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序
章 

 

個
人
・
書
物
・
享
受
の
変
容 

 

序
章
で
は
本
論
の
問
題
設
定
を
行
っ
た
背
景
や
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
各
章
の

内
容
を
構
想
し
た
経
緯
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
近
年
、
文
学
研
究
全
体
で
「
作
者
」

「
作
品
」「
歴
史
性
」
な
ど
の
基
本
的
な
概
念
や
事
実
が
改
め
て
検
討
さ
れ
、
海
外

の
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
自
己
表
象
や
自

己
言
及
性
（
自
己
語
り
）
に
つ
い
て
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
り
、
固
定
し
た
権
威

の
あ
る
全
集
本
文
で
は
な
く
、
発
表
媒
体
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
く
本
文
の
動
態

へ
と
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
文
献
学
的
な
手
法
の
目
的
も
、
作
者
の
意
図
や
作

品
本
文
の
、
あ
る
始
原
の
一
点
を
復
元
す
る
こ
と
か
ら
批
判
的
に
展
開
し
、
本
文

の
生
成
・
変
容
を
包
括
的
に
追
跡
す
る
こ
と
、
異
文
・
翻
案
を
も
作
品
の
一
面
と

す
る
意
識
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
・
日
本
文
学
研
究
全
体
の
動

向
の
な
か
で
、
本
論
は
中
世
和
歌
・
日
記
文
学
研
究
に
お
い
て
、「
個
人
」
と
し
て

の
作
者
、「
書
物
」
と
し
て
の
作
品
、
そ
し
て
享
受
の
歴
史
、
と
い
う
基
本
的
な
要

素
を
改
め
て
問
題
と
し
て
設
定
し
、
各
章
で
論
じ
た
。 

中
世
和
歌
研
究
で
は
『
新
編
国
歌
大
観
』『
新
編
私
家
集
大
成
』
な
ど
の
研
究
基

盤
が
あ
る
た
め
に
、
実
際
に
存
在
す
る
複
数
の
本
文
、
伝
本
に
つ
い
て
は
な
か
な

か
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、
本
論
第
二
、
第
三
部
の
書
誌
学
的
論
考
で

は
、
な
る
べ
く
現
存
伝
本
を
全
て
検
討
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
構
築
さ
れ
た
電

子
テ
キ
ス
ト
の
検
索
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
は
一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題

意
識
か
ら
、
本
論
第
一
部
の
表
現
研
究
の
論
考
で
は
性
差
の
視
点
を
導
入
し
た
。 

和
歌
は
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
、
歌
中
で
「
わ
れ
」
を
表
出
す
る
こ
と
を
控

え
、
対
他
的
表
現
を
洗
練
さ
せ
、
婉
曲
的
に
な
る
と
い
う
表
現
史
的
推
移
が
存
在

し
た
。
本
論
で
は
、
作
者
と
歌
中
の
虚
構
化
さ
れ
た
主
体
と
の
関
係
が
問
題
と
な

る
、「
題
詠
」
が
進
展
し
た
時
代
、
十
二
、
三
世
紀
に
つ
い
て
特
に
考
察
し
た
。
十

二
世
紀
は
実
務
官
人
、
遁
世
者
層
の
な
か
か
ら
和
歌
を
詠
む
人
々
が
現
れ
、
相
互

に
交
流
し
、
そ
の
人
々
が
必
ず
し
も
歌
人
と
し
て
の
評
価
が
高
く
な
い
場
合
も
和

歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
第
一
部
で
は
、
こ
の
和
歌
作
者
層
の
拡
大
と
い
う
時
代

動
向
の
な
か
で
、
歌
人
た
ち
が
自
ら
を
和
歌
に
詠
み
こ
も
う
と
す
る
個
我
の
意
識
、

個
人
表
現
の
あ
り
か
た
を
、
性
差
の
視
点
を
加
え
て
考
察
し
た
。
歌
人
の
自
己
言

及
の
時
間
性
に
つ
い
て
は
年
齢
を
詠
む
和
歌
を
、
空
間
性
に
つ
い
て
は
「
わ
が
宿
」

と
い
う
歌
こ
と
ば
を
、
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
歌
合
判
詞
を
対
象
と
し
た
。 

第
二
部
で
は
、
中
世
に
歌
人
個
人
の
手
元
に
あ
っ
た
記
録
や
和
歌
詠
草
が
、
後

世
ま
で
残
る
家
集
や
日
記
に
、
い
か
に
変
容
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、

書
物
と
し
て
生
成
し
、
享
受
さ
れ
る
家
集
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

和
歌
史
の
十
二
世
紀
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
歌
道
家
が
成
立
し
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
歌
道
家
は
常
に
そ
の
継
承
に
お
い
て
、
和
歌
文
書
を
ど
の
個
人
、
家

に
一
括
し
て
相
続
す
る
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
俊
成
以
下
の
御
子
左
家

が
六
条
藤
家
と
異
な
る
の
は
、
多
数
の
女
房
歌
人
を
輩
出
し
た
こ
と
で
あ
り
、
冷

泉
家
の
成
立
に
お
い
て
も
、
阿
仏
尼
と
い
う
歌
道
家
の
外
部
か
ら
登
場
し
た
女
房

歌
人
が
大
き
く
寄
与
し
た
。
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
男
性
歌
人
の
和
歌
活

動
に
比
べ
て
、
女
房
歌
人
と
し
て
歌
道
家
を
支
え
た
人
々
の
和
歌
活
動
に
つ
い
て

は
研
究
が
少
な
い
人
物
も
い
る
。
第
二
部
で
は
、
平
安
期
の
女
房
の
家
集
を
横
断

的
に
検
討
し
、
つ
づ
い
て
『
経
信
卿
母
集
』『
後
堀
河
院
民
部
卿
典
侍
集
』
と
い
う

従
来
あ
ま
り
研
究
の
な
い
女
性
の
家
集
を
研
究
対
象
と
し
て
選
択
し
た
。 



2 

 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
は
定
家
筆
勅
撰
和
歌
集
、
定
家
監
督
書
写
本
私
家
集
を

始
め
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
写
本
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
が

残
っ
た
の
も
、
そ
も
そ
も
は
為
家
没
後
の
嫡
男
為
氏
・
為
相
間
の
所
領
争
い
を
解

決
す
る
た
め
、
阿
仏
尼
が
武
家
法
の
裁
断
を
受
け
る
べ
く
鎌
倉
下
向
を
行
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
の
鎌
倉
下
向
を
描
い
た
『
十
六
夜
日
記
』
に
関
し
て
は
、
冷
泉
家

