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奉
仕

・
冊
封
と
ウ
ヂ
名
の
成
立

は
じ
め
に

古
代
の
日
本
に
は
、
「氏
」
＝
ウ
ヂ
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
機
能
し
て
い
た
。
こ

の

「氏
」
の
語
源
は
生
血
＝
う
み
ち
、
生
筋
＝
う
み
す
じ
、
内
＝
う
ち
、
出
＝
い

ず
、
氏
と
い
う
漢
字
の
朝
鮮
音
に

「う
」
と
言
う
接
頭
語
を
加
え
た
も
の
な
ど
が

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
血
縁
組
織
＝
社
会
組
織
と
み
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
津
田
左
右
吉
氏
は
こ
れ
を
否
定
し
、
「大
化
以
前
の
状
態
を
示
す
も
の
と
し

て
の
氏
族
制
度
と
い
ふ
称
呼

・
。
そ
れ
は
、
政
治
上
の
制
度
を
指
す
も
の
と
し
、

朝
廷
の
地
位
官
職
と
土
地
民
衆
の
領
有
と
が
家
々
の
世
襲
で
あ
る
こ
と
を
い
ふ
も

の
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
政
治
組
織
と
と
ら
え
た
。
直
木
孝
次
郎
氏

や
関
晃
氏
も

「氏
」
は
畿
内
を
本
拠
と
し
、
直
接
朝
廷
を
構
成
す
る
上
級
豪
族
の

組
織
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
下
級
豪
族
や
地
方
の
豪
族
、
部
民
や
公
民
は

「氏
」

に
入
ら
な
い
と
し
、
政
治
組
織
と
と
ら
え
た
。
ま
た
平
野
邦
雄
氏
は
津
田
氏
の
政
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治
組
織
説
を
継
承

。
発
展
さ
せ
、
「
氏
」
は
国
家
権
力
と
の
か
か
わ
り
の
な
い
と

こ
ろ
に
は
存
在
し
え
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
「国
家
支
配
の
拡
大
と
と
も
に
次
第

に
周
辺
に
及
ぼ
さ
れ
た
」
も
の
と
し
、
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
と

ら
え
た
。

こ
の
よ
う
に

「氏
」
は
政
治
的
組
織
で
あ
る
と
み
る
の
が
通
説
的
見
解
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「氏
」
及
び
そ
の
名
の
成
立
に
は
王
に
対
す
る

「仕
奉
」

と
い
う
関
係
の
成
立
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て

は
五
世
紀
以
降
と
言
う
こ
と
で
は

一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
諸
説
あ
り
、
六
世
紀

前
半
と
み
る
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
「氏
」
の
名
に
つ

い
て
は
職
掌
に
よ
る
と
み
る
も
の
と
地
名
に
よ
る
と
み
る
も
の
に
大
別
さ
れ
、
こ

の

「氏
」
名
に
さ
ら
に
身
分
標
識
で
あ
る
カ
バ
ネ
が
与
え
ら
れ
て
氏
姓
制
と
し
て

確
立
さ
れ
る
が
、
こ
の
カ
バ
ネ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
七
世
紀
末
に
な
る
と
み

る
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
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本
稿
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の

「氏
」
を
弥
生
時
代
に
お
け
る
墳
丘
墓

の
築
造
か
ら
展
開
さ
れ
た
と
さ
れ
る
奉
仕
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
場
合
、
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。
五
世
紀
に
確
認
さ
れ
る

「
ト
モ
」

制
は
、
原
初
的
に
は
ア
ジ
ア
的
共
同
体
内
部
に
お
け
る
首
長
へ
の
奉
仕
役
に
由
来

す
る
と
鎌
田
元

一
氏
は
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と

「氏
」
は
関
係
し
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
の
多
く
は
氏
姓
制
の
誕
生
前
後
の
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て

論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
限
定
さ
れ
た
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た

「氏
」
の
成
立
の
契
機
は
何
か
、
ま
た
そ
の

「氏
」
の
名
は
い
か
に
し
て

決
め
ら
れ
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
先
に
政
治
的
な
組
織
で
あ
る

と
の
見
解
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、
し
か
し
志
田
諄

一
氏

が

「氏
」
は
最
高
の
特
権
的
な
地
位
を
有
す
る
血
縁
団
体
か
ら
成
立
し
た
と
み
て

い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
成
立
の
契
機
も
検
討
の
余
地
が

あ
る
と
考
え
る
。
更
に

「氏
」
の
名
は
職
掌
に
よ
る
、
地
名
に
よ
る
、
い
ず
れ
の

場
合
で
あ

っ
て
も

「仕
奉
」
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
職
掌
と
地
名

に
よ
る

「氏
」
の
名
の
差
は
い
ず
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
熊
谷
公
男

氏
等
は
奉
仕
の
積
み
重
ね
が
ウ
ヂ
名
と
し
て
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ

る
と
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を

「氏
」
の
名
の
発
生
当
初
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と

は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
い
か
な
る

「氏
」
名
を
名
乗
る
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
誰
が
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
王
権
な
の
か
、
豪
族
な
の

か
、
と
言
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
氏
姓
制
度
と
の

混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
本
稿
で
は
氏
姓
制
度
に
お
け
る
狭
義
の
氏
に
相
当
す
る
部

分
に
つ
い
て
は
ウ
ヂ
名
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
こ
れ
に
続
く
個
人
識
別
部
分
は

個
人
名
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

初
期

の
奉
仕
と
王
権

巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
出
現
す
る
こ
ろ
、
奈
良
盆
地
東
南
部
に
位
置
す
る
纏
向

地
方
か
ら
は
各
地
で
生
産
さ
れ
た
土
器
が
出
土
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
纏
向
地

方
に
お
け
る
初
期
の
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
各
地
の
人
び
と
が
参
加
し
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
び
と
は
各
地
の
首
長
を
通
し
て
奉
仕
し
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
に
先
立
つ
墳
丘
墓
築
造

へ
の
奉
仕
の
延
長
に
あ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
初
的
な
ト
モ
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
倭
の
女
王
と
し
て
倭
国
を
統
治
し
た
卑
弥
呼
が

『魏
志
』
倭
人
伝
や

『後
漢
書
』
東
夷
伝
に
よ
れ
ば
、
千
人
の
婢
に
か
し
ず
か
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
千
人
の
婢
の
資
養
な
ど
を
考
え
る
な
ら
ば
、
何
ら
か

の
奉
仕
が
倭
国
の
各
地
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
倭
の

女
王
卑
弥
呼

へ
の
奉
仕
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
卑
弥
呼

へ
の
奉
仕
は
、
各
地
の
首
長
が
そ
の
配
下
の
人
び
と
を
指
揮
し
て

な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
各
地
の
首
長
が
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
で
あ

る
。
『魏
志
』
倭
人
伝
に
は

「狗
奴
国
男
王
卑
弥
弓
呼
」
以
外
は
官
名
が
登
場
す

る
の
み
で
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
『日
本
書
紀
』
に
登
場

す
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
尊
称
が
早
く
登
場
す
る
人
物
ほ
ど
統

一
さ
れ
て
い

奉仕・冊封 とウデ名の成立
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な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
各
地
の
有
力
者
ま
た
は
天
皇
の
側
近
と

し
て
登
場
す
る
が
、
前
者
は
か
つ
て
は
そ
の
統
率
し
て
い
る
地
域

へ
の
王
権
の
介

入
を
拒
否
し
、
独
自
性
を
保
持
し
て
い
た
首
長
、
な
い
し
は
そ
の
後
継
者
と
考
え

ら
れ
る
。
彼
ら
は
王
権
と
の
交
流
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
統
率
し
て
い
る
地
域
で
使

用
し
て
い
る
称
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
た
め
に
尊
称
を
統

一

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
彼
ら
は
次
第
に
王
権
と
交
流
を
重
ね
た
結
果
、
そ
の
統
率
し
て
い
る

地
域

へ
王
権
の
介
入
を
許
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
王
権
が
統
括

す
る
交
易
シ
ス
テ
ム
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
た
め
で
あ
る
。

す
で
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
方
後
円
墳
の
広
範
な
広
が
り
は
、
倭
王
権
の

交
易
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る

一
方
、
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
権

威
を
そ
の
地
に
お
い
て
よ
り
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
地
方
の
首
長
の
あ
り
方

を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
王
権
が
統
括
す
る
交
易
シ
ス
テ
ム
に
加

入
し
た
と
き
、
必
要
な
物
資
は
そ
の
交
易
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
こ
と
で
容
易
に

入
手
で
き
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
首
長
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
た
め

に
、
交
易
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
王
権
の
影
響
下

に
お
か
れ
る
こ
と
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
王
権
に

各
地
の
首
長
が
捕
捉
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
王
権
の
介
入
を
排

除
で
き
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
地
方
の
首
長
に
と

っ
て
そ
の

統
治
権
が

一
歩
後
退
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
王
権
か
ら
の
使
者

派
遣
な
ど
に
よ
り
、
よ
り
促
進
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

か
く
し
て
そ
の
統
率
し
て
い
る
地
域

へ
王
権
の
介
入
を
許
し
、
王
権
に
従
属
し
、

王
権

へ
の
奉
仕
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
尊
称
が
統

一
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
王
権
に
捕
捉
さ
れ
た
首
長
に
は
、
そ
れ
ま
で
各
地

