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本
日
は
「
山
辺
赤
人
と
東
金
―
伝
承
の
発
生
と
展
開
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
資
料
は
四
枚
用
意
い
た
し
ま
し
た
。

　

初
め
に
、
山
辺
赤
人
に
対
す
る
一
般
的
な
理
解
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
、
古
典
文

学
事
典
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
を
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
赤
人
に
つ
い
て
は
、
生
没
年
不

詳
で
、
出
身
地
は
特
に
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。「
部
」
の
字
を
書
く
山
部
氏
の
出

と
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
聖
武
天
皇
の
時
代
の
万
葉
歌
人
で
あ
る
こ
と
。
あ
と
は
、

房
総
と
の
か
か
わ
り
に
関
し
て
有
名
な
の
は
、
市
川
の
真
間
に
い
た
手
児
奈
の
伝
説

を
基
に
詠
ん
だ
歌
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
実
際
に
房
総
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
歌
人
と

い
う
こ
と
が
共
通
理
解
に
な
っ
て
い
る
か
と
存
じ
ま
す
。

　

一
方
、
一
般
的
な
文
学
事
典
の
採
ら
な
い
説
と
し
て
、
赤
人
が
上
総
国
山
辺
郡
、

現
在
の
成
東
・
東
金
付
近
の
出
身
だ
と
い
う
説
が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
、
東
金
市
田

中
に
赤
人
塚
が
残
っ
て
お
り
、
今
回
は
そ
れ
に
注
目
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
資
料
に
は
一
貫
し
て
「
辺
」
の
字
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
赤
人
と
東
金
と
の
関
係
を
検
証
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
今
回
管
見
に
入
り

ま
し
た
の
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
は
、
西
山
太
郎
氏
の
論
文

「
山
辺
赤
人
と
上
総
国
、
山
辺
郡
」
で
、
こ
れ
は
本
日
の
話
と
同
様
、
赤
人
上
総
出

身
説
を
和
歌
史
の
中
で
検
証
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

［
文
学
史
と
房
総
Ⅴ
講
演
録
３
］

山
辺
赤
人
と
東
金

―
伝
承
の
発
生
と
展
開

岡
田
美
也
子

赤人塚　東金市田中
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二
つ
目
は
、
江
畑
耕
作
氏
の
御
研
究
で
、『
房
総
の
歌
人　

山
辺
赤
人
』、
そ
れ
を

増
補
し
た
『
考
証
壬
申
の
乱
と
山
部
赤
人
』
と
い
う
御
著
書
が
お
あ
り
で
す
。
い
ず

れ
も
入
手
困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
前
任
校
の
図
書
館
の
集
密
書
庫
で
偶

然
こ
の
図
書
を
見
つ
け
ま
し
て
、
当
時
は
ま
だ
東
金
に
赴
任
す
る
こ
と
は
予
想
も
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
の
専
攻
し
て
い
る
古
典
と
房
総
の
関
係
は
、
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
だ
な
と
関
心
を
抱
い
た
次
第
で
す
。

　

江
畑
氏
の
御
研
究
は
、
県
内
外
の
赤
人
に
関
す
る
遺
跡
や
古
代
遺
跡
を
実
地
踏
査

さ
れ
、
ま
た
新
し
い
資
料
も
提
出
さ
れ
た
、
大
変
な
力
作
で
す
。
木
更
津
の
小
櫃
に

大
友
皇
子
を
祭
っ
た
白
山
神
社
が
あ
り
、
壬
申
の
乱
に
負
け
た
大
友
皇
子
が
房
総
ま

で
落
ち
延
び
て
、
そ
こ
で
討
た
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
説
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

追
討
軍
の
中
に
赤
人
の
父
親
安
麻
呂
が
い
て
、
赤
人
は
父
親
に
同
行
し
て
上
総
に

や
っ
て
き
て
居
着
い
た
の
だ
、
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
在

東
金
に
あ
る
赤
人
塚
は
、
本
当
の
お
墓
で
あ
る
と
い
う
お
考
え
で
す
。

　

一
方
、
私
の
立
場
は
、
事
実
か
否
か
を
論
証
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
文
学
的
に
赤

人
上
総
出
身
説
が
い
つ
頃
か
ら
語
ら
れ
、
ま
た
そ
の
説
を
担
っ
て
き
た
人
た
ち
が
ど

う
い
う
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
会
場
に
は
、
東
金
市
に
お
住
ま
い
で
、
あ
る
い
は
実
際
に

赤
人
関
係
の
土
地
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
ご
存
知
の
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
と
存
じ
ま
す
が
、
確
認
の
た
め
に
資
料
の
漢
数
字
の
一
、「
東
金
と
山
辺
赤
人
」

と
い
う
箇
所
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

東
金
市
内
の
赤
人
の
ゆ
か
り
の
遺
品
と
し
て
有
名
な
も
の
に
、
赤
人
塚
と
赤
人
座

像
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
資
料
に
掲
載
し
た
地
図
で
場
所
を
確
認
い
た
し
ま
す
。

地
図
の
左
上
に
雄
蛇
ヶ
池
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
や
や
斜
め
上
の
位
置
に
法
光
寺

と
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
に
赤
人
座
像
と
さ
れ
る
も
の
が
納
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
そ
れ
か
ら
、「
雄
蛇
ヶ
池
」
と
い
う
字
の
す
ぐ
右
横
に
印
を
つ
け
て
お
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
が
赤
人
塚
の
位
置
に
な
り
ま
す
。

　

赤
人
塚
に
は
、
碑
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
実
地
で
確
認
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
建
立
と
い
う
こ
と
は
読
め
る
の
で
す
が
、
碑
を
建
て
た

と
思
わ
れ
る
人
々
の
名
前
は
読
み
取
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
資
料
の

「
□
□
」
が
判
読
不
能
箇
所
で
す
。

　

ま
た
、
山
辺
赤
人
の
座
像
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
法
光
寺
の
事
情
で
実
物
を
拝
見

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
東
金
市
や
「
ち
ば
ま
る
ご
と
観
光
案