時
雨
亭
文
庫
の
公
開
後
、
御
文
庫
の
あ
る
上
冷
泉
家
に
は
近
世
期
の
流
布
本
系
統

の
伝
本
し
か
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
阿
仏
尼
に
関
し
て
は
、
冷
泉

家
成
立
へ
の
貢
献
が
強
調
さ
れ
、
事
績
が
顕
彰
さ
れ
る
が
、
伝
来
す
る
書
物
の
具

体
的
な
経
路
を
辿
る
と
、
冷
泉
家
内
で
も
阿
仏
尼
の
作
品
の
享
受
の
様
相
は
時
代

に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

第
三
部
で
は
中
世
の
作
者
の
没
後
、
近
世
に
広
く
享
受
さ
れ
た
書
物
が
、
い
か

に
変
容
し
て
古
典
と
な
る
の
か
、
ま
た
偽
書
と
な
る
の
か
を
、
阿
仏
尼
の
『
十
六

夜
日
記
』
を
も
と
に
論
じ
た
。
現
在
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
鎌
倉
下
向
の
年
次

や
経
緯
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
降
は
、『
十
六
夜
日
記
』
は
そ
の
作
品
成
立
の
背
景

を
も
と
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
よ
く
知
ら
な
い
近

世
の
読
者
に
と
っ
て
、
写
本
に
書
か
れ
た
注
釈
、
識
語
が
、
作
品
背
景
を
理
解
す

る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。
現
在
残
る
近
世
の
『
十
六
夜
日
記
』
写

本
版
本
に
は
、
阿
仏
尼
の
伝
記
な
ど
読
解
を
助
け
る
識
語
や
書
き
入
れ
が
残
さ
れ

た
伝
本
が
い
く
つ
も
あ
る
。
現
在
我
々
が
古
典
文
学
を
読
む
際
、
文
学
史
的
知
識

や
文
学
史
上
の
価
値
づ
け
な
し
に
読
み
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
よ
う
な
事
前
知
識
が
な
い
な
か
で
、
近
世
の
読
者
は
『
十
六
夜
日
記
』
を
ど

の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
『
い
さ
よ
ひ
の
日
記
聞
書
』
と
い
う
近

世
の
注
釈
写
本
、
『
十
六
夜
日
記
』
の
翻
案
『
阿
仏
東
く
だ
り
』
か
ら
考
察
し
た
。 

 

第
一
部 

中
世
和
歌
作
者
の
自
己
表
象 

 

第
一
章 

歌
人
が
年
齢
を
詠
む
と
き―

表
現
と
契
機
の
性
差―

 
 

 

中
世
に
は
年
齢
に
ま
つ
わ
る
歌
話
が
あ
り
、
歌
を
詠
む
こ
と
に
年
齢
が
意
識
さ

れ
る
感
覚
が
あ
っ
た
。
高
田
信
敬
に
よ
れ
ば
、
十
年
を
一
単
位
と
す
る
年
齢
表
記

に
お
い
て
、
当
該
数
字
よ
り
一
を
減
じ
て
何
歳
台
か
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
、
漢

詩
に
は
「
秩
」
「
旬
」
が
あ
り
、
和
文
で
は
「
三
十
路
」
「
四
十
路
」
な
ど
の
「
～

そ
ぢ
」
表
現
が
あ
る
。
中
川
博
夫
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
～
そ
ぢ
」
表
現
が
示
す
範

囲
は
、
歌
人
の
実
年
齢
と
マ
イ
ナ
ス
五
歳
ほ
ど
ま
で
乖
離
す
る
幅
が
あ
る
。
当
該

十
歳
台
よ
り
早
ま
っ
て
用
い
ら
れ
、
現
在
の
「
ア
ラ
ウ
ン
ド
〇
〇
」
と
同
様
、
た

と
え
ば
三
十
代
後
半
あ
た
り
で
は
も
う
「
四
十
路
も
ち
か
く
」
な
ど
と
詠
む
傾
向

が
あ
っ
た
。 

応
制
百
首
に
年
齢
を
詠
む
こ
と
は
『
堀
河
百
首
』
の
藤
原
仲
実
の
旋
頭
歌
の
例

が
あ
り
、
同
百
首
で
源
俊
頼
は
、
ま
だ
自
身
の
年
齢
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
長
歌
に

詠
み
含
め
て
い
た
。
当
時
は
応
制
百
首
で
年
齢
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
旋
頭
歌
、

長
歌
と
い
う
通
常
と
は
異
な
る
歌
体
が
選
択
さ
れ
た
。
そ
し
て
勅
撰
集
に
「
～
そ

ぢ
」
で
年
齢
を
詠
む
歌
を
初
め
て
撰
歌
し
た
の
も
俊
頼
で
あ
り
、
『
金
葉
和
歌
集
』

の
巻
末
に
は
、
自
身
の
年
齢
を
示
し
て
不
遇
を
嘆
く
歌
を
添
え
た
。「
～
そ
ぢ
」
表

現
を
使
う
こ
と
で
、
短
歌
の
字
数
の
な
か
で
自
身
の
年
齢
が
詠
み
や
す
く
な
り
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
が
『
金
葉
和
歌
集
』
で
あ
る
と
い
え
る
。 

「
～
そ
ぢ
」
表
現
に
注
目
す
る
と
、
恋
歌
の
用
例
が
ほ
ぼ
な
く
、
十
二
世
紀
後



3 

 

半
に
は
和
歌
に
詠
む
年
齢
が
低
年
齢
化
し
、
全
体
と
し
て
年
齢
を
詠
む
和
歌
の
増

加
が
起
こ
っ
て
い
る
。
背
景
と
し
て
、
院
政
期
の
位
階
制
度
上
の
変
化
の
影
響
が

考
え
ら
れ
る
。
官
職
別
の
在
職
年
数
に
よ
っ
て
、
年
功
序
列
的
に
昇
進
を
果
た
す

年
労
が
、
叙
位
全
体
の
割
合
か
ら
す
る
と
非
常
に
低
く
な
る
。
官
司
・
官
職
で
の

奉
仕
が
評
価
の
対
象
に
な
ら
ず
、
昇
進
に
結
び
つ
か
な
い
た
め
、
男
性
歌
人
の
年

齢
が
、
上
位
者
へ
の
嘆
訴
、
述
懐
歌
に
詠
む
べ
き
要
素
と
な
っ
た
、
と
い
う
経
緯

が
考
え
ら
れ
る
。 

女
性
は
年
齢
の
付
随
す
る
関
係
性
と
身
分
秩
序
の
外
に
い
る
た
め
、
年
齢
を
詠

ま
な
い
が
、
二
条
院
讃
岐
、
小
侍
従
、
八
条
院
高
倉
に
は
希
少
な
用
例
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
、
出
家
し
た
後
は
女
性
も
年
齢
を
詠
む
よ
う
で
あ
る
。