域
で
使
用
し
て
き
た
尊
称
に
か
わ

っ
て
王
権
か
ら
統

一
さ
れ
た
尊
称
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
用
い
ら
れ
た
の
は
、
ヒ
コ
で
あ
る
。

ヒ
コ
は
も
と
は
ヒ
メ
と
と
も
に
統
治
責
任
者
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
職
務
を

意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
統
括
す
る
交
易
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
王

権
が
そ
の
権
力
を
拡
充
す
る
に
と
も
な

い
、
王
の
統
治
組
織
は
複
雑
化
し
、
そ
の

た
め
に
ヒ
コ
で
も

っ
て
職
務
を
指
す
こ
と
に
限
界
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

で
ヒ
コ
は
職
務
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
、
尊
称
と
し
て
機
能
し
、
個
人

名
に
続
け
て
ヒ
コ
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
名
前
の

一
部
と
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
各
地
の
首
長
は
か
つ
て
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
独
自
の
尊
称
を
称
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
王
権
に
よ
り
、
そ
の
尊
称
は
し
だ
い
に
こ
の
ヒ
コ
に
統

一

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
コ
を
称
す
る
こ
と
を
受
容
し
た
首
長
は
、
そ

れ
ま
で
統
率
し
て
い
た
地
域
を
引
き
続
き
統
率
し
、
そ
の
地
域
か
ら
の
奉
仕
を

一

括
し
て
請
け
負
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
王
権
の
強
化
、
拡
大
に
と
も
な

い
、
多
く
の
首
長
達
を

一
様
に
ヒ
コ
と

す
る
の
み
で
は
不
便
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
役
割
に
応
じ
て
、
王
権
に

近
侍
し
て
い
る
首
長
に
は
ヒ
コ
に
代
わ
る
尊
称
と
し
て
ス
ク
ネ
を
与
え
、
地
方
の

首
長
に
は
ワ
ケ
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
王
も
自
ら
ワ
ケ
と
称
し
、
地
方

の
首
長
と
倭
国
の
統
治
を
分
け
合
う
形
を
と

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
ワ
ケ
と
さ
れ
た

地
方
首
長
は
、
以
前
の
ヒ
コ
と
同
じ
く
、
そ
の
地
を
統
率
し
、
そ
の
地
か
ら
の
奉

仕
を

一
括
し
て
請
け
負
う
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
ワ
ケ
と
個
人
名
と
の
関
係
で
あ
る

人 文 自 然 論 叢 6162
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が
、
統
治
を
分
け
合
う
関
係
上
、
王
や
王
族
は
ホ
ム
タ
ワ
ケ

（応
神
）
や
イ
ザ
ホ

ワ
ケ

（履
中
）
、
オ
シ
ノ
ヮ
ケ

（景
行
皇
子
）
な
ど
の
よ
う
に
個
人
名
に
続
け
て

ワ
ケ
を
付
し
、
地
方
の
首
長
も
同
様
に
ア
ラ
タ
ワ
ケ

・
カ
ム
ナ
キ
ワ
ケ

（と
も
に

上
毛
野
君
祖
、
『日
本
書
紀
』
応
神

一
五
年
八
月
条
）
、
イ
ナ
ハ
ヤ
ワ
ケ

（下
道
臣

始
祖
、
『日
本
書
紀
』
応
神
三
二
年
九
月
条
）
な
ど
の
よ
う
に
個
人
名
に
続
け
て

ワ
ケ
を
付
し
、
そ
れ
で
も

つ
て
個
人
を
識
別
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ワ
ケ
を
称
す
る

（付
さ
れ
た
）
首
長
は
、
形
の
上
で
は
王
と
共
同
統

治
の
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
王
に
対
し
て
強
制
を
と
も
な
わ
な
い
自
発
的
な
奉
仕

＝
貢
納
を
請
け
負
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
、
王
権
に
と

っ
て
効
率

的
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
王
権
が
必
要
と
す
る
も
の
を
ワ
ケ
を
称
す
る
首
長
に
要
求

す
る
な
ら
ば
、
王
権
が
直
接
手
を
か
け
な
く
て
も
、
あ
と
は
ワ
ケ
を
称
す
る
首
長

が
そ
の
統
轄
す
る
地
域
の
中
小
首
長
に
命
じ
て
王
権
の
求
め
る
も
の
を
揃
え
、
王

権
に
自
発
的
に
貢
納
す
る
か
ら
で
あ

つ
た
。
た
だ
問
題
は
、
王
権
が
調
達
で
き
る

物
資
の
種
類
や
量
に
は
限
り
が
あ

つ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
各
地
か
ら
広
く
薄

く
物
資
な
ど
の
貢
納
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
ワ
ケ
を
称
す
る
首
長
が

積
極
的
に
奉
仕
に
い
そ
し
む
の
で
も
な
い
限
り
、
そ
の
種
類
や
量
に
は
限
り
が
生

じ
、
王
権
は
そ
れ
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
王
権
が
直
接

各
地
を
支
配
し
て
い
な
い
以
上
、
各
地
を
統
率
し
て
い
る
首
長
に
そ
の
支
配
を
委

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
物
資
を
調
達
す
る
に
は
、

王
権
が
首
長
の
支
配
す
る
内
部
に
立
ち
入
り
、
直
接
、
中
小
の
首
長
な
ど
に
要
求

す
る
必
要
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
の
行
政
機
構
が
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

王
権
自
身
が
そ
れ
ほ
ど
強
力
で
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
は
無
理
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

二
　

奉
仕

の
あ
り
方
と
そ

の
記
録

こ
の
よ
う
に
各
地
の
首
長
が
王
権
に
捕
捉
さ
れ
、
首
長
は
そ
の
統
率
す
る
地
域

の
奉
仕
を

一
括
し
て
請
け
負

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
奉
仕
は
記

録
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
奉
仕
の
記
録
が
必
要
と
さ
れ
た
事
情
を
み
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
王
陵
と
し
て
の
前
方
後
円
墳
築
造
の
場
合
、
そ
れ
へ
の
労
働

力
の
提
供
が
奉
仕
の
主
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
、
自
発
的
な
奉
仕
に
よ

っ
て

労
働
力
が
提
供
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
王
権
の
強
い
要
請
に
も
と
づ
い
て
労
働

力
が
提
供
さ
れ
た
の
か
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
王
権
に
と

っ
て
満
足
で

き
る

「奉
仕
」
で
あ

っ
た
か
否
か
を
記
録
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
王
陵
築
造
に
お
い
て
は
、
埴
輪
生
産
な
ど
の
特
殊
な
分
野
を
除
い
て
ほ
ぼ
類

似
し
た
内
容
の
労
働
の
提
供
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
労
働
力
の
提

供
は
必
然
、
王
権
の
求
め
る
量
の
労
働
力
が
提
供
さ
れ
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て

記
録
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
労
働
力
の
提
供
に
平
行
し
て
物
の
貢
納
が

象
徴
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
も
記
録
す
る
必
要
が

生
じ
る
。
各
地
の
特
産
物
が
貢
納
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
貢
納
が
象
徴
的
な

量
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
貢
納
が
王
権
に
対
す
る
服
従
な
い
し
連
合
を
意
味
し
た
以

上
、
貢
納
を
す
ま
せ
た
か
否
か
は
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に

労
働
の
奉
仕
の
場
合
と
同
様
に
、
ど
の
組
織
が
貢
納
し
、
ど
の
組
織
が
貢
納
し
な

か
っ
た
か
を
識
別
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。　
一
歩
譲

っ
て
、

年
に

一
度
の
集
会
な
ど
の
場
に
お
い
て
貢
納
物
を
差
し
出
す
と
し
て
も
、
そ
の
集
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会
に
ど
の
首
長
が
参
加
し
、
誰
が
欠
席
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
そ

こ
に
何
ら
か
の
記
録
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
仕
を
し
た
か
否
か
を
知
る
た
め
に
首
長
の
統
轄
す
る
組
織

名
を
中
心
に
記
録
が
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
組
織
名
に
首
長
個
人
の
名
と
併
記
す

る
こ
と
で
よ
り
正
確
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
こ
の
組
織
名
を
中
心

と
し
た
記
録
は
、
そ
の
組
織
名
の
申
告
が
奉
仕
者
で
あ
る
首
長
に
任
さ
れ
て
い
る

以
上
、
多
少
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
た
。
地
名
の
整
理
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
に

も
よ
る
が
、
大
首
長
に
反
発
す
る
中
小
の
首
長
が
独
立
す
る
形
で
独
自
に
奉
仕
を

開
始
す
る
と
、
そ
れ
を
い
か
な
る
組
織
名
と
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
言
う
こ
と
に

よ
る
。
す
な
わ
ち
ワ
ケ
な
ど
と
さ
れ
た
大
首
長
の
も
と
に
は
複
数
の
中
小
の
首
長

が
属
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
中
小
の
首
長
が
王
権
と
直
接
結
び
つ
い
た

