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私
は
、
語
部
の
職
掌
及
び
、
其
伝
承
し
た
叙
事
詩
の
存
在
し
た
事
を
、
十
数
年
以
来
主
張
し
て
来
た
。
語

部
が
、
対
話
と
し
て
散
文
的
に
古
い
説
話
を
記
憶
し
て
、
話
し
聞
か
し
た
事
だ
け
は
、
反
対
す
る
人
も
な

か
つ
た
が
、
そ
の
伝
承
の
対
象
が
叙
事
詩
の
形
を
持
つ
て
居
り
、
其
を
暗
誦
し
た
り
、
聞
か
し
た
り
す
る

の
は
、
あ
る
節
ま
は
し
で
謡
う
た
も
の
だ
と
い
ふ
点
に
は
、
反
対
す
る
人
が
、
陰
に
陽
に
か
な
り
あ
つ
た
。

私
の
考
へ
は
じ
め
は
、
「
か
た
る
」
と
い
ふ
語
の
用
語
例
か
ら
出
発
し
て
、
万
葉
集
そ
の
他
の
か
た
る
の

意
義
を
検しら
べ
た
辺
か
ら
出
て
居
る
。
其
れ
に
自
信
を
添
へ
る
事
の
出
来
る
様
に
な
つ
た
の
は
、
金
田
一
京

助
先
生
が
、
年
々
夏
に
は
、
「
北
海
道
あ
い
ぬ
」
を
調
査
に
行
か
れ
て
、
所
謂
「
蝦
夷
浄
瑠
璃
」
の
採
集

か
ら
、
驚
く
べ
き
分
量
の
詞
曲
・
神
曲
（
同
先
生
の
用
語
）
の
あ
る
事
を
発
見
せ
ら
れ
た
旅
行
の
土
産
話

を
、
先
生
の
口
づ
か
ら
聴
か
し
て
頂
い
た
時
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
先
生
か
ら
得
た
学
問
上
の
得
分
は
沢
山

あ
る
が
、
語
部
に
対
す
る
暗
示
は
、
こ
の
章
の
は
じ
め
に
記
し
て
、
深
い
御
礼
心
を
表
し
た
い
。
そ
れ
と

共
に
、
此
章
が
、
そ
の
下
さ
れ
た
暗
示
か
ら
成
長
し
て
、
と
も
か
く
も
古
代
生
活
の
大
き
な
一
方
面
に
探

り
だ
け
で
も
入
れ
る
事
の
出
来
た
業
蹟
を
見
て
頂
い
て
、 
行 

供 

養 
ギ
ヤ
ウ
ク
ヤ
ウ
の
微
意
を
お
目
に
か
け
よ
う
と
思
ふ

の
で
あ
る
。

語
部
の
伝
承
が
、
叙
事
詩
は
勿
論
曲
節
も
な
い
と
す
る
人
は
今
も
あ
る
。
人
に
よ
る
と
語
部
の
職
掌
が
、
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説
話
伝
承
で
な
か
つ
た
と
ま
で
言
ふ
向
き
も
あ
つ
た
。
其
等
の
人
の
考
へ
に
対
し
て
は
、
此
章
自
身
が
適

当
な
返
事
と
な
る
事
と
信
じ
て
、
一
々
は
論
じ
な
い
。

生
活
条
件
を
同
じ
く
し
た
村
も
異
に
し
た
村
も
あ
つ
て
、
其
が
引
き
続
い
て
前
期
王
朝
に
及
ん
だ
と
す
る

と
、
勿
論
習
俗
の
同
化
し
た
の
も
あ
り
、
頑
固
に
他
の
村
国
の
影
響
を
拒
ん
だ
村
国
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

而
も
、
あ
る
部
分
づ
ゝ
は
次
第
に
風
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
併
し
、
語
部
な
る
職
業
団
体
を
初

め
か
ら
　
　
常
識
的
に
言
う
て
　
　
持
つ
て
居
た
村
国
と
其
を
ま
ね
た
村
国
と
、
さ
う
し
た
部
曲
を
置
か

ず
に
と
ほ
し
た
地
方
と
が
あ
つ
た
と
考
へ
る
が
正
し
い
。
こ
ゝ
に
は
、
語
部
の
な
い
村
国
は
考
へ
る
事
が

出
来
な
い
か
ら
、
第
一
次
的
第
二
次
的
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
此
団
体
組
織
の
備
つ
て
居
た
土
地
に
就
い
て