官
僚
機
構
の
中
の
男
性
と
、
女
房
歌
人
と
で
は
和
歌
の
自
己
言
及
性
に
差
が
あ
っ

た
。
生
涯
を
回
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
女
性
も
散
文
に
お
い
て
は
自
身
の
年
齢
を

書
く
こ
と
が
あ
り
、
人
生
の
折
々
に
自
身
の
年
齢
を
た
し
か
に
自
覚
し
て
い
た
ら

し
い
。
た
だ
中
世
の
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
仮
名
作
品
が
、
あ
る
構
想
の
も
と

に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
多
く
が
隠
栖
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
家

に
よ
っ
て
世
俗
の
制
約
か
ら
自
由
な
立
場
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、

自
身
の
年
齢
を
詠
み
、
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

 

第
二
章 

和
歌
で
空
間
を
詠
む
と
き―

「
わ
が
宿
」
の
表
現
と
性
差―

 
 

 

中
世
に
和
歌
作
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
お
か
れ
た
建
築
空
間
を
表
象
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
題
詠
に
よ
る
空
間
表
現
の
仮
想
化
は
、
男
女
同
様
に
進
行
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
こ
と
ば
の
性
差
に
関
し
て
は
後
藤
祥
子
、
近
藤
み
ゆ
き
の

一
連
の
研
究
が
あ
る
が
、
詠
歌
主
体
の
性
を
問
題
に
す
る
場
合
、
恋
歌
が
取
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
四
季
歌
、
叙
景
歌
の
詠
み
方
に
も
性
差
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
、
万
葉
以
来
和
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
「
わ
が
宿
」

と
い
う
歌
こ
と
ば
に
注
目
す
る
。 

和
歌
の
な
か
で
庭
や
前
栽
な
ど
身
辺
の
景
物
が
詠
ま
れ
る
際
、
と
く
に
状
況
設

定
の
明
示
が
な
い
限
り
、
主
体
は
屋
内
に
い
て
、
屋
外
を
見
て
い
る
と
い
う
。
し

か
し
題
詠
が
主
流
に
な
っ
て
以
降
、
作
者
の
視
点
は
当
座
の
眼
前
の
景
に
制
約
さ

れ
ず
、
広
大
な
空
間
を
眺
望
す
る
和
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
詠
歌
主
体

（
作
中
主
体
）
は
単
な
る
視
線
と
化
し
、
抒
情
す
る
主
体
を
介
在
さ
せ
ず
、
景
だ

け
を
描
出
す
る
雄
大
な
叙
景
歌
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
方
で
詠
歌
主
体
の
位
置
が

推
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
主
体
が
和
歌
の
中
の
空
間
に
い
る
こ
と
を
想
像
し
て
こ

そ
一
首
の
感
動
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
詠
風
も
新
古
今
時
代
に
は
存
在
す
る
。 

「
わ
が
宿
」
の
勅
撰
集
入
集
歌
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
を
最
大
用
例
数
と
し
た
後

に
、
白
河
院
か
ら
後
白
河
院
の
院
政
期
は
減
少
し
、『
新
古
今
和
歌
集
』
で
再
び
増

加
し
た
と
い
う
変
遷
が
あ
る
。
ま
た
二
十
一
代
集
を
通
し
て
男
性
歌
人
に
偏
り
、

同
時
代
女
性
の
「
わ
が
宿
」
詠
は
、
中
世
に
は
勅
撰
集
か
ら
疎
外
さ
れ
た
。
近
藤

み
ゆ
き
は
「
や
ど
の
」「
わ
が
～
～
」
と
い
う
こ
と
ば
が
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
男

性
特
有
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
制
は
後
代
に
及
ん
だ
と

み
ら
れ
る
。 

中
古
ま
で
は
勅
撰
集
以
外
の
家
集
な
ど
に
「
わ
が
宿
」
と
詠
む
女
性
の
用
例
が

あ
り
、
男
性
が
屏
風
歌
に
お
い
て
家
居
す
る
女
性
の
絵
に
つ
い
て
詠
む
例
も
あ
る
。

し
か
し
中
古
に
お
け
る
女
性
が
恋
歌
に
詠
む
用
例
は
減
少
し
、
男
性
が
閑
居
の
体

を
詠
む
自
然
詠
の
用
例
が
増
加
し
た
。
男
性
同
士
の
贈
答
歌
で
も
「
わ
が
宿
」
は
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詠
ま
れ
る
が
、
恋
歌
で
詠
む
例
は
新
古
今
時
代
に
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
自
然

詠
・
恋
歌
両
方
に
通
用
し
て
い
た
こ
と
ば
が
、
中
世
に
か
け
て
前
者
に
特
化
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

承
暦
二
年
四
月
『
内
裏
歌
合
』
の
衆
議
判
で
は
「
わ
が
や
ど
と
は
、
う
ち
に
て

は
よ
ま
ぬ
こ
と
な
り
」「
わ
が
や
ど
は
、
ち
か
く
は
よ
ま
ぬ
こ
と
と
な
ん
き
く
」
と

の
表
現
規
制
の
意
識
が
記
さ
れ
る
。
院
政
期
の
題
詠
が
主
流
に
な
っ
て
以
降
も
、

「
わ
が
宿
」
と
い
う
の
は
、
歌
人
の
身
体
が
い
る
場
所
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
女
房
た
ち
の
持
つ
匿
名
性
や
、
個
人
と
し
て
の
人
格

の
非
顕
示
と
い
っ
た
性
質
に
と
っ
て
、「
わ
が
宿
」
と
い
う
こ
と
ば
は
実
体
性
が
あ

り
す
ぎ
る
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
察
し
た
。 

 

第
三
章 

判
者
が
自
歌
を
判
ず
る
と
き―

俊
成
・
定
家
判
を
中
心
に―

 
 

 