と
き
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
組
織
名
と
す
る
か
で
あ
る
。
大
首
長
が
地
域
を
代
表

す
る
唯

一
の
存
在
で
あ

っ
た
時
代
に
は
、
王
権
は
同
盟
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ

の
地
を
統
轄
し
て
い
た
大
首
長
を
通
し
て
の
み
地
方
と
接
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
時
と
と
も
に
大
首
長
に
反
発
す
る
中
小
の
首
長
も
出
現
し
、
直
接
王
権
に

奉
仕
を
開
始
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
組
織
名
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

大
首
長
の
統
轄
し
て
い
る
組
織
名
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
同
盟
者

で
あ
る
大
首
長
に
そ
の
統
轄
し
て
い
る
地
域
を

一
括
し
た
奉
仕
を
求
め
、
大
首
長

が
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
段
階
に
あ

っ
て
は
、
王
権
は
直
接
、
中
小
の
首
長
と
接
す

る
機
会
が
な
く
、
彼
ら
を
捕
捉
し
よ
う
に
も
、
で
き
な
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

も
し
同
盟
者
で
あ
る
大
首
長
の
意
向
に
逆
ら

つ
て
、
直
接
そ
の
下
の
中
小
の
首
長

と
結
び
つ
こ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
大
首
長
の
離
反
を
招
く
場
合
も
あ
る
と
覚

悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
離
反
し
た
首
長
を
直
接
、

屈
服
さ
せ
る
だ
け
の
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
彼
ら
が
統
率
下
に

お
い
て
い
る
中
小
の
首
長
達
と
直
接
、
結
び
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

２一
。こ

の
問
題
を
解
決
し
た
と
き
、　
一
部
の
中
小
首
長
が
王
権
に
捕
捉
さ
れ
て
い
く

こ
と
と
な
る
が
、
大
首
長
に
対
す
る
中
小
首
長
の
反
発
例
と
し
て

『日
本
書
紀
』

雄
略
七
年
八
月
条
に
み
え
る
吉
備
弓
削
部
虚
空
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「官
者
」
と
し
て
雄
略
に
仕
え
て
い
た
吉
備
弓
削
部
虚
空
は
急
用
が
で
き
て
か
家

に
帰

っ
た
も
の
の
、
吉
備
下
道
臣
前
津
屋
に
留
め
使
わ
れ
、
「京
都
」
に
帰
る
こ

と
が
聴
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
雄
略
が
人
を
遣
わ
し
て
呼
び
戻
し
た
の
で
あ
る

が
、
虚
空
は
前
津
屋
が
雄
略
よ
り

「上
位
」
に
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ

る
。
こ
の
告
言
の
結
果
、
前
津
屋
は
征
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
前

津
屋
が
虚
空
を
駆
使
で
き
る
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
中
小
首
長
に
よ

る
大
首
長

へ
の
反
発
が
雄
略

へ
の
告
言
と
な

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

中
小
首
長
に
よ
る
大
首
長

へ
の
反
発
理
由
で
あ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
王

権
を
頂
点
と
し
た
交
易
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
は
、　
一
方
で
そ
の
交
易
路
上
の
中
小
首

長
に
大
首
長
か
ら
の
自
立
を
促
す
こ
と
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
直
接
王
権
を
頂
点

と
す
る
交
易
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
王
権
と
直
接
交
渉
し
始

め
た
中
小
の
首
長
の
中
に
は
、
必
要
物
の
入
手
に
あ
た
っ
て
大
首
長
に
依
存
す
る

必
要
を
感
じ
な
く
な
り
、
王
権
に
直
接
従
属
し
、
奉
仕
を
申
し
出
る
者
も
出
現
し

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
首
長
が
参
加
し
た
王
権
を
頂
点
と
し
た
倭
国
規
模
の

交
易
シ
ス
テ
ム
は
し
だ
い
に
中
小
の
首
長
を
も
魅
惑
し
、
交
易
路
に
接
し
て
い
た
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と
か
、
首
長
に
命
じ
ら
れ
て
奉
仕
の

一
環
と
し
て
王
権
の
も
と
に
赴
い
た
こ
と
に

よ
り
、
首
長
を
介
さ
な
い
交
易
シ
ス
テ
ム
を
ひ
そ
か
に
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
方
が
中
小
首
長
の
交
易
に
便
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う

に
勝
手
に
王
を
頂
点
と
し
た
倭
国
規
模
の
交
易
シ
ス
テ
ム
に
中
小
の
首
長
が
参
加

す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
方
が
確
実
に
必
要
物
を

入
手
で
き
る
以
上
、
中
小
首
長
に
と

っ
て
そ
れ
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。

一
方
、
大
首
長
に
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
統
率
し
て
き
た
中
小
の
首
長
が
王
権
と

直
接
結
び
、
王
権
に
直
接
奉
仕
す
る
こ
と
は
、
王
権
が
彼
ら
大
首
長
の
在
地
支
配

体
制
に
介
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
前
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
拒
否
で
き
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
交
易
の
発
展
は
そ
の
拒
否
の
継
続
を
む
ず
か
し
く
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
首
長
も
王
権
を
中
心
と
す
る
交
易
シ
ス
テ
ム

の

一
員
で
あ
る
以
上
、
王
権
と
結
ぼ
う
と
し
て
い
る

一
部
の
離
反
し
た
中
小
首
長

の
こ
と
で
王
権
と
対
峙
す
る
こ
と
は
、
大
首
長
が
こ
れ
ま
で
参
加
し
て
き
た
交
易

シ
ス
テ
ム
に
持
続
的
に
参
加
し
続
け
る
こ
と
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
益
は

な
い
。
そ
こ
で
や
む
な
く
中
小
首
長
の
行
動
を
黙
認
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
王
権
の
強
化
も
関
係
す
る
。
中
国
南
朝

へ
遣
使
し
た
こ
と
に

よ
る
倭
国
王
冊
封
と
、
府
官
制
の
導
入
、
さ
ら
に
は
五
世
紀
中
葉
に
出
現
し
た
Ｕ

字
型
の
鉄
製
品
の
配
布
な
ど
は
王
権
の
強
化
を
促
す
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
大

王
号
の
使
用
に
つ
な
が
り
も
す
る
の
で
あ
る
が
、
王
権
に
逆
ら
う
こ
と
が
危
険
で

あ
る
と
の
認
識
を
大
首
長
に
懐
か
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
中
小
の
首
長
は
、
次
第
に
王
権
と
直
接
的
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な

っ

て
い
く
。
そ
の
結
果
、
中
小
の
首
長
は
次
第
に
政
権
に
捕
捉
さ
れ
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

一
方
で
、
彼
ら
の
奉
仕
を
い
か
に
記
録
す
る

か
と
い
う
課
題
を
王
権
に
突
き
つ
け
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
ウ
ヂ
名
と
地
名

・
職
掌

奉
仕
内
容
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
小
首
長
に
か
つ
て
大
首
長
に
し
て
い

た
よ
う
に
広
く
薄
く
物
資
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
首
長
は
広
い
範

囲
を
統
轄
し
て
い
る
の
で
、
対
応
で
き
る
産
物
が
多
い
も
の
の
、
中
小
首
長
の
統

轄
し
て
い
る
域
内
で
は
産
物
に
限
り
が
あ
る
か
ら
で
、
勢

い
、
特
定
の
産
物
に

限

つ
て
貢
納
す
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
特
定
産
物
を
貢
納
す
る
中
小
の
首
長

が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
い
わ
ば

一
つ
の
こ
と
に
限

っ
て
奉
仕
す
る
部
分
奉
仕

が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
首
長
の
支
配
下
か
ら
も
、
そ
の
特
定
産
物
の
貢

納
は
な
さ
れ
る
。
そ
の
産
物
に
王
権
が
特
別
の
執
心
を
示
す
場
合
、
大
首
長
は
そ

の
産
物
を
産
出
す
る
地
域
を
統
轄
し
て
い
る
特
定
の
中
小
の
首
長
に
そ
の
貢
納
を

委
ね
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
王
権
と
直
接
結
ん
だ
中
小
首
長
、
大
首
長
か
ら

特
定
の
産
物
貢
納
を
求
め
ら
れ
た
そ
の
配
下
の
中
小
首
長
は
、
部
分
奉
仕
を
開
始

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
地
域
を
代
表
し
て
各
種
の
奉
仕
を

一
括
し
て
お
こ
な
う
大
首
長
と
、

そ
の
大
首
長
の
支
配
か
ら
脱
し
、
特
定
の
部
分
奉
仕
を
お
こ
な
う
中
小
首
長
に
分

化
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
各
種
の
奉
仕
を
お
こ
な
う
大
首
長
は
地
名
に
も

と
づ
く
称
を
用
い
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
部
分
奉
仕
を
お
こ
な
う
中
小
首
長

は
、
首
長
と
重
な
ら
な
い
地
名
で
呼
び
う
る
場
合
に
は
そ
の
申
告
に
も
と
づ
い
て

奉仕・冊封 とウデ名の成立
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地
名
に
も
と
づ
く
称
を
用
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
地
名
で
呼
ぶ
と

一
括
奉

仕
を
お
こ
な
う
首
長
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
た
め
、
そ
の
特
定
の
奉
仕
内
容
を