内
」
と
い
うweb

サ
イ
ト
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
全
体
的
に
色
は
黒

く
、
や
や
ふ
っ
く
ら
と
し
た
感
じ
で
、
非
常
に
穏
や
か
な
表
情
を
し
た
像
で
す
。
東

金
市
解
説
に
よ
れ
ば
、
座
高
は
十
八
・
一
セ
ン
チ
、
文
化
年
間
の
作
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
写
真
を
見
る
と
比
較
的
新
し
く
見
え
ま
す
。

　

で
は
、
法
光
寺
や
赤
人
塚
を
訪
れ
た
と
き
に
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
と
、
山
辺
赤
人
に

つ
い
て
の
短
い
解
説
の
映
像
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

（
解
説
ビ
デ
オ
視
聴
）
省
略

（
実
地
踏
査
ビ
デ
オ
視
聴
）
省
略

【
岡
田
】　

そ
れ
で
は
、
資
料
に
戻
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
『
東
金
市
史
』
資
料
編
に
よ
れ
ば
、
法
光
寺
に
は
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）

に
書
か
れ
た
「
上
総
国
山
辺
郡
田
中
村
赤
人
塚
縁
起
」
と
い
う
資
料
が
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
①
で
す
。
こ
の
資
料
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
前

半
は
赤
人
と
そ
の
像
や
塚
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
半
は
、
そ
れ
ら
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
赤
人
像
は
、
塚
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

交
通
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
法
光
寺
の
鎮
守
の
宮
に
移
し
た
と
い
う
こ
と
も

書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
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注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
四
行
目
「
飛
鳥
井
家
古
今
抄
に
云
（
フ
）、
上
総
国
山

辺
郡
人
也
」
と
い
う
記
述
で
す
。
赤
人
が
上
総
国
山
辺
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

飛
鳥
井
家
の
「
古
今
抄
」
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
法
光
寺
か
ら

南
へ
二
丁
ほ
ど
の
と
こ
ろ
、
田
中
の
小
高
い
丘
が
赤
人
の
廟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

書
か
れ
て
い
ま
す
。
今
の
位
置
関
係
と
ほ
ぼ
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

続
い
て
資
料
の
下
段
「
法
光
寺
什
宝
産
之
縁
起
写
」
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は
法

光
寺
の
開
祖
日
行
上
人
を
め
ぐ
る
お
話
で
、
い
わ
ゆ
る
「
産
女
」
の
話
に
似
た
筋
の

も
の
で
す
。
日
行
上
人
が
福
俵
の
本
福
寺
か
ら
法
光
寺
に
移
動
す
る
途
中
に
、
子
供

を
抱
い
た
女
性
に
出
会
い
ま
す
。
申
し
訳
な
い
が
し
ば
ら
く
こ
の
子
供
を
抱
い
て
お

い
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
抱
い
た
と
こ
ろ
、
石
の
よ
う
に
重
く
て
、
し
か
も
冷
た
い
。

し
か
し
、
上
人
は
、
智
行
兼
備
の
人
で
あ
っ
た
の
で
、
経
を
唱
え
て
産
婦
の
苦
を

拭
っ
て
楽
を
与
え
る
祈
願
を
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
女
性
は
、
上
人
の
法
力
に
よ
っ

て
罪
業
が
消
滅
し
、
重
き
苦
を
脱
し
た
と
語
り
、
そ
し
て
、
お
礼
と
し
て
宝
珠
を
上

人
に
与
え
、
忽
然
と
消
え
た
。
不
思
議
な
力
を
持
っ
た
こ
の
玉
は
法
光
寺
の
宝
と
し

て
収
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
い
ま
す
。
赤
人
が
登
場
し
な
い
縁
起
で
す
が
、
玉
や
龍

神
が
登
場
す
る
点
で
、
後
ほ
ど
御
紹
介
す
る
赤
人
伝
説
の
一
つ
と
共
通
項
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。

　

資
料
の
二
枚
目
に
進
み
ま
す
。
今
度
は
、
地
誌
の
類
か
ら
法
光
寺
と
山
辺
赤
人
に

言
及
し
て
い
る
部
分
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
②
は
、
房
総
の
史
料
と
し
て
大
変
よ

く
使
わ
れ
る
資
料
で
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
成
立
の
中
村
国
香
『
房
総
志
料
』

で
す
。「
山
辺
赤
人
は
上
総
国
、
山
辺
郡
の
人
な
り
。
か
の
地
に
さ
さ
ぐ
り
と
て
、

長
さ
一
尺
ば
か
り
な
る
が
、
く
り
の
な
る
」
と
あ
っ
て
、「
古
今
栄
雅
抄
に
見
え
た

り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
表
記
は
異
な
り
ま
す
が
、『
東
金
市
史
』
所
収
の
「
赤

人
塚
縁
起
」
に
も
出
て
き
た
、「
飛
鳥
井
家
古
今
抄
」
と
同
じ
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
赤
人
上
総
出
身
説
に
お
い
て
『
古
今
抄
』
が
ひ
と

つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
詳
し
く
お
話
い
た
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
『
房
総
志
料
』
で
は
、
田
中
の
地
に
赤
人
の
塚
が
あ
っ
て
、
寛
文
の
頃
に

そ
の
塚
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
朽
ち
た
木
像
が
一
体
見
つ
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ

が
実
は
赤
人
の
像
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
掘
り
出
し
た
土
地
の
人
た
ち
は
よ
く

分
か
ら
ず
、
法
興
寺
（
法
光
寺
カ
）
の
奥
の
部
屋
に
放
っ
て
お
き
、
し
か
も
皆
、
閻

魔
の
像
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
ま
ね
て
像
を

彫
っ
た
人
物
が
い
ま
し
て
、
同
じ
も
の
が
二
つ
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
し

て
、
元
禄
の
頃
に
下
総
の
佐
倉
（
本
文
で
は
「
桜
」
と
表
記
）
か
ら
天
台
の
僧
侶
が

来
て
、
閻
魔
像
は
こ
こ
の
宗
派
に
は
必
要
な
い
と
言
っ
て
、
一
体
持
っ
て
帰
っ
て
し

ま
っ
た
。
実
は
、
こ
の
持
っ
て
い
か
れ
た
ほ
う
が
赤
人
の
像
で
あ
っ
て
、
残
っ
た
ほ

う
は
、
新
し
く
ま
ね
て
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
法
光
寺
に
は
、
赤
人
座
像
と
と
も
に
閻
魔
像
と
称
す
る
木
彫
り
の
像
も
残