鎌
倉
期
の
歌
合
は
未
だ
注
釈
や
校
本
の
な
い
も
の
も
多
く
、
あ
る
特
定
の
歌
合

に
つ
い
て
論
考
が
行
わ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
歌
合

や
判
者
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
は
、
判
者
の
参
加
し
た
歌
合
を
通
覧
し
、
ま
た
他

の
判
者
の
方
法
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
平
安
期
歌
合

の
歴
史
に
つ
い
て
総
覧
し
た
浅
田
徹
、
安
井
重
雄
の
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
判

者
が
自
ら
の
和
歌
に
つ
い
て
判
詞
で
言
及
し
よ
う
と
す
る
意
識
、
そ
の
方
法
に
つ

い
て
考
察
し
た
。 

専
門
歌
人
に
よ
る
判
者
自
記
判
詞
を
執
筆
し
、
か
つ
主
催
者
よ
り
も
重
要
な
立

場
を
担
う
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
藤
原
清
輔
は
歌
合
史
に
お
い
て
の
あ

る
到
達
点
と
み
な
せ
る
。
清
輔
は
『
袋
草
紙
』
下
巻
「
判
者
骨
法
」
に
、
基
俊
の

証
言
も
紹
介
し
つ
つ
、「
ま
た
判
者
、
作
者
た
る
の
時
、
我
歌
に
至
り
て
は
判
を
加

へ
ず
」
と
い
う
故
実
を
記
録
し
、
判
者
と
作
者
を
兼
ね
た
者
た
ち
が
歌
合
で
ど
の

よ
う
に
判
を
行
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
発
言
元
の
基
俊
自
身
、
現
存
す
る
歌

合
で
は
全
て
自
歌
に
つ
い
て
判
を
加
え
て
お
り
、
清
輔
が
実
際
に
自
歌
の
あ
る
番

で
判
を
控
え
た
と
い
う
も
の
も
現
存
し
て
い
な
い
。
し
か
し
「
判
者
は
例
に
よ
っ

て
判
を
加
え
な
い
」
と
い
う
言
い
方
が
、
俊
成
の
判
詞
に
は
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。 

俊
成
は
、
作
者
と
判
者
を
兼
ね
た
歌
合
の
伝
本
が
多
く
現
存
し
、
和
歌
史
の
上

で
は
じ
め
て
、
判
者
が
自
歌
を
判
じ
、
そ
の
理
由
を
書
い
た
判
詞
が
ま
と
ま
っ
て

残
っ
て
い
る
。
俊
成
は
「
判
者
愚
老
の
拙
歌
に
侍
る
な
り
」（
『
住
吉
社
歌
合
』
）
な

ど
と
、
自
分
の
歌
で
あ
る
と
判
詞
で
示
し
、
「
又
依
例
不
加
判
」
（
同
）
と
『
袋
草

紙
』
に
も
あ
る
判
者
の
骨
法
に
則
っ
て
判
（
勝
負
付
）
を
し
な
い
と
述
べ
る
。
一

方
で
定
家
の
判
詞
に
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。 

定
家
の
自
身
の
歌
へ
の
言
及
の
仕
方
を
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
判
か
ら
見
て
い

く
と
、
判
詞
で
も
敢
え
て
ふ
れ
な
い
こ
と
ば
と
、
示
唆
す
る
こ
と
ば
と
を
選
択
し
、

自
歌
を
解
釈
す
る
上
で
の
要
点
を
暗
示
し
て
い
る
。 

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
閏
九
月
十
九
日
の
『
内
裏
歌
合
』
で
は
、
順
徳
天
皇
、

範
宗
、
行
能
、
定
家
の
男
為
家
、
光
家
た
ち
初
学
の
歌
人
の
た
め
に
、
歌
の
こ
こ

ろ
や
表
現
意
図
を
解
説
し
た
よ
う
な
判
詞
が
み
ら
れ
る
。 

俊
成
判
は
自
歌
の
詠
作
過
程
を
判
詞
で
書
く
も
の
で
、
作
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
歌
が
詠
ま
れ
た
か
（
つ
く
ら
れ
た
か
）
に
重
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

定
家
の
自
歌
へ
の
判
詞
は
、
歌
を
ど
う
読
む
か
（
解
釈
す
る
か
）
に
主
眼
が
あ
る
。 
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第
二
部 

未
定
稿
的
な
女
房
の
家
集
の
研
究 

 

第
四
章 
未
定
稿
的
な
女
房
の
家
集
に
つ
い
て 

 

 

私
家
集
に
つ
い
て
、
勅
撰
和
歌
集
や
日
記
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
総
合
的
な
論

は
い
く
つ
も
あ
る
が
、「
私
家
集
発
生
の
理
」
と
し
て
そ
の
文
学
的
営
為
を
成
立
の

プ
ロ
セ
ス
か
ら
論
じ
た
森
本
元
子
「
私
家
集
と
は
何
か
」
と
い
う
論
が
あ
る
。
同

論
で
は
「
未
定
稿
の
ま
ま
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
定
家
の
娘
因
子

の
家
集
で
あ
る
『
後
堀
河
院
民
部
卿
典
侍
集
』
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
未
定
稿

な
、
あ
る
一
定
期
間
の
私
的
詠
草
を
含
む
、
哀
傷
歌
が
集
中
し
た
歌
稿
は
い
か
に

し
て
残
さ
れ
た
の
か
。
当
該
家
集
に
見
ら
れ
る
未
定
稿
性
の
特
質
を
、
先
行
す
る

女
房
歌
人
の
家
集
を
概
観
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
で
、
個
人
の
手
元
に
残
っ
た

詠
草
、
歌
稿
が
、
い
か
に
後
世
に
ま
で
残
る
家
集
に
変
容
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。 

原
資
料
と
整
理
さ
れ
た
部
分
の
複
合
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
に
『
伊
勢
集
』

が
あ
り
、
家
集
の
成
立
の
前
段
階
に
は
、
折
々
の
詠
草
を
集
め
た
雑
纂
的
な
資
料

が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
歌
稿
の
全
て
が
詞
書
を
つ
け
ら
れ
、
整
序
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、『
中
務
集
』
の
よ
う
に
、
後
半
の
家
族
間
の
贈
答
歌
な
ど
、
私
的
な