中
心
に
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
奉
仕
に
対
す
る
記
録

と
言
う
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
奉
仕
内
容
に
よ
り
整
理
さ
れ
、
ワ
ケ
の
よ
う
に
あ

る
地
域
を

一
括
統
治
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り

一
括
し
て
複
数
の
こ
と
を
奉
仕
す
る

大
首
長
に
は
、
申
告
に
も
と
づ
い
て
地
名
を
中
心
と
た
称
を
そ
の
ま
ま
認
め
、　
一

つ
の
こ
と
を
奉
仕
す
る
首
長
に
は
そ
の
奉
仕
内
容
を
中
心
と
し
た
称
を
与
え
、
そ

れ
に
も
と
づ
い
た
記
録
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
地
名
に
も
と
づ
く
称
と
、
奉
仕
内
容
に
ち
な
ん
だ
称
が
成
立
す
る
こ
と
と

な
る
。
地
名
に
も
と
づ
く
称
は
、
奉
仕
の
記
録
整
理
の
た
め
に
案
出
さ
れ
た
経
緯

が
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
複
数
の
奉
仕
を
引
き
継
ぐ
特
定
の
勢
力
に
与
え
ら
れ
、　
一

つ
の
こ
と
を
中
心
に
奉
仕
し
て
い
た
者
に
は
そ
の
奉
仕
内
容
に
よ
る
称
が
与
え
ら

れ
る
。
し
か
し
後
者
で
も
、
そ
の
勢
力
拡
大
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
事
情
に
と
も

な
い
、
複
数
の
奉
仕
を
お
こ
な
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
初
の
間
お
こ

な

っ
て
い
た

一
つ
の
奉
仕
に
と
も
な
う
称
で
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
当
初
か
ら
複
数
の
こ
と
を
奉
仕
す
る
中
小
首
長
が
存
在
し
た
場
合
は
ど
う

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
そ
の
比
重
も
関
係
し
よ
う
。
わ
ず
か
に
他
の

奉
仕
を
行
う
場
合
は
、
単
独
奉
仕
に
準
じ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
同
じ
比

重
の
奉
仕
を
お
こ
な

っ
て
い
る
場
合
、
職
掌
を
も

っ
て
呼
称
す
る
に
は
無
理
が
生

じ
る
。
地
名
も
し
く
は
首
長
の
申
告
し
た
称
に
も
と
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
す

な
わ
ち
、
今
ま
で
単
位
と
し
て
扱

っ
て
き
た
社
会
組
織
を
そ
の
奉
仕
内
容
に
も
と

づ
い
て
政
治
的
に
整
理
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
称
が
各
社
会
組
織
に
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
は
そ
の
社
会
組
織
の
称
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
首
長
か
ら
自
立
し
て
き
た
中
小
の
首
長
に
は
、
そ
の
奉
仕

内
容
に
も
と
づ
い
た
称
を
王
権
が
認
め
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。
社
会
組
織
が
分
裂
し
た
結
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
独
立

し
た
組
織
は
従
来
の
組
織
名
を
名
乗
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
新
た
に
そ

の
居
処
に
よ
る
地
名
を
名
乗
れ
ば
、
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
各
社
会
組
織
の
整

理
と
重
な
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
奉
仕
内
容
に
よ
る
称
が
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
今
、
参
考

ま
で
に
そ
の
個
別
の
奉
仕
の
内
容
に
ち
な
ん
だ
氏
族
の
動
向
を

『日
本
書
紀
』
か

ら
拾
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
仁
徳
朝
に
も
関
係
記
事
が
み
え
る
が
、
履
中
五
年

九
月
に

「
河
内
飼
部
」
が
履
中
の

「淡
路
行
幸
」
に
従
う
と
み
え
、
ま
た
允
恭
四

二
年

一
一
月
に

「倭
飼
部
」
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
中
頃
に
は
個
別
奉
仕

に
ち
な
む
称
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

表
　
仁
徳
朝
か
ら
雄
略
朝
に
か
け
て
の
個
別
奉
仕
と

「氏
族
」

仁
徳

人 文 自 然 論 叢 6162

一
二
年
　
八
月

一
三
年
　
九
月

四
三
年
　
九
月

五
年
　
九
月

五
年

一
〇
月

盾
人
宿
祢

茨
田
屯
倉
に
春
米
部

依
網
屯
倉
の
阿
弧
古
、
異
鳥
を
献
上
、
鷹
甘
部
を
定
む

河
内
飼
部
が
履
中
の
淡
路
行
幸
に
従
う

車
持
部
、
充
神
者
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允
恭
　
四

雄
略

六
年
　
正
月

二
年

一
一
月

二
年

一
〇
月

七
年
是
歳

八
年
　
一
一月

〇
年
　
九
月

〇
年

一
〇
月

一
年

一
〇
月

三
年
　
九
月

四
年
　
四
月

七
年
　
一二
月

八
年
　
八
月

奉仕・冊封 とウヂ名の成立

注
１
　
記
事
を
単
位
と
し
た
た
め
、
同
年
同
月
の
こ
と
で
も
異
な
る
記
事
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
さ
せ
て
い
る
。

２
　
単
に
○
○
部
な
ど
と
あ
る
の
は
、
一肩
書
き
と
し
て
の
登
場
、
な
い
し
は
そ
れ

に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
人
制

・
部
制
以
外
の
組
織
で
あ
っ
て
も
参

考
ま
で
に
収
め
た
。
ま
た
、
雄
略

一
二
年

一
〇
月
条
に

「
一
本
云
」
と
し
て

「猪
名
部
」
が
見
え
る
が
、
「誤
」
と
注
さ
れ
て
い
る
の
で
省
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
仕
を
記
録
、
整
理
す
る
た
め
に
ウ
ヂ
名
の
原
型
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
的
要
請
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
政
治
的
要
請
に
も
と
づ
い
て
ウ
デ
名
が
成
立
す
る
こ
と
を
暗
に
示
す

も
の
で
あ
り
、
志
田
諄

一
氏
が

「
氏
」
は
最
高
の
特
権
的
な
地
位
を
有
す
る
血
縁

団
体
か
ら
成
立
し
た
と
み
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
。

蔵
職
を
置
き
、
蔵
部
を
定
め
る

倭
飼
部

虞
人
に
命
じ
て
狩
猟
、
膳
夫
、
宍
人
部
の
設
置
、
厨
人
、

漢
手
人
部

・
衣
縫
部

・
宍
人
部
の
献
上

新
羅
人
を
典
馬
と
す
る

筑
紫
水
間
君
が
贖
罪
の
た
め
養
鳥
人
の
献
上

筑
紫
水
間
君
献
上
の
養
鳥
人
を
軽
村
な
ど
に
安
置

鳥
官
の
禽
が
狗
に
喰
わ
れ
る
、
鳥
官
を
鳥
養
部
と
す
る

木
工
葦
那
部

漢
衣
縫
部
の
設
置

土
師
連
の
祖
吾
笥
の
進
め
た
民
部
を
贄
土
師
部
と
す
る

菟
代
宿
祢
の
所
有
て
る
猪
名

（使
）
部
を
奪

い
物
部
目
連

に
賜
う

四
　
ウ
ヂ
名

の
成
立
時
期
と
冊
封

奉
仕
を
記
録
す
る
に
あ
た

っ
て
用
い
ら
れ
た
称
は
記
録
の
必
要
か
ら
の
も
の
で

あ
り
、
ウ
ヂ
名
そ
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ

は
社
会
組
織
を
中
心
と
し
て
記
録
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
奉
仕
の
記
録
は
、

ど
の
社
会
組
織
、
ひ
い
て
は
そ
れ
か
ら
発
展
し
た
政
治
勢
力
が
ど
の
よ
う
に
奉
仕

し
た
か
を
整
理
で
き
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
り
、
大
首
長
、
さ
ら
に
は
そ
の
配
下
に

あ
つ
て
特
定
の
貢
納
を
担
う
中
小
首
長
、
ま
た
大
首
長
か
ら
独
立
し
た
中
小
の
首

長
を
識
別
で
き
れ
ば
、
目
的
は
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
地
名
や

職
号
は
冠
さ
れ
て
も
、
そ
の
奉
仕
を
お
こ
な
う
社
会
組
織
全
体
を
識
別
し
、
「記

録
」
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
組
織
内
部
に
は
浸
透
し
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
代
表
者
は
社
会
組
織
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
ウ

ヂ
名
に
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
ウ
ヂ
名
の
成
立
す
る
の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
注
意
さ
れ
る
の
は
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
に
ウ
ヂ
名
が
み
え
な
い

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鉄
剣
に
は
辛
亥
年

（
＝
四
七
八
年
）
の
銘
が
刻
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
は

意
富
比
塊

（１
）
―
多
加
利
足
尼

（２
）
―
三
己
加
利
獲
居

（３
）
―
多
加

披
次
獲
居

（４
）
―
多
沙
鬼
獲
居

（５
）
―
半
三
比

（６
）
―
加
差
披
余

（７
）
―
乎
獲
居
巨

（８
）

と
、
意
富
比
塊
以
下
八
代
に
わ
た
る
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
ウ
デ
名
に