ば
か
り
論
じ
る
。
が
、
自
然
国
中
全
体
に
此
組
織
が
行
は
れ
て
居
た
も
の
と
言
つ
た
表
し
方
を
と
る
こ
と

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
ど
こ
ま
で
も
、
此
を
持
た
な
か
つ
た
村
国
は
問
題
の
外
に
な
つ
て
居

る
も
の
と
見
て
ほ
し
い
。

語
部
の
事
を
説
く
前
に
、
叙
事
詩
の
発
生
を
言
ふ
必
要
が
あ
る
。

「
よ
ご
と
」
の
章
に
述
べ
た
様
に
、
よ
ご
と
の
中
に
、
祝
福
風
の
発
想
と
、
圧
服
式
の
表
現
と
が
あ
る
。

と
こ
よ
の
ま
れ
び
と
が
名
の
り
に
よ
つ
て
、
土
地
の
精
霊
の
名
の
り
を
促
す
形
の
一
つ
前
の
姿
は
、
ま
れ

び
と
自
身
の 

種  

姓 

ス
ジ
ヤ
ウ

を
名
の
つ
て
地
霊
を
脅
か
す
方
法
と
、
地
霊
の
種
姓
を
、
こ
ち
ら
か
ら
暴
露
す
る
為

4語部と叙事詩と



方
と
が
あ
つ
た
。
種
姓
明アカ
し
が
呪
言
と
し
て
の
威
力
発
揮
の
一
つ
の
手
段
で
あ
つ
た
の
が
、
段
々
分
化
し

て
種
姓
明
し
の
口
頭
文
章
の
内
容
が
、
歴
史
観
念
を
邑
々
の
人
の
心
に
栽
ゑ
つ
け
る
。
而
も
呪
言
と
し
て

の
利
用
尠
く
な
つ
た
文
章
に
も
、
や
は
り
勿
論
神
言
の
威
力
は
存
在
し
た
の
で
、
叙
事
詩
が
純
粋
の
歴
史

伝
承
と
と
り
扱
は
れ
る
様
に
な
つ
た
時
代
は
あ
つ
た
か
、
ど
う
か
断
言
出
来
な
い
。
ま
れ
び
と
及
び
其
眷

属
の
物
語
、
地
霊
の
来
歴
な
ど
が
、
時
を
経
て
段
々
長
い
形
の
物
に
な
つ
て
来
た
。
地
霊
が
恣
に
発
言
す

る
時
期
が
来
る
と
、
地
霊
自
身
の
名
の
つ
た
種
姓
明
し
の
文
章
が
、
限
り
な
く
殖
え
て
来
る
。
さ
う
し
て
、

地
霊
が
、
神
社
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
前
期
王
朝
に
な
る
と
、
地
霊
の
託
宣
自
身
が
、
ま
れ
び
と
又
は
天

つ
神
の
呪
言
・
種
姓
明
し
と
お
な
じ
威
力
を
持
つ
も
の
と
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
様
で
あ
る
。
か
う
な
る

と
、
種
姓
明
し
の
託
宣
が
殖
え
て
来
る
。
祀
ら
れ
な
い
神
が
新
し
く
祀
り
を
享
け
よ
う
と
し
、
祟
り
神
が

「
何
処
の
神
が
何
故
に
祟
つ
た
か
」
な
ど
説
明
す
る
場
合
が
多
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
初
め
に
戻
つ
て
、
歴
史
観
念
が
出
て
来
る
と
、
邑
・
家
・
土
地
の
歴
史
を
知
り
た
く
思
ふ
邑
人
の

意
思
が
神
人
に
反
影
し
て
、
神
話
に
さ
う
し
た
方
面
が
多
く
な
つ
て
来
る
。
邑
の
来
歴
は
、
邑
君
の
家
の

歴
史
と
一
つ
で
あ
り
、
土
地
に
つ
い
た
説
明
も
、
其
に
関
聯
し
て
託
宣
に
表
れ
て
来
る
。
而
も
家
の
歴
史

の
中
、
又
一
つ
の
大
切
の
部
分
が
派
生
し
て
来
る
。
其
は
、
邑
君
の
家
の
系
統
を
伝
へ
る
口
頭
の
系
図
で

あ
る
。
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神
託
宣
か
ら
発
し
た
歴
史
に
は
系
図
も
含
ま
れ
て
共
に
伝
承
せ
ら
れ
た
の
が
、
後
に
は
此
だ
け
を
分
離
し

