕） in ceremonies or accompanying the 
Emperor when going out, have the power of avoiding evil in China since Qin 
dynasty. But Tsao-Tu （皀纛） is only used as a ritual implement in ceremonies of 
accession, after it came to Japan in the Nara period. As a result, it came to be that 
the sound of Keihitsu （警蹕） is more important than ritual implements, in the 
procession of the Emperor and court nobles when going out. And furthermore, 
Tsao-Tu’s （皀纛） effect of avoiding evil has been grafted onto the sound of 
Keihitsu （警蹕）. Or more precisely, the master of the procession must to be a 
virtuous man. 