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
古
い
よ
う
で
す
が
、
赤
人
像
と
の
混
乱
は
確

か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
赤
人
像
に
つ
い
て
は
、
③
の
『
房
総
志
料
続
編
』
の
ほ
う
が
若
干
詳
し
く
書

い
て
あ
り
ま
し
て
、
尺
六
、七
寸
で
右
手
に
筆
を
持
っ
て
い
て
、
古
く
も
新
し
く
も

な
い
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、『
房
総
志
料
続
編
』
の
ほ
う
で
は
、
塚
の
存
在
も
書

か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、『
東
金
市
史
』
か
ら
引
用
し
ま
し
た
、
資
料
④
『
見
聞
記
』
を
み
た
い
と

存
じ
ま
す
。
史
料
の
性
質
を
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
光
寺
に
つ
い
て
一
つ
目
の
項
目
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
長
享
元
年
の
建
立

で
あ
る
こ
と
、「
黒
川
美
濃
守
の
子
兵
部
、
後
に
彦
三
郎
と
称
す
」
者
の
屋
敷
の
土
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地
内
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、「
酒
井
越
中
守
清
伝
入
道
と
号
す
」
人
物
が
こ

の
あ
た
り
の
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。
こ
の
「
酒
井
越
中
守
」
と
は
、
十
五

世
紀
末
か
ら
土
気
・
東
金
一
帯
を
治
め
た
、
上
総
酒
井
氏
の
祖
定
隆
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

次
に
、
二
、三
番
目
の
項
目
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
法
光
寺
は
も
と
も
と
真
言
宗

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
三
つ
目
の
項
目
は
、
も
と
も
と
真
言
宗
正
源

寺
と
称
し
て
い
た
が
、
日
行
上
人
に
よ
っ
て
日
蓮
宗
に
改
宗
さ
れ
、
日
泰
上
人
開
基

と
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
の
項
目
に
は
、
西
法
寺
と
い
う
名
称
が
見
え
て
お

り
、
⑤
に
あ
げ
ま
し
た
『
上
総
国
誌
』
に
は
、
こ
れ
が
法
光
寺
の
別
称
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
、
法
光
寺
が
い
わ
ゆ
る
七
里
法
華
に
よ
っ
て
改

宗
さ
れ
た
お
寺
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
を
ま
と
め
て
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
を
載
せ
る
形
で
、
明
治
十
年
に

『
上
総
国
誌
』
が
書
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
後
ろ
か
ら
十
行
目
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
も
、

や
は
り
「
黒
川
氏
」
の
話
題
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
黒
川
の
先

祖
は
黒
川
弥
次
郎
次
綱
と
い
い
、
永
禄
年
中
（
一
五
五
八
〜
一
五
七
〇
）
に
、
田
中

刑
部
と
称
し
て
会
津
に
い
た
と
い
い
ま
す
。
東
金
の
田
中
と
い
う
地
名
に
ち
な
ん
で

称
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
黒
川
氏
の
持
っ
て
い
た
「
古
記
」
の
中
に
、
以

下
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
柿
本
人
麻
呂
と
赤
人
が
同
一
人

物
で
あ
る
こ
と
、
石
見
国
山
野
村
に
生
ま
れ
、
持
統
・
文
武
帝
に
石
見
守
と
し
て
仕

え
た
こ
と
、
彼
が
罪
を
得
て
上
総
国
の
山
辺
郡
田
中
村
に
流
さ
れ
た
こ
と
、
聖
武
天

皇
時
代
に
『
万
葉
集
』
を
選
集
す
る
際
に
許
さ
れ
て
、
位
階
を
改
め
て
、
山
辺
赤
人

と
改
名
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。
よ
っ
て
、
赤
人
と
人
麻
呂
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
資
料
に
は
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）、
田
中
村
西
法
寺
と
い
う
落
款
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
ま
ま
信
用
で
き
る
な
ら
ば
、
赤
人
の
上
総
国
山
辺
郡
出
身

説
の
確
認
で
き
る
時
期
が
大
幅
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
黒

川
氏
所
有
の
史
料
だ
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
れ
が
ど
こ
か
ら
か
発
見
さ
れ
れ

ば
、
上
総
国
山
辺
郡
の
赤
人
伝
承
の
解
明
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
見
て
き
ま
す
と
、
赤
人
の
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
は
、

『
古
今
集
』
序
に
関
す
る
注
釈
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
ら
し
く
、
そ
う
な
る
と
、

ど
う
も
中
世
前
期
に
伝
承
の
発
生
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
そ

の
頃
に
注
目
さ
れ
始
め
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
漢
数

字
の
三
、『
古
今
集
』
の
古
注
釈
の
世
界
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
、『
古
今
集
』
は
最
初
の
勅
撰
集
と
い
う
こ
と
で
、
後
々

歌
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
必
ず
学
ぶ
べ
き
も
の
、
い
わ
ゆ
る
聖
典
と
し
て
重
ん
じ
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
、
中
に
は
、
時
代
経
過
に
伴
っ
て
解
釈
が
困
難
に
な
っ
た
箇

所
で
す
と
か
、
理
解
の
及
ば
な
い
語
句
等
が
出
て
き
ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
注

釈
が
付
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
古
注
釈
の
世
界
は
、
和
歌
と
い
う
文

学
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
な
世
界
と
も
か
か
わ
っ
て
、
非
常
に
奥
深
い

世
界
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
説
話
と
い
う
形
で
、
和
歌
の
説
明

に
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
付
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、『
古
今
集
』
の
解
釈

に
つ
い
て
は
、
古
今
伝
授
と
い
う
形
が
確
立
さ
れ
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
の
秘
説
伝
授

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
古
今
伝
授
を
確
立
し
た
の

が
、
下
総
を
本
拠
地
と
し
た
千
葉
氏
の
一
族
、
東
氏
の
常
縁
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、『
古
今
集
』
古
注
釈
に
お
け
る
赤
人
上
総
出
身
説
は
、
仮
名
序
の
中
の
あ

る
一
文
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
資
料

に
仮
名
序
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
赤
人
が
柿
本
人
麻
呂
と
並
び
称
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さ
れ
て
お
り
ま
す
。「
山
の
べ
の
赤
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
歌
に
あ
や
し
く
妙
な