て
口
誦
す
る
様
に
も
な
つ
た
。

そ
の
口
頭
歴
史
伝
承
は
、
「
も
の
が
た
り
」
と
言
ひ
、
系
図
は
「
つ
ぎ
」
を
語
根
と
し
て
語
を
作
つ
て
居

た
事
は
、
宮
廷
の
「
ひ
つ
ぎ
」
諸
氏
の
「
つ
ぎ
　
ぶ
み
」
な
ど
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
奈
良
朝
以
前
の
「
つ

ぐ
」
は
「
つ
ゞ
く
」
と
同
じ
用
語
例
で
あ
る
か
ら
、
連
続
を
意
味
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

語
部
の
職
掌
が
色
々
の
神
事
に
亘
つ
て
居
た
地
方
も
あ
ら
う
が
、
正
確
に
は
、
歴
史
伝
承
系
図
伝
承
を
本

職
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。

物
語
な
る
歴
史
伝
承
は
、
何
故
律
文
の
形
を
と
り
、
曲
節
を
持
つ
て
居
た
か
。
こ
れ
も
既
に
述
べ
た
事
で

あ
る
が
、
神
憑
り
の
状
態
に
陥
つ
た
人
の
生
理
作
用
が
律
動
的
に
な
る
為
に
心
理
作
用
も
其
に
伴
う
て
調

子
を
持
つ
て
来
る
。
其
際
に
神
憑
り
人
の
口
に
託
し
発
せ
ら
れ
る
神
語
は
、
律
文
の
形
を
と
る
様
に
な
る
。

そ
の
律
文
と
し
て
の
口
頭
歴
史
伝
承
は
、
神
語
で
あ
る
故
に
、
一
時
的
に
消
え
る
事
な
く
、
神
人
の
口
に

伝
承
せ
ら
れ
る
。

神
人
は
、
神
語
の
威
力
を
信
じ
て
居
る
か
ら
、
記
憶
の
誤
り
の
な
い
様
に
努
め
た
に
相
違
な
い
が
、
長
短

種
々
の
叙
事
詩
を
諳
誦
し
て
居
る
為
、
段
々
章
句
が
錯
乱
し
て
、
他
の
叙
事
詩
の
語
な
ど
を
と
り
こ
ん
で

来
る
。
其
上
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
、
文
章
の
分
量
が
殖
え
て
来
る
事
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
改
作
・
増
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補
の
積
り
な
く
て
も
、
長
い
年
月
の
間
に
、
厳
粛
に
守
り
伝
へ
る
は
ず
の
神
語
の
叙
事
詩
も
、
か
な
り
の

変
形
を
す
る
。
同
時
に
、
未
開
の
邑
落
生
活
で
は
、
言
語
の
生
滅
・
音
韻
の
転
訛
が
甚
し
い
為
に
、
叙
事

詩
の
中
の
用
語
の
死
語
と
な
る
事
が
速
い
。
さ
う
言
ふ
点
か
ら
も
、
合
理
的
の
解
釈
を
加
へ
る
所
か
ら
、

発
音
変
化
や
、
文
句
の
※
入
・
改
竄
な
ど
が
、
無
意
識
の
間
に
行
は
れ
る
。
又
一
方
さ
う
し
た
心
理
の
は

た
ら
か
な
か
つ
た
部
分
な
ど
は
、
奈
良
朝
或
は
其
以
前
既
に
わ
か
ら
ぬ
文
章
と
し
て
そ
の
ま
ゝ
伝
へ
ら
れ

た
も
の
も
あ
る
。
最
後
の
章
に
古
代
文
章
の
解
剖
を
試
み
て
置
い
た
。
其
を
見
れ
ば
、
口
頭
文
章
の
伝
承

の
真
の
姿
が
訣
つ
て
貰
へ
る
事
と
考
へ
る
。

叙
事
詩
の
変
化
の
経
路
は
こ
の
外
に
、
尚
有
力
な
道
筋
が
あ
る
。
別
種
の
叙
事
詩
を
誤
解
或
は
記
憶
違
へ

か
ら
併
合
す
る
事
が
あ
る
。
と
り
わ
け
甚
し
い
の
は
、
古
い
叙
事
詩
ほ
ど
一
人
称
表
現
を
と
る
為
に
文
の

主
人
公
の
名
を
文
章
の
中
に
表
さ
ぬ
所
か
ら
、
主
人
公
が
入
り
替
る
場
合
も
出
て
来
る
。
神
の
叙
事
詩
が
、