場
で
詠
ま
れ
た
褻
の
歌
は
、
歌
合
な
ど
晴
の
歌
ほ
ど
整
理
の
手
が
及
ば
な
い
こ
と

も
あ
る
。 

歌
人
た
ち
は
目
的
に
応
じ
て
複
数
の
家
集
を
編
纂
し
た
。
そ
れ
が
異
な
る
伝
本

や
古
筆
切
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。
『
小
大
君
集
』
『
藤
三
位
集
』
の
例
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
メ
モ
的
な
簡
略
な
詞
書
を
も
つ
家
集
と
は
別
に
、
詠
出
状
況
を
詳
し

く
記
す
家
集
が
別
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

歌
が
編
纂
さ
れ
る
際
に
は
、『
出
羽
弁
集
』
の
よ
う
に
年
次
配
列
を
と
る
ほ
か
に
、

『
伊
勢
大
輔
集
』
の
よ
う
に
哀
傷
歌
は
年
次
順
に
な
ら
ず
、
哀
傷
歌
だ
け
後
半
に

ま
と
ま
っ
て
残
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、『
二
条
院
讃
岐
集
』
の
よ
う
に
、
仕
え
た

院
へ
の
哀
傷
歌
を
散
逸
さ
せ
た
か
載
せ
て
い
な
い
家
集
が
あ
り
、
哀
傷
歌
は
家
集

の
後
半
に
あ
っ
て
脱
落
し
た
か
、
別
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
散
逸
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
『
民
部
卿
典
侍
集
』
の
よ
う
な
一
定
期
間
の
、
哀
傷

歌
を
集
め
た
資
料
が
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
想
像
さ
せ
る
。 

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
女
房
の
家
集
の
形
成
過
程
と
特
質
は
、
中
世
の
女
房

家
集
を
見
て
い
く
上
で
も
参
考
に
な
る
。
現
存
す
る
家
集
の
成
立
以
前
の
姿
を
、

で
き
る
だ
け
残
さ
れ
た
家
集
に
基
づ
い
て
想
像
し
な
が
ら
、
家
集
の
性
格
を
見
定

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
五
章 

『
経
信
卿
母
集
』
の
享
受
と
生
成 

―

定
家
本
と
し
て
の
可
能
性―

 

  

『
経
信
卿
母
集
』
流
布
本
の
後
半
に
は
、
享
受
者
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
長
文

の
追
記
が
あ
り
、
作
者
の
残
し
た
家
集
を
安
易
に
増
補
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
こ

に
「
追
ひ
書
く
」
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
断
ら
れ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
家
集
の
姿
を
、

歌
人
個
人
の
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
点
で
、
中
古
か
ら
中

世
へ
の
家
集
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

経
信
母
は
源
経
信
、
俊
頼
、
俊
恵
と
つ
づ
い
た
院
政
期
の
重
代
の
歌
人
た
ち
の

祖
で
あ
り
、
経
信
母
の
父
、
国
盛
は
光
孝
源
氏
に
し
て
三
十
六
歌
仙
の
公
忠
、
信
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明
を
祖
父
、
父
に
も
つ
。
そ
の
家
集
は
、
現
在
で
は
流
布
本
系
統
三
本
、
異
本
系

統
二
本
が
知
ら
れ
て
お
り
、
十
五
首
の
異
本
系
統
が
古
態
を
示
す
と
さ
れ
て
き
た
。

流
布
本
系
統
は
家
集
部
分
に
十
四
首
の
和
歌
を
も
ち
、
後
半
に
は
和
歌
六
首
を
含

ん
だ
追
記
の
物
語
（
字
数
に
し
て
二
二
〇
〇
字
程
度
）
が
あ
り
、
経
信
母
の
才
能

を
顕
彰
す
る
よ
う
な
五
つ
の
逸
話
か
ら
成
る
。 

従
来
書
誌
の
報
告
が
な
か
っ
た
流
布
本
の
一
本
で
あ
る
彰
考
館
本
に
は
、
異
本

系
統
の
書
写
年
次
を
遡
る
「
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
五
月
廿
四
日
」
の
年
次
を

も
つ
本
奥
書
が
あ
る
こ
と
が
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
調
査

で
判
明
し
た
。
定
家
監
督
書
写
本
で
あ
る
浅
野
家
本
『
相
模
集
』
と
と
て
も
よ
く

似
た
本
奥
書
で
あ
る
。『
明
月
記
』
の
当
該
日
条
の
記
事
、
定
家
筆
『
集
目
録
』
か

ら
は
決
定
的
な
傍
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
定
家
書
写
本
を
写
し
伝
え
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

彰
考
館
の
当
該
本
は
複
数
の
家
集
を
合
綴
し
た
写
本
叢
書
『
諸
家
集
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
収
録
家
集
の
書
写
奥
書
の
年
次
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
延
宝
八

年
（
一
六
八
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
編
纂
の
『
扶
桑
拾
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
彰
考
館
が
編
纂
し
た
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
成
立
の
『
八
洲

文
藻
』
に
『
経
信
卿
母
集
』
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当
該
『
諸
家
集
』
も
彰
考
館

の
和
文
作
品
の
調
査
蒐
集
の
一
環
と
し
て
類
聚
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

『
経
信
卿
母
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
『
経
信
集
』
三
類
本
に
転
載
さ
れ
た
清

輔
の
奥
書
が
参
考
に
な
る
。
同
奥
書
に
い
わ
く
、
「
経
信
の
孫
の
時
俊
に
よ
れ
ば
、

経
信
に
は
自
撰
の
家
集
は
な
く
、
経
信
女
が
遺
稿
を
ま
と
め
て
『
帥
集
』
と
い
う

家
集
を
成
立
さ
せ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
は
『
経
信
卿
母
集
』
の
追
記
部
分
の
書
き

出
し
と
と
て
も
よ
く
似
た
状
況
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
経
信
女
が
父
の
遺
稿
を

も
と
に
家
集
を
編
纂
し
た
際
に
、
祖
母
で
あ
る
経
信
母
の
遺
稿
を
も
見
出
し
、
追

記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
追
記
さ
れ
た
物
語
の
ほ
か
の
逸
話
に
つ
い
て
も

経
信
没
後
は
、
匡
房
、
俊
頼
の
生
存
中
、
十
二
世
紀
初
頭
あ
た
り
ま
で
が
、
こ
の

よ
う
な
逸
話
を
記
憶
し
、
筆
録
す
る
人
々
が
生
存
し
て
い
た
下
限
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

女
房
に
よ
る
小
家
集
は
平
安
期
に
い
く
つ
も
書
写
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
現
存
し
な
か
っ
た
。
一
方
で
近
世
期
の
合
写
合
綴
さ
れ
た
伝
本