あ
た
る
も
の
が
み
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
ウ
デ
名
は
い
ま
だ
成
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立
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
点
、
志
田
諄

一
氏
は
同
じ

一
族
内
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
鉄
剣
に
は

一
族
の
名
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
と
ら
え
、
前
之
園
亮

一
氏
は
鉄
剣
の

一
族
は
阿
倍
氏
に
つ
な
が
る

一
族
と
み
た
上
で
、
鉄
剣
銘
は
阿
倍

氏
の
軍
事
的
奉
仕
と
い
っ
た

一
側
面
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
食
膳
奉
仕
を
意

味
す
る

「饗
」
に
因
む
阿
倍
と
い
う

「氏
」
の
本
来
の
名
と
は
直
接
結
び
つ
か
な

い
の
で
特
に
明
記
し
な
か
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
釈
然
と
し
な
い
。
平
野
邦

雄
氏
は
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
か
ら
始
ま
り
、
周
囲
に
ウ
ヂ
名
が
広
ま

っ
て
い
っ
た
と

考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
と
、
そ
の
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
に
あ
た
る

も
の
は

一
部
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「杖
刀
人
」
の

「首
」
と
し
て

「奉
事
」
し
て
き
た
と
言

っ
て
い
る

一
族
に
ウ
ヂ
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

こ
と
と
な
り
、
矛
盾
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
外
部
か
ら
は
地
名
＝
社
会
組
織
を
冠

さ
れ
て
呼
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
組
織
内
部
に
示
す
限
り
に
お
い
て

は
、
称
す
る
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
同
じ
社
会
組
織
内
で
あ
れ
ば
、
個
人
名
の
他
に
称
す
る
も
の
を
持

っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
ウ
ヂ
名
の
成
立
は
具
体
的
に
い
つ
の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
倭
の
五
王
の

一
人
で
あ
る
珍
が
宋
皇
帝
に
対

し
て

「倭
隋
等
十
三
人
」
に
平
西
将
軍
以
下
の
除
爵
、
済
が

「
二
十
三
人
」
に
対

し
て
軍
郡
以
下
の
除
爵
を
願
い
出
て
、
聴
さ
れ
た
と

『宋
書
』
倭
国
伝
が
記
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「倭
隋
」
が

「倭
」
姓
に
通
じ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
が
、

坂
元
義
種
氏
が
百
済
は
国
内
の
有
力
者
を
ま
ず
独
自
に
除
正
し
、
さ
ら
に
宋
に
そ

の
追
認
を
迫

っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が

倭
国
で
も
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
宋

へ
の
遣
使
と
そ
の
結

果
と
し
て
受
け
た
冊
封
を
通
じ
て
、
冊
封
す
る
こ
と
の
意
味
を
知
り
、
そ
れ
を
倭

国
王
と
し
て
国
内
に
適
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
地
方
の
有
力
首
長
に
も
政
治

的
な
要
請
に
も
と
づ

い
て
官
爵
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意

さ
れ
る
こ
と
は
、
冊
封
し
て
も
ら
う
に
は
姓
名
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

前
之
園
亮

一
氏
は

『宋
書
』
・
『南
斉
書
』

の
分
析
か
ら
、
百
済
は
冊
封
に
あ
た
り

姓
名
を
使
用
し
た
が
、
こ
の
百
済
は
日
本
の
姓
名
使
用
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
の
最
上
層
部
の
豪
族
は
ウ
ヂ
名
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
に
つ

い
て
珍
や
済
の
意
を
受
け
た
中
国
人
府
官
が
中
国
姓
に
似
せ
た

一
字
の
姓
で
将
軍

号
除
正
要
求
上
表
文
を
作
成
し
た
と
す
る
。
百
済
が
日
本
を
ま
ね
た
と
言
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
百
済
が
倭
国
に
先
駆
け
て
冊
封
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
従

い

が
た
い
が
、
冊
封
に
あ
た
り
、
姓
す
な
わ
ち
ウ
デ
名
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
と
の

視
点
は
首
肯
で
き
る
。

こ
の
時
、
何
に
も
と
づ
い
て
ウ
ヂ
名
を
決
定
し
た
か
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う

に
ど
の
社
会
組
織
が
ど
の
よ
う
な
奉
仕
を
お
こ
な

っ
た
か
を
記
録
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
時
、
奉
仕
す
る
首
長
に
冠
さ
れ
て
い
た
地
名
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま

ウ
ヂ
名
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遣
使
に
と
も
な
う
冊
封
が
、
未
完
の

状
態
に
あ

っ
た
ウ
ヂ
名
の
問
題
に
決
着
を

つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
と

も
な
い
、
職
号
を
有
し
て
い
た
者
に
は
そ
の
職
号
に
ち
な
む
ウ
ヂ
名
が
順
次
、
与

え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
組
織
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
切
り

離
し
た
個
人
に
社
会
組
織
に
ち
な
む
ウ
ヂ
名
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
政
治
的
要
請
に
よ
る
と
言
え
る
が
、
か
つ
て
の
社
会
組
織
の
称
が
そ
の
ま
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ま
使
用
さ
れ
た
の
は
、
い
ま
ま
で
奉
仕
の
記
録
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

そ
れ
か
ら
分
離
す
る
と
不
便
が
生
じ
る
こ
と
、
奉
仕
自
体
、
社
会
組
織
が
単
位
と

な

っ
て
お
こ
な
う
に
せ
よ
、
そ
の
先
頭
に
立
つ
の
は
首
長
個
人
で
あ

っ
た
こ
と
に

よ
る
。
加
え
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
社
会
組
織
が
分
裂
し
た
場
合
や
当
初
は
社
会

組
織
に
も
と
づ
い
て
識
別
さ
れ
て
い
た
地
方
の
ワ
ケ
が
代
を
重
ね
た
場
合
、
個
々

を
識
別
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
デ
名
成
立
の
転
機
と
な

っ
た
の
は
冊
封
で
あ
る
が
、
で
は
、
こ

れ
に
先
だ

っ
て
ウ
デ
名
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
王
権
が
捕
捉
し
た
社
会
組
織
を
、
そ
の
奉
仕
の
記
録
と
い
う

必
要
性
か
ら
、
社
会
組
織
単
位
に
称
を
与
え
、
ま
た
、
そ
の
代
表
者
に
も
そ
の
社

会
組
織
を
冠
し
た
称
を
与
え
て
識
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

意
味
で
は
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
起
源
は
古
く
、
そ
の
新
段
階
の
も

の
は
ワ
ケ
や
ス
ク
ネ
を
付
さ
れ
た
名
前
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ウ
ヂ
名
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
ワ
ケ
は
個
人
の
名
前
の

一
部
と
な

っ
て
お
り
、
個
人
名
と
の

分
化
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
個
人
名

と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
称
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
冊
封
を
待
つ
必
要

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
黛
弘
道
氏
が
人
名
表
記
に

「○
○
祖
」
と
す
る
段
階
は
ウ
デ
名
が
未

成
立
で
あ
る
が
、
允
恭
朝
か
ら
は
そ
の
記
載
が
少
な
く
な
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

允
恭
朝
の
盟
神
探
湯
記
事
と
を
結
び
つ
け
て
、
ウ
ヂ
名
は
允
恭
朝
に
皇
別

・
神
別

氏
族
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
雄
略
朝
か
ら
諸
蕃
に
へ
広
が
っ
た
し
、
さ
ら
に
、
皇

別
に
属
す
る
坂
本
臣
の
ウ
ヂ
名
の
成
立
は

『書
紀
』
安
康
元
年
二
月
条
に

「坂
本

臣
祖
根
使
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
雄
略
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
氏
に
よ
っ
て

は
遅
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の

「○
○
祖
」
と
す
る
段
階
は
ウ
ヂ

名
が
未
成
立
と
す
る
考
え
は
首
肯
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
允
恭
朝
、
す
な
わ
ち
済

に
よ
る

「
二
十
三
人
」
に
対
す
る

「
軍
郡
」
任
命
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
先
だ
つ
珍

に
よ
る

「倭
隋
等
十
三
人
」
に
対
す
る
除
爵
要
求
を
転
機
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
黛
氏
が
ウ
デ
に
よ
っ
て
は
ウ
ヂ
名
の
成

立
が
遅
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
デ
に
よ
っ
て
は
、
時

間
差
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
差
が
先
の
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
に
も

作
用
し
た
の
で
あ
り
、
「杖
刀
人
」
の

「首
」
と
し
て

「奉
事
」
し
て
き
た
人
物

で
あ
り
な
が
ら
、
国
内
に
お
い
て

「冊
封
」
さ
れ
た
者
よ
り
も
そ
の
身
分
が
低
い

た
め
に
、
ウ
ヂ
名
の
授
与
が
遅
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
組
織
内
部
に
示
す

こ
と
が
相
侯

っ
て
ウ
ヂ
名
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び

に
か
え
て

王
権
に
対
す
る
奉
仕
を
記
録
す
る
必
要
か
ら
、
早
く
か
ら
奉
仕
を
お
こ
な
う
組

織
に
対
し
て
名
称
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
ウ
ヂ
名
の
完
全
な
成
立
は
、