人
間
の
英
雄
の
物
語
と
伝
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
事
も
あ
る
様
で
あ
る
。

で
は
、
古
代
叙
事
詩
に
は
、
人
の
作
為
を
加
へ
た
も
の
が
な
か
つ
た
か
。

神
授
の
叙
事
詩
の
外
に
、
人
作
の
も
の
も
あ
つ
た
事
が
想
像
せ
ら
れ
る
。

文
字
の
利
用
せ
ら
れ
な
か
つ
た
時
代
、
文
字
が
来
て
も
其
権
威
を
感
じ
る
事
の
浅
か
つ
た
時
代
　
　
こ
れ

は
、
か
な
り
後
ま
で
続
い
て
居
た
　
　
国
家
の
永
続
に
自
信
の
な
か
つ
た
時
代
か
ら
の
引
き
続
き
と
し
て
、
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血
統
の
断
絶
の
為
に
、
家
の
口
頭
系
図
の
伝
承
の
絶
え
る
事
を
防
ぐ
為
か
ら
出
て
、
後
は
個
人
の
存
在
・

事
業
な
ど
の
忘
却
せ
ら
れ
な
い
様
に
傾
い
た
子
代
部
・
名
代
部
な
ど
言
ふ
団
体
に
は
、
恐
ら
く
新
し
い
意

味
の
叙
事
詩
及
び
系
図
の
伝
承
と
い
ふ
重
大
な
職
分
が
あ
つ
た
事
と
思
ふ
。
子
代
・
名
代
の
民
を
立
て
る

事
は
、
即
一
つ
の
村
を
作
る
事
で
あ
る
。
敵
の
多
い
国
家
よ
り
も
、
村
の
永
続
を
考
へ
た
時
代
の
考
へ
か

ら
続
い
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

其
村
の
太
祖
と
考
へ
ら
れ
て
行
く
は
ず
の
人
の
伝
記
及
び
系
図
を
、
村
の
開
立
の
時
に
与
へ
て
伝
承
さ
せ

た
事
を
考
へ
な
け
れ
ば
、
子
部
・
名
部
の
設
立
が
あ
ま
り
に
は
か
な
い
企
て
と
思
は
れ
る
。

や
ま
と
た
け
る
の
為
に 

建  
部 

タ
ケ
ル
ベ

を
、
木
梨
軽
太
子
の
為
に
軽
部
カ
ル
ベ
を
立
て
た
類
は
、
死
者
の
執
念
を
開
い
て

祟
ら
ぬ
様
に
慰
め
た
の
で
あ
ら
う
。
此
等
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
や
ま
と
た
け
る
に
は
子
孫
が
あ
つ
た
。

こ
れ
な
ど
は
、
此
例
か
ら
説
明
せ
ね
ば
訣
ら
ぬ
。
や
ま
と
た
け
る
・
木
梨
軽
太
子
に
関
聯
し
た
叙
事
詩
の

断
篇
の
宮
廷
詩
及
び
、
叙
事
詩
か
ら
出
た
と
信
じ
ら
れ
る
伝
説
の
多
い
の
は
、
建
部
の
民
の
村
、
軽
部
の

民
の
村
の
新
叙
事
詩
が
、
諸
方
に
撒
布
し
て
、
宮
廷
に
ま
で
入
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
う
言
ふ
風

に
考
へ
る
と
、
磐
之
媛
そ
の
他
の
伝
記
の
長
い
人
々
に
は
、
さ
う
し
た
子
部
名
部
が
在
つ
て
、
新
作
の
叙

事
詩
を
伝
承
し
て
、
前
期
王
朝
の
中
期
飛
鳥
藤
原
時
代
に
は
、
古
叙
事
詩
と
同
様
視
せ
ら
れ
る
程
に
な
つ

て
居
た
の
だ
と
思
ふ
。
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