の
中
に
も
、
重
要
な
伝
本
が
隠
れ
て
い
る
。 

 

第
六
章 

『
後
堀
河
院
民
部
卿
典
侍
集
』
の
享
受
と
流
通 

 

 

『
後
堀
河
院
民
部
卿
典
侍
集
』
の
現
存
伝
本
の
本
文
は
す
べ
て
同
一
系
統
で
あ

る
。
上
賀
茂
神
社
の
三
手
文
庫
に
『
馬
内
侍
集
』『
相
模
集
』『
康
資
王
母
集
』『
殷

富
門
院
大
輔
集
』
と
と
も
に
合
写
さ
れ
た
契
沖
筆
本
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
新
編
私

家
集
大
成
』
な
ど
の
底
本
で
あ
る
。 

か
つ
て
共
同
で
行
っ
た
注
釈
の
過
程
で
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
寄
託
さ

れ
る
円
珠
庵
本
が
同
書
の
親
本
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
合
写
さ
れ
た
他
の

家
集
も
含
め
た
本
文
の
検
討
を
行
う
と
、
三
手
文
庫
本
は
、
契
沖
手
沢
本
（
円
珠

庵
本
）
の
書
き
入
れ
を
整
理
し
、
証
本
と
す
る
べ
く
契
沖
自
ら
浄
書
し
て
、
弟
子

の
今
井
似
閑
に
贈
呈
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。 

合
写
さ
れ
た
五
家
集
の
な
か
で
最
も
異
文
注
記
が
多
い
の
が
『
康
資
王
母
集
』

で
あ
る
。
大
東
急
記
念
文
庫
に
も
契
沖
筆
の
『
康
資
王
母
集
』
が
あ
る
の
で
比
較

検
討
す
る
と
、
ま
ず
大
東
急
本
を
書
写
し
、
そ
の
後
他
の
本
（
円
珠
庵
本
）
を
手
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に
入
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
三
手
文
庫
本
『
康
資
王
母
集
』
は
、
大
東
急
本

と
円
珠
庵
本
を
校
合
し
て
つ
く
ら
れ
た
混
成
本
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

次
に
、
三
手
文
庫
本
の
『
相
模
集
』
か
ら
書
写
年
を
推
測
す
る
と
、
手
掛
か
り

と
な
る
『
契
沖
雑
考
』
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
契
沖
が
『
万
葉
代
匠
記
』

精
撰
本
成
立
と
光
圀
へ
の
献
上
（
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
年
か
）
以
後
に
得
た

新
見
や
訂
正
箇
所
の
ほ
か
、
猶
検
討
を
要
す
る
考
証
な
ど
を
彰
考
館
に
書
き
送
っ

た
も
の
を
整
理
し
た
備
忘
録
的
書
簡
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
近
来
相
模
集
を
寫
候

ニ
」
、
と
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
三
手
文
庫
本
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
契
沖
は
元
禄

十
二
年
（
一
六
九
九
）
五
月
二
十
六
日
に
は
『
新
勅
撰
集
評
註
』
を
完
成
さ
せ
て

お
り
、『
契
沖
雑
考
』
の
当
該
書
写
は
こ
の
注
釈
作
業
の
中
で
進
め
た
よ
う
で
あ
る
。

契
沖
が
三
手
文
庫
本
を
書
写
し
た
時
期
は
一
六
九
〇
年
代
後
半
の
数
年
間
に
し
ぼ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
内
閣
文
庫
本
『
相
模
集
』
を
検
討
す

る
と
、
現
在
確
認
さ
れ
る
『
民
部
卿
典
侍
集
』
の
伝
本
は
、
全
て
こ
の
女
房
の
五

家
集
を
合
写
し
た
も
の
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

最
後
に
、
三
手
文
庫
本
の
『
馬
内
侍
集
』
の
巻
末
に
貼
付
さ
れ
た
略
伝
が
、
本

居
記
念
館
本
『
馬
内
侍
集
』
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
本
居
記
念
館
本
は
小
野

田
重
好
が
書
写
し
た
も
の
で
、
同
書
の
本
奥
書
に
見
え
る
似
閑
の
門
人
樋
口
宗
武

が
披
見
し
た
「
天
王
寺
神
主
松
本
氏
之
本
」
に
も
『
民
部
卿
典
侍
集
』
を
含
む
五

家
集
が
合
写
さ
れ
て
い
る
。 

香
道
文
献
を
著
し
蔵
書
家
で
も
あ
っ
た
江
田
世
恭
が
賀
茂
社
の
祠
官
山
本
甲
斐

権
守
に
宛
て
た
書
簡
に
も
、「
天
王
寺
ニ
相
納
め
候
海
北
若
沖
蔵
書
」
と
あ
り
、
天

王
寺
の
蔵
書
を
書
写
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
海
北
若
冲
蔵
書
目
録
』
が
彰
考

館
と
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
が
、
確
認
す
る
と
契
沖
の
著
作
や
歌
書
や
家
集
が

並
ぶ
な
か
に
「
馬
内
侍
／
相
模
集 

一
冊
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
合
写
さ
れ
た
他
の

家
集
名
を
省
略
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
や
は
り
若
冲
も
『
民
部
卿
典
侍
集
』
を
含

め
た
五
家
集
の
本
を
書
写
し
、
所
蔵
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
契

沖
、
今
井
似
閑
周
辺
で
の
書
写
に
よ
る
家
集
の
流
通
の
様
子
が
追
跡
で
き
る
。 

 

第
三
部 

近
世
に
お
け
る
阿
仏
尼
像
の
享
受
と
生
成 

 

第
七
章 

『
い
さ
よ
ひ
の
日
記
聞
書
』 

―

近
世
『
十
六
夜
日
記
』
享
受
の
様
相―

 
 

 

近
世
の
『
十
六
夜
日
記
』
注
釈
と
し
て
は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
小
山

田
与
清
の
『
十
六
夜
日
記
残
月
抄
』
が
あ
る
。
一
方
で
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

の
本
奥
書
を
も
つ
多
和
文
庫
本
、
そ
の
親
本
の
北
海
学
園
大
学
所
蔵
北
駕
文
庫
本

と
い
う
、
注
釈
の
あ
る
『
十
六
夜
日
記
』
写
本
が
あ
り
、
松
原
一
義
の
紹
介
と
翻

刻
が
あ
る
。
松
原
は
こ
れ
を
中
世
に
成
立
し
た
注
の
書
写
本
と
推
定
し
て
い
た
。 

 