五
世
紀
中
葉
な
い
し
そ
れ
以
前
に
お
け
る
中
国
へ
の
使
者
派
遣
に
と
も
な
う
冊
封

要
請
を
う
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
複
数
の
こ
と
を
奉
仕
す
る
者
に
は
地

名
、　
一
つ
の
こ
と
を
中
心
に
奉
仕
す
る
も
の
に
は
そ
の
奉
仕
の
内
容
に
ち
な
ん
だ

名
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
王
権
が
奉
仕
の
記
録
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
以
上
、
奉
仕
を
担
う
組
織
に
名
称
を
与
え
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

奉仕・冊封とウデ名の成立
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れ
は
中
国
王
朝
よ
り
の
冊
封
と
接
し
た
こ
と
に
よ
り
、
促
進
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
冒
頭
に
お
い
て
志
田
諄

一
氏
が

「氏
」
は
最
高
の
特
権
的
な
地
位
を

有
す
る
血
縁
団
体
か
ら
成
立
し
た
と
み
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
確
か
に
ウ
ヂ

名
そ
の
も
の
は
倭
の
五
王
の
遣
使
と
そ
れ
に
と
も
な
う
冊
封
に
お
い
て
姓
が
必
要

と
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な

っ
て
、
特
権
的
な
地
位
を
有
す
る
血
縁
団
体
で
あ
る
ウ

ヂ
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
以
前
か
ら
あ

つ
た
奉
仕
を
担

っ
て
き
た
社

会
組
織
の
名
称
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
の

一
部
に
対
し
て
順
次
、
ウ
ヂ
名
を

確
立
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
王
権

へ
奉
仕
し
た
組
織
は
社
会
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
た
の
で

あ
る
が
、
奉
仕
の
記
録
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
政
治
的
な
要
素
が
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
社
会
組
織
か
ら
出
発
し
た
奉
仕
組
織
の
中
心
を
占
め
た
ウ

ヂ
は
政
治
的
な
要
素
の
強
い
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
バ
ネ
制
度
が

機
能
し
、
ウ
ヂ
と
結
び

つ
け
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
よ
り
政
治
的
な
組
織

へ
と
移

行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
小
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（１
）

阿
部
武
彦

『氏
姓
』
（至
文
堂
、　
一
九
六
〇
年
）
第
二
章
。

（２
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
野
邦
雄
氏

（『大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、　
一
九
六
九
年
、　
一
～

一
二
ペ
ー
ジ
）
や
前
之
園
亮

一
氏

（「
ウ
ヂ
と
カ

バ
ネ
」
大
林
太
良
編

『日
本
の
古
代
』
Ｈ

『ウ
ヂ
と
イ
エ
』
、
中
央
公
論
社
、　
一

九
八
七
年
）
が
詳
述
し
て
い
る
。

（３
）

津
田
左
右
吉

『日
本
上
代
史
の
研
究
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
四
七
年
）
二
七
三

ぺ
‐―
いン
。

（４
）

直
木
孝
次
郎

「
「
ウ
ジ
」
の
構
造
に
つ
い
て
」
名
古
代
史
講
座
』
６
、
学
生
社
、

一
九
六
二
年
）
、
関
晃

「古
代
日
本
の
身
分
と
階
級
」
名
古
代
史
講
座
』
７
、
学

生
社
、　
一
九
六

一
年
）。

（５
）

平
野
邦
雄

『大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
（前
掲
）
四
ペ
ー
ジ
。

（６
）

平
野
邦
雄

『大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
（前
掲
）

一
六
～
二
三
ペ
ー
ジ
。

（７
）

吉
村
武
彦
氏
は

「仕
奉
と
貢
納
」
禽
日
本
の
社
会
史
』
４
、
岩
波
書
店
、　
一
九

八
六
年
）
に
お
い
て
、
官
人
ば
か
り
か
、
百
姓
ま
で
が

「捧
げ
持
つ
」
意
識
を

持

っ
て
い
た
と
し
、
ま
た
大
隅
清
陽
氏
は

「律
令
官
人
制
と
君
臣
関
係
」
翁
日
本

史
研
究
』
四
〇
三
、　
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て

「仕
奉
」
と
は
単
な
る

「捧
げ
持

つ
」
意
識
を
持
っ
た
奉
仕
行
為
を
さ
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
祖
先
の
奉
仕
の

具
体
的
内
容
に
裏
打
ち
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
す
る
。

（８
）

吉
村
武
彦
氏
は
ウ
ジ
の
成
立
に
は
王
に
対
す
る
仕
奉
と
い
う
関
係
の
成
立
が
前

提
と
な
っ
て
い
た
と
し

（「仕
奉
と
貢
納
」
前
掲
）、
須
原
祥
二
氏
は
職
掌
に
よ
る

姓
、
地
名
に
よ
る
姓
は
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も

「仕
奉
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
み

て
い
る

（「
仕
奉
」
と
姓
」
笹
山
晴
生
編

『日
本
律
令
制
の
構
造
』
、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
三
年
）。
ま
た
大
隅
清
陽
氏
も
こ
の
仕
奉
を
王
宮
に
日
常
的
に
出
仕

す
る
形
態
の
も
の

（ト
モ
制
に
よ
る
ト
モ
の
奉
仕
）
と
後
の
官
僚
的
制
的
な
勤
務

形
態
に
適
合
的
な

「宮
仕
え
」
の
源
流
の
も
の
二
つ
に
分
け
、
後
者
は
特
定
の
職

務
に
も
と
づ
い
て
中
小
氏
族
群
を
統
率
し
、
大
王
に

「仕
奉
」
し
て
い
た
と
す
る

翁
律
令
官
入
制
と
君
臣
関
係
」
前
掲
）。

（９
）

太
田
亮
氏
は
応
神
朝
頃
ま
で
姓
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
し
か
し
人
名
に
地
名
や

部
名
を
冠
し
て
呼
ぶ
習
慣
が
あ
り
、
応
神
以
前
に
も
氏
の
実
態
が
あ
っ
た
と
み
る

電
全
訂
　
日
本
上
代
社
会
組
織
の
研
究
』
邦
光
書
房
、　
一
九
五
五
年
、
第
四
編
）。

こ
れ
に
対
し
て
阿
部
武
彦
氏
は
五
世
紀
と
し

（
『氏
姓
』
前
掲
、
第
二
章
）、
志
田

諄

一
氏
は
五
世
紀
半
ば
こ
ろ

（
『古
代
氏
族
の
性
格
と
伝
承
』
雄
山
閣
、　
一
九
八

五
年
、
第

一
章
）、
前
之
園
亮

一
氏
は
雄
略
天
皇
代
を
少
し
さ
か
の
ぼ
る
五
世
紀

後
半
こ
ろ

（「
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
」
前
掲
）、
平
野
邦
雄
氏
は
五
世
紀
末

（「
日
本
古

代
に
お
け
る

『氏
』
の
成
立
と
そ
の
構
造
」
『古
代
学
』

一
二
―

一
、　
一
九
六
五

年

・
『大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
前
掲
、
第

一
篇
第
二
章
）、
吉
村
武
彦
氏
は
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五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半

（翌
ハ
世
紀
に
お
け
る
氏

・
姓
制
の
研
究
」
『明
治
大

学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
三
九
、　
一
九
九
六
年
）、
熊
谷
公
男
氏
は
六
世
紀
前

半

（継
体

・
欽
明
朝
）
亀
大
王
か
ら
天
皇
へ
』
講
談
社

『日
本
の
歴
史
』
〇
三
、

二
〇
〇

一
年
）
と
み
て
い
る
。

（１０
）

山
尾
幸
久

『カ
バ
ネ
の
成
立
と
天
皇
』
釜
口
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）。

（ｎ
）

前
方
後
円
墳
の
築
造
以
前
に
も
墳
丘
墓
が
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

近
藤
義
郎
氏
が

『前
方
後
円
墳
の
時
代
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
八
三
年
）
第
六
章

に
お
い
て
、
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

（‐２
）

鎌
田
元

一
「王
権
と
部
民
制
」
（歴
史
学
研
究
会
、
日
本
史
研
究
会
編

『講
座

日
本
歴
史
　
１
原
始

・
古
代
１
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
四
年
）。

（‐３
）

士心
田
諄

一
「氏
に
つ
い
て
」
亀
歴
史
公
論
』
六
―
九
、　
一
九
八
〇
年
）。

（‐４
）

前
之
園
亮

一
「
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
」
（前
掲
）
、
須
原
祥
二

「「仕
奉
」
と
姓
」
（前

掲
）。

（‐５
）

熊
谷
公
男

「ク祖
の
名
ク
と
ウ
ヂ
の
構
造
」
（関
晃
先
生
古
希
記
念
会
編

『律
令

国
家
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）。

（‐６
）

寺
沢
薫

「纏
向
遺
跡
の
出
現
」
（橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
編

『三
世

紀
の
九
州
と
近
畿
』
河
出
書
房
新
社
、　
一
九
八
六
年
）。

（‐７
）

こ
の
点
、
広
瀬
和
雄

『前
方
後
円
墳
国
家
』
（角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
参

昭
鶴

（‐８
）

鎌
田
元

一
「王
権
と
部
民
制
」
（前
掲
）。

（‐９
）

そ
の
一
端
は
、
人
名
に
続
け
て
記
さ
れ
る
尊
称
に
種
々
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
太
田
亮
氏
は
ヒ
コ
・
キ
ミ
の
他
に
タ
ケ
ル
、
ト
ベ
、
ハ
フ
リ