り
け
り
」
と
あ
っ
て
、
問
題
は
両
者
の
和
歌
の
能
力
を
比
べ
た
次
の
一
文
で
す
。「
人

ま
ろ
は
赤
人
が
上
に
立
た
む
事
難
く
、
赤
人
は
人
ま
ろ
が
下
に
立
た
む
事
難
く
な
む

あ
り
け
る
」。
ま
ず
前
半
は
、
人
麻
呂
は
赤
人
の
上
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂

は
赤
人
に
対
し
て
、
対
等
か
そ
れ
よ
り
下
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
後
半
は
、

赤
人
は
人
麻
呂
の
下
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
赤
人
は
人
麻
呂
の
対
等
か
上

位
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
赤
人
は
人
麻
呂
よ
り
上
位
、
あ
る
い
は
両
者
が
対
等

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
一
文
は
そ
れ
で
理
解
が
で
き
る
。
し
か
し
、
仮
名
序
に
も
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
柿
本
人
麻
呂
は
、
歌
の
聖
と
ま
で
言
わ
れ
た
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、『
古
今

集
』
所
収
歌
の
中
に
は
、「
詠
み
人
知
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
人
麻
呂
が

詠
ん
だ
歌
だ
と
い
う
左
注
が
付
い
て
い
る
和
歌
が
あ
る
。
し
か
し
、
赤
人
の
歌
は
採

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
赤
人
の
歌
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
赤
人
の
ほ
う
が

人
麻
呂
よ
り
優
秀
だ
と
言
い
な
が
ら
、
赤
人
の
歌
は
一
首
も
入
っ
て
い
な
い
の
は
妙

で
あ
る
、
し
か
も
人
麻
呂
は
歌
の
聖
だ
と
い
う
こ
と
で
、「
二
人
が
同
一
人
物
で
あ

る
」
と
い
っ
た
一
つ
の
解
釈
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
赤
人
の
伝
説
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
人
麻
呂
に
関
す
る
伝
説

も
外
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
が
、
今
回
は
東
金
の
話
題
と
い
う
こ
と
で
、
人

麻
呂
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
し
く
触
れ
ま
せ
ん
。
赤
人
と
人
麻
呂
、
両
方
見
て
い
く

中
で
、
ま
た
分
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
赤
人
上
総
出
身
説
に
つ
い
て
、
古
注
釈
の
世
界
で
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
さ
ら
に
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

①
に
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
と
い
う
書
物
か
ら
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。
見
出

し
に
「
三
流
抄
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
資
料
を
紹
介
さ
れ
た
片
桐
洋
一

先
生
が
、
他
の
系
統
と
区
別
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
総
称
で
す
。
古
注
釈
の
世
界

は
本
当
に
複
雑
で
し
て
、
中
身
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
書
物
の
名
前
が
違
っ
た
り
、
あ

る
い
は
同
じ
よ
う
な
名
前
で
あ
っ
て
も
よ
く
読
む
と
内
容
が
違
っ
た
り
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。「
三
流
抄
」
と
い
う
の
は
、
内
容
が
類
似
し
た
、
あ
る
一
つ
の
系
統

に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
仮
の
名
称
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）

か
そ
れ
を
大
幅
に
下
ら
な
い
時
期
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
一
本
、
片
桐
先
生
所
蔵
の
『
古
今
和
歌
集
序
講
義
問
答
秘
書
』
に
、「
山
辺

ノ
赤
人
ト
云
人
ア
リ
ト
ハ
、
是
ヲ
或
人
ハ
大
和
国
山
辺
ニ
住
ケ
ル
人
ト
云
。
真
ニ
ハ

シ
カ
ラ
ズ
。
上
総
国
山
辺
ノ
郷
ヨ
リ
聖
武
ノ
御
時
初
テ
上
ル
人
也
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
は
山
辺
郡
と
し
か
書
い
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
書
物
の
記
事
を

そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら
ば
、
東
金
成
東
付
近
を
含
む
山
辺
郡
出
身
と
い
う
説
が
、
少

な
く
と
も
十
三
世
紀
末
に
は
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
じ
系
統
の
本

で
天
理
図
書
館
所
蔵
『
古
今
集
序
問
答
』
で
は
、
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
が
あ
り
ま
し

て
、
藤
原
上
総
守
真
人
と
い
う
人
に
誘
わ
れ
て
上
総
か
ら
上
京
し
た
、
と
書
か
れ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
②
に
挙
げ
ま
し
た
『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
い
う
書
物
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
も
ま
た
成
立
時
期
と
い
う
の
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
、
手
が

か
り
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
※
印
の
三
番
目
に
挙
げ
ま
し
た
冷
泉
為
相
の
蔵
書
目

録
か
と
言
わ
れ
て
い
る
資
料
で
す
。
こ
の
中
に
、「
玉
伝
深
秘
」
と
い
う
書
名
が

見
え
る
の
で
、
こ
の
目
録
の
成
立
に
合
わ
せ
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
保
年
間

（
一
三
一
七
〜
一
三
一
九
）
以
前
に
は
少
な
く
と
も
原
型
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
書
物
の
中
で
は
、
大
変
具
体
的
な
地
名
を
あ
げ
な
が
ら
、



24

山辺赤人と東金―伝承の発生と展開

一
方
で
、
荒
唐
無
稽
な
赤
人
の
伝
説
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
荒
唐
無
稽
と
い
う

の
は
、
否
定
的
な
意
味
で
は
な
く
て
、
大
変
想
像
力
に
富
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
が
、
こ
の
資
料
で
は
、
人
麻
呂
の
来
歴
に
続
き
ま
し
て
、
赤
人
の
来
歴
が
二
種
類

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

上
段
は
、
大
和
国
山
辺
郡
の
出
身
と
い
う
説
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
中
に
も
い
ろ

い
ろ
と
興
味
深
い
話
は
あ
り
ま
し
て
、
赤
人
は
も
と
も
と
人
間
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
語
り
口
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
二
行
目
、
顔
や
体
が
少
し
赤
く
、
三
十
歳
ぐ
ら
い

の
人
間
が
、
大
和
国
の
忍
常
の
嶽
と
い
う
と
こ
ろ
に
忽
然
と
現
れ
た
。
周
り
の
者
は

天
狗
か
鬼
か
魔
王
か
と
い
っ
て
大
変
恐
れ
た
が
、
顔
や
体
が
赤
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