近
年
、
小
川
寿
一
旧
蔵
本
で
彼
が
か
つ
て
部
分
的
に
紹
介
し
た
、
巻
末
の
識
語

に
「
寛
文
十
三
年
」（
一
六
七
三
）
の
年
次
を
も
つ
『
い
さ
よ
ひ
の
日
記
聞
書
』
と

い
う
同
種
の
写
本
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。
注
の
成
立
に
あ
た
っ

て
は
近
世
期
の
様
々
な
書
物
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
参
照
対
象
の
う
ち
年
次
の
明

ら
か
な
も
の
に
は
、
寛
文
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
同
本
は
中
世
か
ら

近
世
へ
の
、
書
物
の
転
換
期
と
し
て
の
十
七
世
紀
に
お
け
る
、『
十
六
夜
日
記
』
享

受
の
様
相
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。 

聞
書
注
に
書
写
さ
れ
て
い
る
『
十
六
夜
日
記
』
の
本
文
が
、『
十
六
夜
日
記
』
現
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存
伝
本
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
合
写
さ
れ
る
作
品

『
阿
仏
仮
名
諷
誦
』
の
組
み
合
わ
せ
や
本
奥
書
は
、
ど
の
伝
本
と
類
似
し
て
い
る

の
か
に
注
目
す
る
と
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
伊
佐
宵
記
』
に
近
似
し
て
い
る
。
聞

書
注
の
本
文
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
熱
田
宮
へ
の
奉
献
歌
の
五
首
目
が
載
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
五
首
目
の
和
歌
は
、
こ
の
静
嘉
堂
文
庫
本
、
そ
し
て
最
も
古
態
を

示
す
九
条
家
本
、
松
平
文
庫
本
の
み
に
あ
る
も
の
で
、
他
の
諸
本
に
は
な
い
も
の

で
あ
る
。
聞
書
注
に
は
「
こ
の
哥
一
首
板
の
本
に
落
た
り
」
と
、
万
治
二
年
（
一

六
五
九
）
の
整
版
本
『
十
六
夜
日
記
』
を
披
見
し
て
い
る
ら
し
い
注
が
あ
る
（
古

活
字
本
で
も
こ
の
五
首
目
は
脱
落
し
て
い
る
）
。
同
箇
所
は
北
駕
文
庫
本
で
は
「
お

ほ
か
た
の
ほ
ん
に
お
ち
た
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
披
見
し
た
の
が
版
本
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
注
意
さ
れ
る
の
は
、
聞
書
注
の
「
み
し
め
縄
、
心
に
か

け
て
と
い
ひ
て
」
と
い
う
箇
所
は
、
被
注
本
文
の
和
歌
に
そ
ぐ
わ
ず
、
む
し
ろ
静

嘉
堂
文
庫
本
の
「
心
に
か
け
て
」
や
、
九
条
家
本
、
松
平
文
庫
本
の
当
該
歌
の
四

句
目
「
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て
」
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
聞
書
注

の
被
注
本
文
が
誤
写
を
起
こ
し
て
い
る
か
、
被
注
本
文
の
『
十
六
夜
日
記
』
と
、

聞
書
注
自
体
は
別
の
成
立
、
つ
ま
り
既
存
の
『
十
六
夜
日
記
』
の
あ
る
写
本
に
、

注
を
書
き
入
れ
る
こ
と
で
、
現
存
『
い
さ
よ
ひ
の
日
記
聞
書
』
と
い
う
も
の
が
成

立
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
お
そ
ら
く
、
聞
書
注
の
成
立
の
も
と
に
な
る
、『
十
六

夜
日
記
』
を
講
釈
す
る
場
が
あ
っ
た
と
し
て
、
講
釈
者
の
持
っ
て
い
た
伝
本
と
、

講
釈
を
筆
記
す
る
聴
講
者
の
持
っ
て
い
た
伝
本
に
は
異
同
が
あ
り
、
聞
書
注
は
後

者
の
伝
本
を
も
と
に
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
現
存
伝
本
、
つ
ま
り
早
大
本
や
北

駕
文
庫
本
な
の
で
あ
ろ
う
。
注
の
説
を
述
べ
て
い
る
人
物
は
、
万
治
二
年
版
本
に

限
ら
ず
、
複
数
の
『
十
六
夜
日
記
』
を
披
見
し
て
比
較
検
討
し
て
い
る
ら
し
い
。 

早
大
本
の
聞
書
注
は
、
松
原
一
義
が
想
定
し
た
よ
う
な
「
中
世
的
な
も
の
」
と

い
う
よ
り
も
、
近
世
に
な
っ
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
様
々
な
書
物
を
参
照
し
た
こ

と
が
窺
え
、
そ
の
う
ち
年
次
の
明
ら
か
な
も
の
は
寛
文
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
熱
田
宮
奉
献
歌
の
注
の
「
板
の
本
に
落
た
り
」
を
も

勘
案
す
る
と
、
整
版
本
『
十
六
夜
日
記
』
の
刊
行
さ
れ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）

か
ら
、
巻
末
の
識
語
が
示
す
「
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
」
ま
で
に
成
立
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
北
駕
文
庫
本
の
本
文
と
注
は
、
本
奥
書
に
見
え

る
町
尻
兼
量
が
従
二
位
に
叙
さ
れ
、
三
位
と
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
享
保
二
〇
年
（
一

七
三
五
）
ま
で
に
固
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
八
章 

『
阿
仏
東
く
だ
り
』―

近
世
和
学
者
の
偽
書
の
享
受―

 
 

 

『
阿
仏
東
く
だ
り
』
は
、『
十
六
夜
日
記
』
の
翻
案
で
あ
る
。
阿
仏
尼
は
鎌
倉
下

向
か
ら
四
年
後
の
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
、
裁
判
の
結
果
を
見
届
け
ず
に
、
六
十

余
歳
で
お
そ
ら
く
鎌
倉
で
没
し
た
。
訴
訟
が
冷
泉
為
相
の
勝
訴
と
し
て
決
着
し
た

の
は
、
さ
ら
に
三
〇
年
後
の
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
で
あ
っ
た
。『
十
六
夜
日
記
』