な
ど
を
あ
げ
て
い
る

（『全
訂
　
日
本
上
代
社
会
組
織
の
研
究
』
前
掲
、
第

一
篇

第

一
章
）。

（２０
）

そ
の
一
端
は
、
弥
生
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
墳
丘
墓
が
地
域
性
を
帯
び
て
い
る
こ

と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

（近
藤
義
郎

『前
方
後
円
墳
の
時
代
』
前
掲
、

第
六
章
）。

（２‐
）

近
藤
義
郎

『前
方
後
円
墳
の
時
代
』
（前
掲
）
第
七
章
。
広
瀬
和
雄

「古
墳
時

代
の
社
会
構
造
」
亀
歴
史
評
論
』
五

一
四
、　
一
九
九
三
年
Ｙ

「
則
方
後
円
墳
国

家
』
（前
掲
）
。

（２２
）

以
下
の
ヒ
コ

。
ワ
ケ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ヒ
コ
・
ス
ク
ネ

・
ワ
ケ
と

王
権
」
亀
続
日
本
紀
研
究
』
三
七
〇
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２３
）

『魏
志
』
倭
人
伝
の
対
馬
な
ど
の
諸
国
に
お
か
れ
た
大
官

「卑
狗
」
は
ヒ
コ
か

ら
き
て
い
る
と
み
る
。

（２４
）

統
治
を
分
け
合
う
と
言

っ
て
も
、
全
く
対
等
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
首
長
が
王

の
古
墳
築
造
に
協
力
し
た
伝
統
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
そ
こ
に
奉
仕
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
佐
伯
有
清
氏
も

「
日
本
古
代
の
別

（和
気
）
と
そ
の
実
態
」

亀
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
〇
年
）
に
お
い
て
、
ワ
ケ

は
統
治
を
分
け
合
う
こ
と
に
由
来
す
る
と
説
い
て
い
る
。

（２５
）

王
権
は
各
地
を
直
接
統
治
す
る
だ
け
の
権
力
を
構
築
し
て
い
な
か

っ
た
段
階
に

お
い
て
は
、
通
常
の
場
合
、
各
地
の
有
力
者

＝
首
長
と
同
盟
し
、
各
地
方
と
結
び

つ
く
こ
と
と
な
る
。
冒
頭
に
お
い
て
前
方
後
円
墳
築
造
に
あ
た

っ
て
各
地
の
首
長

の
王
権
に
対
す
る
奉
仕
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
の
首
長
は
そ
の
統
率

す
る
地
域
か
ら
の
奉
仕
を

一
括
し
て
請
け
負

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
地
方
の
社

会
的
組
織
、
そ
し
て
政
治
的
組
織
の
唯

一
の
代
表
者
で
あ
り
、
ま
た
王
権
が
強
力

で
な
く
、
た
め
に
王
権
が
彼
ら
首
長
を
差
し
置
い
て
足
下
の
中
小
首
長
と
結
ぶ
こ

と
が
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
特
定
の
分
野
に
限

つ
て
奉
仕
す
る
の

で
は
な
い
。
何
か
要
請
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
地
で
は
入
手
で
き
な
い
特
別
の

場
合
を
除
い
て
、
そ
の
種
類
を
問
わ
ず
、
王
権
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
無
論
、

そ
の
地
で
は
入
手
で
き
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
簡
単
に
交
易
を
通
し
て
入
手
で

き
る
場
合
は
そ
の
要
請
に
応
じ
た
と
考
え
る
。

（２６
）

な
お
、
王
に
よ
り
地
方

へ
派
遣
さ
れ
た
皇
子
の
中
に
は
景
行
皇
子
稲
背
入
彦
皇

子
が
播
磨
別
、
国
乳
別
皇
子
が
水
沼
別
、
豊
戸
別
皇
子
が
火
国
別

（と
も
に

『日

本
書
紀
』
景
行
四
年
二
月
条
）
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
地
名
に
ワ
ケ
を
付
さ
れ
て
い

る
例
が
多

い

（水
沼
は
筑
後
三
瀦
郡
）。
な
お
、
子
孫
に
ワ
ケ
が
受
け
継
が
れ
て

い
く
な
ら
ば
、
地
名
を
冠
し
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
個
人
名
は
地
名
か

ら
離
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
ウ
ヂ
名
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

（２７
）

塩
沢
君
夫
氏
は

『古
代
専
制
国
家

の
構
造
』

（御
茶

の
水
書
房
、　
一
九
五
八

奉仕・冊封 とウデ名の成立
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年
）

一
一
七
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
社
会
の
下
で
は

「特
殊

な
貢
納
制
度
の
み
が
可
能
な
支
配
形
態
と
な
る
」
と
説
い
て
い
る
。

（２８
）

文
字
の
使
用
が
始
ま

っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
記
憶
と
い
う
形

で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に

『古
事
記
』
序
文
に
よ

れ
ば
、
そ
の
編
纂
に
は
稗
田
阿
礼
の

「
誦
習
」
し
た

「帝
皇
日
継
及
先
代
旧
辞
」

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
『日
本
書
紀
』
仁
徳
即
位
前
紀
に
お
い
て
も

「倭
屯
田
」
の
帰
属
争

い
に
個
人
が

「記
憶
」
し
た
内
容
に
よ
り
、
決
着
が

つ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
記
憶
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
首

長
の
奉
仕
は
記
録
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
文
字
の
使
用
が
開
始

さ
れ
る
に
と
も
な
い
、
記
録
は
文
字
に
そ
の
座
を
次
第
に
譲

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（２９
）

『日
本
書
紀
』
垂
仁
三
二
年
七
月
条
に
土
部
と
埴
輪
に
関
す
る
説
話
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
象
徴
的
で
あ
る
。

（３０
）

す
な
わ
ち
剰
余
生
産
の
開
始
を
待

っ
て
物
の
貢
納
が
開
始
さ
れ
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
が
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
黒
曜
石
な
ど
の
原
材
料
物
資

の
流
通

（宇
野
隆
夫

「
原
始

・
古
代
の
流
通
」
田
中
琢

・
金
関
恕
編

『古
代
史
の
論
点
３

都
市
と
工
業
と
流
通
』
小
学
館
、　
一
九
九
八
年
）
、
弥
生
時
代
に
お
け
る
石
包

丁
な
ど
の
完
成
品
の
流
通

（近
藤
義
郎

『前
方
後
円
墳

の
時
代
』
前
掲
、
第
三

章
と

は
、
す
で
に
分
業
が

一
部
で
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
古
墳
時
代
に
は
剰
余
生
産
物
の
貢
納
が
象
徴
的
な
形
で
あ

る
に
せ
よ
、
労
働
力
の
提
供
と
平
行
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（３‐
）

塩
沢
君
夫

『古
代
専
制
国
家
の
構
造
』

（前
掲
）

一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（３２
）

後
世
の
国
名
に
あ
た
る
地
名
な
の
か
、
そ
の
国
の
中
の

一
地
域
の
地
名
な
の
か
、

そ
の
把
握
は
困
難
で
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

（３３
）

王
権
膝
下
の
有
力
者
の
打
倒
が
允
恭
五
年
七
月
の
葛
城
氏
打
倒
に
な
る
こ
と
に

つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
事
件
の
も

つ
意
味
に
つ
い
て
は
拙

稿

「大
王
と
大
后
」
翁
日
本
歴
史
』
七
〇
八
、
二
〇
〇
七
年
）
で
述
べ
た
。

（３４
）

『日
本
書
紀
』
雄
略
七
年
八
月
条
に
は
、
「取
急
帰
レ
家
」
と
あ
る
。

（３５
）

そ
の

一
例
と
し
て
先
に
み
た

「官
者
」
吉
備
弓
削
部
虚
空
の
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
『日
本
書
紀
』
雄
略
七
年
八
月
条
に
よ
れ
ば
、
家
に
帰

っ
た

「官

者
」
虚
空
は
吉
備
下
道
臣
前
津
屋
に
留
め
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
虚
空
は
前
津
屋
に
命
じ
ら
れ
て
王
権
に

「官
者
」
と
し
て
出
仕
し
た
こ
と
を

示
す
の
で
は
な
い
か
。

（３６
）

府
官
は
将
軍
府
の
こ
と
で
あ
る

（坂
元
義
種

「古
代
東
ア
ジ
ア
の
∧
大
王
Ｖ
に

つ
い
て
」
『古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
）
。

（３７
）

近
藤
義
郎

『前
方
後
円
墳
の
時
代
』

（前
掲
）
第

一
〇
章
。

（３８
）

拙
稿

「
ヒ
コ

・
ス
ク
ネ

・
ワ
ケ
と
工
権
」
（前
掲
）
。
「大
王
と
大
后
」
（前
掲
）。

（３９
）

ま
た
こ
の

一
方
、
王
権
の
強
化
に
よ
り
、
内
廷
が
肥
大
化
し
、
そ
れ
に
対
す
る

特
定
の
奉
仕
、
具
体
的
に
は
王
権
の
執
り
行
う
宗
教
行
事
な
ど

へ
奉
仕

＝
職
務
奉

仕
を
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
職
務
奉
仕
と
平
行
し
て
物
資
の
貢
納
や
労