赤
人
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
天
武
の
帝
に
奏
上
し
、
命
に
よ
っ
て
都
に
上
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
し
て
、
赤
人
の
語
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
人
麻
呂
と
は
兄
弟
で
、
か
つ
て
は

二
人
と
も
「
漢
土
」
す
な
わ
ち
中
国
に
い
て
、「
左
右
の
大
臣
」
に
就
い
て
い
た
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
『
玉
伝
深
秘
巻
』
に
は
異
説
と
し
て
、
上
総
国
山
辺
郡
説
も
収
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
真
ん
中
の
段
に
掲
載
し
た
も
の
で
、
大
変
具
体
的
な
地
名
が
出
て
き
て
お

り
ま
す
。
例
え
ば
一
行
目
、
上
総
国
山
辺
郡
の
「
ふ
こ
う
い
（
本
文
「
不
幸
井
」）」

と
読
む
の
で
し
ょ
う
か
。
地
名
辞
典
等
で
調
べ
て
み
ま
し
た
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
ご
存
じ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
と
存
じ
ま
す
。
文
武
天
皇
の
御
世
、
山
辺
郡
不
幸
井
の
観
音
堂
に
老
翁
が
一
人
忽

然
と
現
れ
た
。
後
で
判
明
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
翁
は
後
に
赤
人
と
名
づ
け
ら
れ
、

彼
の
二
人
の
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
が
人
麻
呂
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

親
子
説
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

資
料
の
六
行
目
、
赤
人
は
も
と
も
と
大
唐
の
者
で
詩
賦
を
も
て
あ
そ
び
暮
ら
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
妬
ま
れ
て
、
夫
婦
二
人
う
つ
ぼ
船
に
入
れ
ら
れ
て
海
に
捨
て
ら
れ
た
。

し
か
し
、
龍
神
に
養
わ
れ
つ
つ
流
れ
て
い
く
う
ち
に
、
下
総
国
「
か
ち
と
が
崎
」
に

打
ち
上
げ
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
名
も
不
明
で
す
。
現
在
の
「
香
取
」
は
「
梶

取
」
と
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
も
し
や
と
思
っ
た
り
も
し
ま
す
。

　

下
総
国
に
流
れ
着
い
た
後
、
山
辺
郡
に
行
き
、
不
幸
井
の
観
音
堂
の
仏
を
奉
っ
て

暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
観
音
か
ら
白
い
玉
を
二
つ
い
た
だ
い
た
夢
を
見
た
。
そ
し

て
、
二
人
の
男
の
子
を
授
か
っ
て
、
兄
を
「
珍
玉
」、
弟
を
「
相
玉
」
と
名
付
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
赤
人
夫
妻
が
唐
か
ら
日
本
に
流
れ
着
く
と
き
に
、
龍
神
に
助
け
ら
れ
た

せ
い
で
し
ょ
う
、
龍
神
が
海
か
ら
や
っ
て
き
て
、
一
人
子
ど
も
を
く
れ
と
言
っ
て
き

た
。
相
玉
を
あ
げ
て
し
ま
っ
て
、
珍
玉
だ
け
を
育
て
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も
七

歳
の
と
き
に
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
悲
し
ん
だ
妻
も
死
ん
で
し
ま
う
。
そ

う
し
て
い
る
う
ち
に
、
石
見
国
に
ま
た
不
思
議
な
人
が
忽
然
と
現
れ
た
。
こ
の
「
化

人
」
は
和
歌
の
道
に
優
れ
、
帝
に
召
さ
れ
仕
え
て
い
た
が
、
こ
れ
が
実
は
珍
玉
、
す

な
わ
ち
人
麻
呂
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
人
麻
呂
が
石
見
国
で
亡

く
な
っ
た
と
い
う
説
な
ど
と
も
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
珍

玉
す
な
わ
ち
人
丸
と
親
子
の
対
面
を
果
た
し
た
翁
は
、
帝
か
ら
名
を
尋
ね
ら
れ
て
、

も
と
も
と
名
前
は
な
く
、
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
因
ん
で
「
不
幸
井
の
太
夫
」、
あ

る
い
は
い
な
く
な
っ
た
子
供
を
偲
ん
で
泣
き
暮
ら
し
て
い
た
の
で
、「
涙
太
夫
」
と

称
し
て
い
た
と
答
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
翁
の
生
国
が
上
総
国
山
辺
郡
な
の
で
山
辺
と

い
う
姓
、
顔
が
赤
い
の
で
赤
人
、
と
名
を
賜
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
『
古
今
集
』
仮
名
序
は
、
人
麻
呂
は
赤
人
の
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
伝
説
で
は
そ
の
理
由
を
、
赤
人
は
人
麻
呂
の
父
親
だ
か
ら
上

に
置
か
れ
る
、
と
親
子
関
係
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
て
お
り
ま
す
。

　

①
で
御
紹
介
し
た
「
三
流
抄
」
系
統
の
古
注
釈
と
、
こ
の
『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
の
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間
に
は
、
か
な
り
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
③
に
あ
げ
た
『
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
』

に
は
、
ま
た
異
説
が
見
え
ま
す
。
複
雑
に
か
ら
み
な
が
ら
、
徐
々
に
赤
人
の
話
が
膨

ら
ん
で
い
く
様
子
が
見
え
て
く
る
か
と
存
じ
ま
す
。『
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
』
で

は
、
人
麻
呂
が
天
皇
の
后
を
犯
し
た
罪
で
上
総
国
に
配
流
さ
れ
た
が
、『
万
葉
集
』

編
纂
に
際
し
て
召
し
返
し
て
判
者
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
姓
を
山

辺
、
名
を
赤
人
と
し
て
召
し
返
し
た
と
い
う
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

『
上
総
国
誌
』
に
み
え
た
黒
川
氏
所
有
の
「
古
記
」
と
相
通
ず
る
も
の
で
、
注
目
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
古
注
釈
の
書
は
、
複
数
の
写
本
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
初
雁
文
庫
旧
蔵
の

一
本
に
よ
れ
ば
「
正
安
二
年
二
月
十
八
日　

前
大
納
言
為
世
在
判
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
二
条
家
流
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
年
記
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
正
安
二
年
は
一
三
〇
一
年
に
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
④
と
し
て
、
地
誌
や
東
金
ゆ
か
り
の
史
料
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
「
飛
鳥