に
は
裁
判
の
行
方
が
描
か
れ
な
い
が
、『
阿
仏
東
く
だ
り
』
で
は
、
阿
仏
尼
は
鎌
倉

滞
在
足
掛
け
三
年
で
所
領
安
堵
の
御
教
書
を
賜
り
、
生
き
て
帰
京
す
る
。
近
年
、

田
渕
句
美
子
が
、
表
現
面
の
検
討
や
女
性
仮
託
の
他
の
偽
書
と
の
比
較
な
ど
か
ら
、

同
作
は
流
布
本
『
十
六
夜
日
記
』
を
も
と
に
、
お
そ
ら
く
非
貴
族
層
の
手
で
、
歴

史
的
事
実
に
と
ら
わ
れ
ず
虚
構
や
想
像
を
交
え
て
創
作
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。 

『
阿
仏
東
く
だ
り
』
の
近
世
以
前
書
写
の
現
存
伝
本
は
四
本
の
み
で
あ
る
。
近
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年
早
稲
田
大
学
図
書
館
は
現
存
伝
本
中
三
番
目
に
古
い
、
川
瀬
一
馬
旧
蔵
本
を
収

蔵
し
た
。
こ
れ
は
『
徳
川
実
紀
』
を
編
纂
し
た
成
島
司
直
（
一
七
七
八
～
一
八
六

二
）
の
書
写
・
旧
蔵
で
も
あ
り
、
同
作
の
近
世
に
お
け
る
唯
一
の
考
証
で
あ
る
「
大

進
匡
聘
」
な
る
人
物
の
長
文
の
考
証
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
大
進
匡
聘
」

の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
に
所
在
不
明
の
一
本
が
新
た
に
想
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
。〈
２
〉
か
ら
〈
３
〉
は
三
回
転
写
を
重
ね
て
お
り
、
異
同
が
み
ら

れ
る
。 

〈
１
〉
学
習
院
大
学
本 

→
 

〈
２
〉
国
会
図
書
館
本
（
屋
代
弘
賢
筆
） 

→
 

長

塩
宗
泉
筆
本
（
所
在
不
明
） 

→
 

大
進
匡
聘
筆
本
（
所
在
不
明
） 

→
 

〈
３
〉

早
稲
田
大
学
本
（
成
島
司
直
筆
） 

→

〈
４
〉
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
松
岡
行
義
筆
） 

従
来
、
早
稲
田
大
学
本
の
巻
末
の
考
証
の
筆
者
「
大
進
匡
聘
」
は
成
島
司
直
自

身
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
同
考
証
末
尾
の
「
右
一
巻
書
写
之
令

熟
覧
引
諸
籍
所
附
考
之
趣
也
」
や
考
証
の
前
の
奥
書
に
は
本
文
同
筆
で
返
り
点
が

付
し
て
あ
る
。
当
該
本
が
司
直
自
筆
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
司
直
自
筆
の

奥
書
・
考
証
結
語
に
、
返
り
点
を
司
直
自
ら
が
付
す
と
は
考
え
難
い
。
司
直
が
書

写
し
た
親
本
に
こ
の
考
証
が
書
写
さ
れ
て
い
た
な
ど
し
た
も
の
を
、
司
直
が
当
該

本
に
転
写
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。 

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
は
『
歌
道
書
覧
考
』
と
い
う
「
大
進
藤
匡
聘
」

の
署
名
の
あ
る
歌
書
が
あ
る
。
署
名
が
花
押
様
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
「
大

進
匡
聘
」
の
筆
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
成
島
司
直
の
筆
跡
と
は
か
な
り
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
松
浦
静
山
の
随
筆
『
甲
子
夜
話
』
巻
八
十
五
が
収
録
す
る
「
詩

仙
堂
募
集
和
歌
」
に
「
匡
聘 

同
（
寄
合
） 

小
倉
右
京
」
の
名
が
み
え
る
。
こ

れ
は
石
川
丈
山
の
百
五
十
回
忌
を
翌
年
に
控
え
た
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
、

詩
仙
堂
の
修
復
を
企
図
し
て
募
集
さ
れ
た
詩
歌
ら
し
く
、
松
平
楽
翁
（
松
平
定
信
）

は
じ
め
幕
臣
た
ち
の
和
歌
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
寄
合
の
一
人
と
し
て
「
匡

聘
」
は
詠
進
し
て
お
り
、
冷
泉
家
門
弟
の
幕
臣
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

天
理
図
書
館
所
蔵
の
『
冷
泉
正
統
記
』
巻
末
に
は
、
成
島
司
直
筆
で
「
天
保
六

年
三
月
下
旬
三
代
門
下
大
進
匡
聘
」
と
い
う
本
奥
書
が
あ
り
、
こ
れ
は
早
稲
田
大

学
本
『
阿
仏
東
く
だ
り
』
の
本
奥
書
と
同
じ
年
月
次
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
大

進
匡
聘
の
本
を
、
成
島
司
直
が
書
写
し
た
と
み
ら
れ
る
一
冊
で
あ
る
。『
冷
泉
正
統

記
』
は
『
阿
仏
東
く
だ
り
』
に
拠
っ
た
ら
し
い
、
現
実
よ
り
二
年
早
い
鎌
倉
下
向

か
ら
「
三
年
」
後
の
「
弘
安
二
年
七
月
廿
日
」
に
、
将
軍
源
惟
康
の
仰
せ
で
執
権

よ
り
所
領
安
堵
の
御
教
書
を
賜
っ
て
帰
京
し
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。「
大
進
匡

聘
」
は
実
証
的
に
考
証
を
進
め
な
が
ら
も
、
か
な
り
『
阿
仏
東
く
だ
り
』
を
冷
泉

家
の
由
来
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
信
頼
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
冷
泉
家
の
「
三
代

門
弟
」
で
あ
っ
た
「
大
進
匡
聘
」
が
、
同
作
を
冷
泉
家
秘
蔵
の
『
十
六
夜
日
記
』

と
見
做
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
冷
泉
為
村
の
時
代
以
降
、
冷
泉
家
の
門
人
が
地

域
的
に
も
階
層
的
に
も
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
冷
泉
家

と
の
つ
な
が
り
を
求
め
て
、
物
語
を
も
史
実
と
解
釈
す
る
よ
う
な
享
受
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
近
世
の
偽
書
の
生
成
と
享
受
の
様
相
を
伝
え
て
い
る
。 

  
 

 
終
章 

総
括
と
展
望 

 

終
章
で
は
、
各
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
総
括
し
、
今
後
の
展
望
を
述
べ

た
。 

 