働
奉
仕
も
求
め
ら
れ
た
場
合
も
あ
ろ
う
、
そ
の
場
合
、
全
般
的
な
労
働
奉
仕
な
ど

と
区
別
し
て
奉
仕
内
容
に
ち
な
ん
だ
識
別
法
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（４０
）

先
に
首
長
は
地
域
を

一
括
し
て
奉
仕
を
し
、
こ
れ
に
抵
抗
し
て
自
立
を
求
め
た

中
小
の
首
長
は
そ
の
統
率
範
囲
か
ら
特
定
の
奉
仕
を
お
こ
な

っ
た
と
推
定
し
た
が
、

首
長
は

一
括
奉
仕
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
名
を
冠
し
て
呼
ん
だ
方
が
、

便
利
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
津
田
左
右
吉
氏
が

「
土
地
の
豪
族
が
其
の
地
名
を
氏

の
名
と
し
て
」

い
た
と
し
て
い
る

（
『日
本
上
代
史

の
研
究
』
前
掲
、　
〓

一九

ペ
ー
ジ
）
こ
と
が
注
意
さ
れ
る

（な
お
津
田
氏
は

『日
本
上
代
史
の
研
究
』
前
掲
、

二
六
五
ペ
ー
ジ
に
お
い
て

「貴
族
に
於
い
て
は
氏
の
名
は
朝
廷
の
官
司
た
る
部
の

名
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
職
務
に
由
来
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
成
り

立

つ
の
は
分
業
が
促
進
さ
れ
た
段
階
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）。

（４‐
）

複
数
の
こ
と
を
奉
仕
す
る
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
で
あ
る
が
、

奉
仕
の
中
心
に
位
置
し
た
首
長
の
自
称
が
優
先
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。　
一
つ
の
こ
と

を
奉
仕
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
称
で
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
は
地
名
を
中
心
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（４２
）

熊
谷
公
男
氏
は
い
く

つ
も
の
奉
仕
の
中
か
ら
最
も
都
合
の
良

い
も
の
を
選
定
し
、

い
く
つ
も
の
奉
仕
を
同
時
に
お
こ
な

っ
て
い
た
と
み
て
い
る

（「
″祖
の
名
″
と
ウ

ヂ
の
構
造
」
前
掲
）
。

（４３
）

そ
し
て
代
々
そ
の
奉
仕
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
精
神
が
子
孫
に
受
け

人 文 自 然 論 叢 61-62

―- 56 -―[一三 ]



継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

（４４
）

志
田
諄

一
「氏
に
つ
い
て
」
（前
掲
）。

（４５
）

な
お
、
八
代
目
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会

『埼
玉
稲
荷
山
古

墳
辛
亥
銘
鉄
剣
修
理
報
告
書
』
（埼
玉
県
県
政
情
報
資
料
室
、　
一
九
八
二
年
）
な

ど
に
は

「乎
獲
居
臣
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
東
野
治
之
氏

（「七
世
紀
以
前

の
金
石
文
」
上
原
真
人
他

『列
島
の
古
代
史
』
六
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

や
森
公
章
氏

（「書
評
小
林
敏
男
著

『日
本
古
代
国
家
の
形
成
Ｌ

『歴
史
評
論
』

六
九
九
、
二
〇
〇
八
年
）
は

「乎
獲
居
巨
」
と
釈
読
す
べ
き
と
す
る
。
『木
簡
字

典
』
（佐
野
光

一
編
、
雄
山
閣
出
版
、　
一
九
八
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
「臣
」
な
ら
ば

「巨
」
字
の
中
央
を
縦
に
貫
く

一
線
な
い
し
二
本
の
縦
線
が
必
要
で
あ
り
、
「巨
」

な
ら
ば
そ
の
中
央
を
貫
く
縦
線
が
な
い
か
、
下
三
分
の
一
に
の
み
縦
線
が
記
さ
れ

る
。
「臣
」
は

『埼
玉
稲
荷
山
古
墳
辛
亥
銘
鉄
剣
修
理
報
告
書
』
に
よ
る
と
下
三

分
の
一
の
縦
線
し
か
確
認
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
文
字
は
先
の

『木
簡
字
典
』
に

よ
れ
ば

「巨
」
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

（４６
）

志
田
諄

一
「氏
に
つ
い
て
」
（前
掲
）。

（４７
）

前
之
園
亮

一
「
ウ
デ
と
カ
バ
ネ
」
（前
掲
）。

（４８
）

平
野
邦
雄

『大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
（前
掲
）

一
六
～
二
三
ペ
ー
ジ
。

（４９
）

軍
郡
は
将
軍
号
と
郡
の
太
守
号
の
こ
と
で
あ
る

（坂
元
義
種

「古
代
東
ア
ジ
ア

の
∧
大
王
∨
に
つ
い
て
」
前
掲

・
「倭
の
五
王
」
『古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝

鮮
』
前
掲
）。

（５０
）

坂
元
義
種

「
五
世
紀
の
∧
百
済
大
王
∨
と
そ
の
王

・
侯
」
『古
代
東
ア
ジ
ア
の

日
本
と
朝
鮮
』
前
掲
）。

（５‐
）

前
之
園
亮

一
「宋
書
南
斉
書

・
名
代

・
猪
膏
か
ら
見
た
氏
姓
成
立
と
盟
神
探

湯
」
亀
学
習
院
史
学
』
三
八
、
二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
、
吉
村
武
彦
氏
も

「六
世

紀
に
お
け
る
氏

・
姓
制
の
研
究
」
（前
掲
）
に
お
い
て
、
倭
王
は
対
宋
交
渉
の
必

要
上
、
国
名
を
姓
と
し
て
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

（５２
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
の
場
合
、
い
ま
だ
ウ
デ

名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「杖
刀
人
」
の

「首
」
と
し
て

「奉
事
」
し
て
き
て
い
る

者
に
ウ
デ
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
順
次
与
え
ら
れ
た
姓
の
中
に
県
主
が
含
ま
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
別
稿

翁
ワ
ケ
か
ら
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
ヘ
し

を
用
意
し
て
い
る
。

（５３
）

黛
弘
道

「允
恭
天
皇
の
盟
神
探
湯
」
亀
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
八
八
、　
一
九

九
六
年
Ｙ

「允
恭
朝
に
関
す
る
考
察
」
亀
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
四
四
、

一
九
九
八
年
）。

（５４
）

こ
の
稲
荷
山
古
墳
に
つ
い
て
は
、
鉄
剣
を
出
し
た
埋
葬
施
設
の
他
に
も
う

一
つ

の
埋
葬
施
設
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
古
墳
中
軸
か
ら
ず
れ
て
い
る
た

め
に
、
中
心
部
に
は
未
発
見
の
埋
葬
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
が
古
墳
本
来
の
被
葬
者

で
あ
り
、
そ
れ
と
鉄
剣
の
主
と
の
関
係
は
親
子
で
あ
る
も
の
の
、
首
長
権
は
別
の

兄
弟
が
継
承
し
て
お
り
、
鉄
剣
の
主
は
代
々
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
と
称
す

る
こ
と
は
無
理
で
、
首
長
権
を
受
け
継
い
だ
兄
弟

（
＝
乎
獲
居
巨
）
か
ら
、
出
仕

し
た
折
の
勲
功
に
よ
り
鉄
剣
を
付
与
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
の
説
が
出
さ
れ
て
い

る

（坂
本
和
俊

「考
古
学
か
ら
み
た
稲
荷
山
古
墳
の
出
自
」
金
井
塚
良

一
編

『稲

荷
山
古
墳
の
鉄
剣
を
見
直
す
』
学
生
社
、
二
〇
〇

一
年
）。
こ
の
見
解
は
古
墳
の

被
葬
者
の
血
縁
関
係
の
ル
ー
ル

（田
中
良
之

『古
墳
時
代
親
族
構
造
の
研
究
』
柏

書
一房
、　
一
九
九
五
年
）
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
が
、
し
か
し
仮

に
鉄
剣
を
乎
獲
居
巨
が
つ
く
り
、
そ
れ
を
兄
弟
に
与
え
た
と
し
て
も
、
乎
獲
居
巨

自
身
、
「冊
封
」
さ
れ
る
ほ
ど
の
有
力
者
で
あ
っ
た
か
は
、
近
隣
の
毛
野
地
方
の

豪
族
と
比
較
し
た
場
合
、
疑
間
が
残
る
の
で
は
な
い
か
。

（５５
）

志
田
諄

一
「氏
に
つ
い
て
」
（前
掲
）。

（２
０
１
０
年
Ｈ
月
１５
日
受
理
）

奉仕・冊封とウヂ名の成立

[一 四 ]
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