井
家
古
今
抄
」
あ
る
い
は
「
古
今
栄
雅
抄
」
と
思
わ
れ
る
注
釈
書
か
ら
該
当
部
分
を

挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　

引
用
部
分
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
辺
り
で
す
が
、「
上
総
国
山
辺
郡
の
人
な
り
。
彼

所
に
廟
、
今
に
あ
り
、
旅
客
歌
を
か
き
付
る
と
也
。
彼
所
に
さ
ゝ
栗
と
て
、
長
一
尺

ば
か
り
あ
る
に
、
栗
の
な
る
と
、
か
の
国
の
住
人
物
語
あ
れ
ば
、
今
書
き
つ
く
る
と

こ
ろ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
初
め
て
廟
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
、

そ
の
こ
と
が
現
地
に
住
ん
で
い
る
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
注
釈
書
は
、
栄
雅
つ
ま
り
飛
鳥
井
雅
親
が
講
釈
の
際
に
用
い
た
本
を
基
に
し

つ
つ
、
そ
の
息
子
の
雅
俊
の
説
を
加
え
、
さ
ら
に
そ
の
弟
子
速
水
親
祐
の
伝
授
を
受

け
た
玉
信
と
い
う
人
物
が
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
玉
信
に
つ
い

て
は
素
性
が
全
く
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
二
月
十
八
日

書
写
と
奥
書
に
あ
り
ま
す
が
、
関
係
者
の
生
没
年
よ
り
、
内
容
的
に
は
、
大
体
十
五

世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
半
ば
に
か
け
て
記
録
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
と
存
じ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
古
注
釈
を
み
て
き
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
十
四
〜
十
五
世
紀
頃
に
は
、

『
古
今
集
』
古
注
釈
の
一
部
で
、
赤
人
の
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
は
広
が
り
つ
つ
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
で
す
。
今
回
取
り
上
げ
た
資
料
の
成
立
年
代
や
素
性

を
す
べ
て
確
定
す
る
の
は
大
変
困
難
な
こ
と
で
す
が
、
仮
に
先
行
研
究
に
よ
る
推
定

成
立
年
代
が
全
て
正
し
い
と
い
う
前
提
で
考
え
ま
す
と
、
①
②
③
と
④
の
間
に
、『
上

総
国
誌
』
が
引
用
し
て
い
た
資
料
、「
永
徳
二
年
壬
戌
七
月
日　

田
中
村
西
法
寺
」

と
奥
書
が
あ
る
、
黒
川
氏
所
有
の
「
古
記
」
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
順
序
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
御
紹
介
し
た
古
注
釈
の
資
料
の
中
に
は
、
ま
だ
現
在
の
赤
人
塚

の
位
置
、
つ
ま
り
東
金
市
田
中
に
相
当
す
る
具
体
的
な
地
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
、
黒
川
氏
所
有
の
「
古
記
」
と
『
古
今
栄
雅
抄
』
を
合
わ
せ
考
え
る

な
ら
ば
、『
栄
雅
抄
』
の
述
べ
る
「
彼
所
」
が
田
中
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
安
川
柳
渓
が
閲
覧
し
た
黒
川
氏
所
有
の
「
古
記
」
が
、
現

在
の
東
金
市
田
中
の
赤
人
塚
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
資
料
に
な
っ
て
く
る
と
い
う

こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
、
黒
川
氏
「
古
記
」
が
、『
古
今
和
歌

集
灌
頂
口
伝
』
に
類
す
る
書
物
を
土
台
と
し
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
今
回
は
こ
れ
ら
の
点
に
調
査
が
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

今
後
、
継
続
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
資
料
四
枚
目
の
漢
数
字
四
の
箇
所
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
ら
古
注
釈
の
継
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承
者
と
上
総
国
山
辺
郡
を
結
び
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
の

で
す
が
、
ど
の
時
代
に
照
準
を
あ
て
る
か
に
よ
っ
て
関
係
を
示
唆
す
る
材
料
が
異

な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
先
ほ
ど
の
古
注
釈
の
①
②
③
の
伝
授
の
中
で
重

要
人
物
と
な
る
藤
原
為
顕
と
、
そ
れ
か
ら
為
相
の
周
辺
を
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
ま

し
た
。
こ
の
歌
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
定
家
の
子
で
あ
る
為
家
の
息
子
、
す
な
わ
ち
定

家
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
関
東
に
歌
壇
を
形
成
し
ま
し
た
。

　

定
家
の
子
供
で
あ
る
為
家
は
京
で
活
躍
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
子
ど
も

の
代
に
冷
泉
、
二
条
、
京
極
と
い
う
三
つ
の
家
に
分
か
れ
て
、
家
の
相
続
や
歌
壇
で

の
主
導
権
で
の
争
い
を
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
為
相
や
為
顕
ら
は
、
関
東
の
ほ
う
に

む
し
ろ
活
躍
の
機
会
を
求
め
て
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
為
顕
の
場
合
は
、
弘
安
元
年

（
一
二
七
八
）
以
前
よ
り
関
東
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
に
挙
げ
た
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』、
①
の
古
注
釈
が
弘
安
九
年
か
そ
れ
を
大

幅
に
く
だ
ら
な
い
時
期
の
成
立
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
よ
り
前
に
為
顕
は

関
東
に
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
為
顕
か
ら
何
種
類
か
の
『
古
今
集
』
の
古
注
釈
を
受
け
継
い
で
い
る
人
物
と

し
て
、
能
基
（
の
う
き
）
と
い
う
僧
侶
の
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

人
物
は
、
系
図
の
中
に
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
朝
基
（
と
も
も
と
カ
）
の
子
と
書

い
て
あ
る
資
料
が
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
も
下
野
国
、
今
の
栃
木
県
に
本
拠
地
を
築
い

て
宇
都
宮
歌
壇
を
形
成
し
た
宇
都
宮
氏
の
出
身
の
よ
う
で
す
。
こ
の
家
系
に
は
、
為

家
の
妻
に
な
っ
た
女
性
も
い
ま
し
て
、
二
条
為
氏
と
為
教
を
生
ん
で
い
ま
す
。『
古

今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
』
相
承
の
系
譜
に
為
世
の
名
が
見
え
ま
す
が
、
彼
は
為
氏
の
子

ど
も
で
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
冷
泉
為
相
は
為
氏
と
相
続
問
題
で
争
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
関
係
で
弘

安
、
正
応
の
頃
か
ら
、
鎌
倉
と
京
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
て
、
鎌
倉
歌
壇
の
指

導
も
行
な
い
ま
し
た
。
為
相
の
墓
は
鎌
倉
の
浄
光
明
寺
に
あ
り
ま
す
が
、
浄
光
明
寺

は
、
北
条
長
時
が
再
興
し
た
寺
で
そ
の
寺
領
が
上
総
国
の
山
辺
郡
に
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
長
時
が
東
金
に
住
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
松
之
郷
に
久
我
城
を
建
て

て
お
り
ま
す
。

　

決
定
的
な
も
の
は
何
も
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
他
に
も
関
係
を
示
す
材
料

は
複
数
あ
り
ま
す
。
上
総
国
山
辺
郡
が
歌
壇
の
動
き
と
何
ら
か
連
動
す
る
環
境
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
最
後
は
、
こ
こ
ま
で
の
話
と
離
れ
ま
す
が
、
山
口
志
道
と
赤
人
に
つ
い
て

少
し
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
、
赤
人
と
上
総
国
山
辺
郡
と
の
つ
な
が
り
は
、『
古
今
集
』、
特
に
仮
名

序
の
注
釈
史
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
お
そ

ら
く
そ
れ
ら
を
受
け
て
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
近
世
に
な
り
ま
す
と
、
赤
人
の
和
歌
の

中
で
も
有
名
な
「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
真
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は

降
り
け
る
」
の
注
釈
に
お
い
て
、
や
は
り
赤
人
上
総
国
出
身
説
に
触
れ
る
も
の
が
出

て
ま
い
り
ま
す
。
資
料
に
は
『
万
葉
集
』
か
ら
引
用
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
御
承
知

の
と
お
り
『
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
て
い
て
、
主
に
『
百
人
一
首
』
の
注
釈
に
お
い

て
、
そ
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
今
回
は
山
口
志
道
の
み
を
と
り
あ
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
は

今
回
の
講
演
の
要
旨
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
偶
然
で
す
が
、
志
道
出
身
地
と
彼
の

理
解
し
た
赤
人
関
係
地
の
三
つ
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
本
学
の
拠
点
と
も
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
本
学
は
今
度
鴨
川
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
建
設
い
た
し
ま
し
た
が
、

志
道
は
長
狭
郡
吉
尾
村
、
現
在
の
鴨
川
市
の
出
身
で
す
。
そ
し
て
、
志
道
は
、
赤
人

の
詠
ん
だ
「
田
子
の
浦
」
が
、
通
常
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
駿
河
国
の
地
名
で
は
な

く
て
、
鋸
南
町
の
勝
山
一
帯
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。
鋸
南
町
は
本
学
の
施
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設
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
が
あ
る
場
所
で
す
。

　

志
道
は
、
国
学
者
で
、
神
代
学
と
い
う
言
霊
を
重
視
し
た
神
道
の
一
つ
の
学
問
体

系
を
築
い
た
人
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
古
注
釈
の
影
響
は
い
ろ
い
ろ
受
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
資
料
に
挙
げ
ま
し
た
『
百
首
正
解
』

を
見
る
限
り
、
あ
ま
り
直
接
的
な
影
響
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
が
勝

山
の
風
景
か
ら
見
た
と
き
に
、
光
の
当
た
り
具
合
な
ど
を
非
常
に
事
細
か
に
検
証
し

て
、
駿
河
よ
り
も
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
赤
人
の
詠
ん
だ
風
景
に
合
っ
て
い
る
と
述
べ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
賀
茂
真
淵
の
名
前
は
出
て
く
る
も
の
の
、
他
の
古
注
釈

と
あ
ま
り
連
動
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
た
だ
、
直
接
的
で
な
い
に
し
も
て
、
志
道

説
の
背
景
も
ま
た
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
『
百
人
一
首
』
の
注
釈
書
の
中
に
、
田
子
の
浦
の
所
在
地
を
上
総
と
し
て
い
る
も

の
は
、
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
で
、
今
回
御
紹
介
し
た
『
古
今
集
』
の
注

釈
の
関
係
、
特
に
為
顕
流
と
言
わ
れ
る
も
の
の
中
に
、「
柿
本
人
磨
之
事
」
と
題
し

て
柿
本
人
麻
呂
の
伝
記
を
取
り
出
し
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
奥
書
が
下
段
に

引
用
し
た
も
の
で
す
が
、
二
行
目
の
と
こ
ろ
に
、
あ
る
人
が
言
っ
た
こ
と
と
し
て
、

『
万
葉
集
』
に
赤
人
が
富
士
山
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
国
に
来
た
者
で

な
け
れ
ば
詠
め
な
い
だ
ろ
う
、
人
麿
が
名
前
を
変
え
て
上
総
国
か
ら
都
に
戻
る
時
に

詠
ん
だ
も
の
か
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
に
、
赤
人
の
上
総
出
身
説
と

富
士
の
歌
を
結
び
つ
け
る
意
識
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
か
な
り
多
く
の
資
料
を
提
示
い
た
し
ま
し
て
、
逆
に
今
後
の
課
題
は
増
え

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
時
間
も
参
り
ま
し
た
の
で
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
、
為
家
の
子
ど
も
の
代
、
為
顕
や
為
相
の

関
東
下
向
に
よ
る
上
総
国
山
辺
郡
の
〝
再
発
見
〞
と
い
う
べ
き
事
柄
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
単
に
こ
の
地
を
改
め
て
認
識
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
「
こ
こ
に

も
山
辺
郡
が
あ
る
、
こ
こ
は
赤
人
の
出
身
地
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
想
が
生
じ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
黒
川
氏
の
「
古
記
」
か
ら
『
古
今

栄
雅
抄
』
成
立
の
間
く
ら
い
、
つ
ま
り
十
四
世
紀
半
ば
か
ら
十
六
世
紀
前
半
く
ら
い

の
間
に
、
何
者
か
上
総
国
山
辺
郡
に
赤
人
の
跡
を
留
め
よ
う
と
廟
を
作
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
仮
説
と
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
関
東
歌
壇
の
、
京
都
歌
壇
へ
の
対
抗
意
識
と
い
う
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
麻
呂
と
赤
人
は
、
並
び
称
さ
れ
な
が
ら
、
人
麻
呂
の
神

格
化
が
か
な
り
早
く
か
ら
明
確
な
形
で
な
さ
れ
る
一
方
で
、
赤
人
は
そ
れ
と
対
応
す

る
ほ
ど
の
扱
い
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
っ
て
、
関
東
に
下
っ
た
為
顕
や
為
相

が
、
関
東
出
身
の
天
才
歌
人
と
し
て
赤
人
を
担
ぎ
出
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
京
都
勢
が
著
し
た
古
注
釈
に
上
総
国
出
身
説
が
全

く
出
て
こ
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
慎
重
な
検
討
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
古
注
釈
の
世
界
は
秘
説
と
さ
れ
る
事
柄
も
多
い
の
で
、
あ
え
て
文
字
に
し

な
い
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
書
い
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
著
者
が

知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
説
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

厳
密
に
言
え
ば
、
明
ら
か
に
大
和
国
山
辺
郡
の
出
身
だ
と
書
い
て
あ
っ
て
は
じ
め
て

上
総
国
出
身
説
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
。
ま
ず
、『
古
今
集
』
古
注
釈
の
資
料
と
現
地
資

料
と
の
接
点
と
な
る
、
黒
川
氏
と
そ
の
所
有
の
「
古
記
」
に
つ
い
て
の
調
査
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
や
は
り
現
地
資
料
や
地
誌
に
名
前
が
見
え
た
酒
井
越
中
守
定
隆
、
そ

の
父
で
東
金
城
と
土
気
城
の
城
主
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
浜
春
利
（
治
敏
）
や
そ
の
周

辺
も
、
古
今
伝
授
の
東
常
縁
と
の
関
係
な
ど
か
ら
見
逃
せ
な
い
人
物
で
す
。

　

ま
た
、『
玉
伝
深
秘
巻
』「
赤
人
縁
起
」
や
「
法
光
寺
什
宝
産
之
珠
縁
起
」
な
ど
に
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み
え
る
、
玉
や
龍
の
モ
チ
ー
フ
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
江
畑
耕
作
氏
が
御

著
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
成
東
の
珍
宝
山
真
行
寺
（
廃
寺
）
の
資
料
に
も
こ
れ
ら

の
モ
チ
ー
フ
は
共
通
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
光
寺
に
つ
い
て
日
蓮
宗
に
改
宗
す
る
以
前
は
真
言
宗
で
あ
っ
た
と
申
し

上
げ
ま
し
た
。
為
顕
流
の
『
古
今
集
』
注
を
筆
写
し
た
能
基
と
い
う
人
物
は
、
伊
豆

山
の
密
厳
院
別
当
覚
玄
と
い
う
人
に
弟
子
と
し
て
付
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
伊

豆
山
の
密
厳
院
は
、
源
頼
朝
の
伊
豆
山
の
逃
亡
説
話
を
広
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
こ
に
は
真
言
を
中
心
と
し
て
、
天
台
の
教
理
も
入
っ
て
き
て
い
て
、
関

東
の
お
け
る
一
種
の
説
話
造
成
基
地
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
あ
た
り
の
活
動
と
上
総
国
山
辺
郡
と
が
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
。

　

そ
し
て
、
下
総
・
上
総
地
域
を
中
心
と
す
る
中
世
の
歌
人
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
既
に
多
く
の
方
が
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と

赤
人
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
く
る
の
か
。
例
え
ば
、
私
も
、
平
成
十
年
に
開

催
さ
れ
た
「
文
学
史
と
房
総
Ⅰ
」
で
「
物
語
伝
承
圏
と
佐
倉
―
『
雲
玉
和
歌
集
』
を

読
む
―
」
と
題
し
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、『
雲
玉
和
歌
集
』
と
い
う

私
家
集
が
永
正
十
一
年
（
一
五
一
四
）
に
佐
倉
で
編
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

こ
れ
と
強
い
関
係
を
持
つ
『
塵
荊
抄
』
と
い
う
説
話
集
が
あ
っ
て
、
こ
の
書
物
が
今

日
ご
紹
介
し
た
『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
大
変
強
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
で
す
が
、
関
東
に
お
い
て
編
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
説
話
集
や

歌
集
の
成
立
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
東
金
の
赤
人
伝
説
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
面
白
そ
う
な
材
料
が
た
く
さ

ん
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
は
、
掘
り
出
し
た
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大

変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
以
上
で
今
回
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
講
演
終
了
後
、
外
山
信
司
氏
よ
り
日
泰
上
人
の
名
が
『
雲
玉
和
歌
抄
』
に
見
え
る
こ
と
を

御
指
摘
い
た
だ
い
た
。
日
泰
は
、
日
蓮
宗
妙
満
寺
派
の
僧
で
、
武
蔵
国
品
川
の
妙
蓮
寺
を

拠
点
に
伊
豆
や
相
模
に
活
動
し
た
。
そ
の
後
、
下
総
国
浜
村
に
本
行
寺
を
建
立
、
布
教
の

拠
点
と
し
た
。
品
川
と
の
行
き
来
の
船
に
乗
り
合
せ
た
酒
井
定
隆
が
そ
の
教
え
に
感
激
し
、

東
金
・
土
気
城
主
と
な
っ
た
暁
に
、
浜
村
と
片
貝
村
一
帯
を
日
蓮
宗
に
改
宗
さ
せ
た
（
七

里
法
華
）。
法
光
寺
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

※
同
じ
く
、
飯
高
和
夫
氏
か
ら
は
法
光
寺
蔵
「
慶
安
二
年
新
寺
検
地
帳
」（
原
本
焼
失
）
の
複

写
を
御
恵
贈
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
田
中
村
の
黒
川
氏
の
名
が
見
え
る
。
稿
者
自
身
、
後

日
気
付
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
日
蓮
宗
妙
満
寺
派
の
開
祖
日
什
は
会
津
黒
川
の
出
で
あ
る
。

そ
れ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
氏
で
あ
ろ
う
か
。

※
以
上
、
細
部
に
つ
い
て
は
再
考
し
、
稿
を
改
め
た
い
。

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
助
教
授
）


