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一

所
謂
民
間
伝
承
と
い
ふ
言
葉
を
、
初
め
て
公
に
使
は
れ
た
の
は
、
た
し
か
松

村
武
雄
さ
ん
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
現
在
、
柳
田
国
男
先
生

は
じ
め
、
我
々
も
使
う
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
、
こ
の
民
間
伝
承
の

う
ち
の
、
言
語
伝
承
の
移
り
変
り
に
就
い
て
、
述
べ
た
い
と
思
ふ
。
言
語
伝

承
に
は
、
言
語
の
形
式
と
、
言
語
そ
の
も
の
と
、
二
つ
の
方
面
が
あ
る
が
、

此
話
で
は
、
只
今
残
つ
て
居
る
も
の
で
は
な
く
、
大
分
以
前
に
、
固
定
し
た

も
の
に
就
い
て
、
話
し
て
見
た
い
。
実
は
、
言
語
の
問
題
は
、
一
々
、
例
に

つ
い
て
、
論
議
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
時
間
の
都
合
上
、
そ
れ
は
止
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め
て
、
大
略
の
処
に
就
い
て
、
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

元
来
、
民
間
伝
承
は
、
言
葉
の
外
は
、
何
も
伝
へ
る
も
の
が
無
か
つ
た
訣
で

あ
る
か
ら
、
言
語
伝
承
は
伝
へ
る
も
の
ゝ
総
て
だ
、
と
考
へ
て
よ
い
筈
で
あ

る
。
而
も
、
言
語
と
い
ふ
も
の
は
、
直
ぐ
に
消
え
て
了
う
て
、
そ
こ
に
は
、

た
ゞ
信
仰
的
な
も
の
ゝ
み
が
残
る
。
そ
れ
で
、
呪
詞
・
唱
詞
系
統
の
も
の
が
、

永
遠
の
生
命
を
保
つ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
録
が
出
来
る
と
、

伝
承
の
為
事
は
、
そ
れ
に
任
さ
れ
る
や
う
に
な
る
。

今
日
の
文
章
は
、
言
文
一
致
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
昔
は
さ
う
で
な

か
つ
た
。
ず
つ
と
大
昔
に
は
、
言
葉
と
文
章
と
の
区
別
が
無
か
つ
た
、
と
い

ふ
の
が
定
説
だ
が
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
さ
う
は
思
へ
な
い
。
我
が
国
に

は
、
言
文
一
致
の
時
代
は
、
無
か
つ
た
と
思
ふ
。
概
念
的
に
、
大
ざ
つ
ぱ
に
、
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奈
良
・
平
安
時
代
の
も
の
を
読
む
と
、
言
文
一
致
の
様
に
も
見
え
る
が
、
細

か
く
つ
ゝ
く
と
、
さ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

口
頭
伝
承
と
、
言
語
と
は
、
別
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
段
々
時

代
の
経
る
に
従
う
て
変
化
し
て
行
く
も
の
で
、
民
族
が
古
け
れ
ば
古
い
程
、

多
く
変
化
す
る
。
が
、
口
頭
伝
承
の
方
は
、
一
部
分
は
、
時
代
と
調
和
す
る

が
、
段
々
時
代
の
経
過
す
る
に
つ
れ
て
、
其
処
に
変
な
、
鵺
の
や
う
な
文
章

が
出
来
上
る
。
こ
れ
の
一
番
発
達
し
た
も
の
が
、
平
安
朝
の
女
官
の
書
い
た
、

所
謂
女
房
の
文
学
で
、
一
見
、
口
語
の
現
し
方
と
同
じ
や
う
に
見
え
な
が
ら
、

そ
の
変
な
所
が
、
あ
り
〳
〵
と
見
え
る
。

一
体
文
体
が
、
口
頭
伝
承
と
言
語
と
に
、
分
化
し
た
の
は
、
ど
う
い
ふ
訣
か

と
い
ふ
と
、
畢
竟
は
、
口
頭
伝
承
を
尊
敬
す
る
考
へ
の
出
て
来
る
所
に
、
原
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因
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
今
私
は
、
文
語
は
、
口
の
上
に
記
録
し
、
頭
に
記
憶

す
る
責
任
を
感
じ
て
ゐ
る
文
章
だ
、
と
云
う
て
置
き
た
い
。
文
語
に
は
、
尊

敬
に
伴
う
て
、
固
定
が
あ
る
。
此
に
反
し
て
、
言
語
は
段
々
、
発
達
し
て
行

く
。
こ
ゝ
に
、
分
化
が
生
じ
る
の
で
あ
つ
て
、
其
が
愈
、
紙
の
上
の
記
録
に

う
つ
る
と
、
そ
こ
に
截
然
と
、
区
別
が
立
つ
て
来
る
。

　
　
　
　
　
二

尚
、
文
語
に
関
し
て
は
、
も
つ
と
立
ち
入
つ
た
考
へ
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
其
に
一
番
適
切
な
の
は
、
呪
詞
・
唱
詞
で
あ
る
。
此
は
、
永
遠
に
繰
り

返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
居
た
が
、
段
々
脱
落
変
化
し
て
、
其
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う
ち
、
最
大
切
な
も
の
だ
け
が
、
最
後
に
残
つ
て
、
歌
と
諺
と
に
な
つ
た
。

諺
は
、
私
の
考
へ
で
は
、
神
の
言
葉
の
中
に
あ
つ
た
命
令
だ
と
思
ふ
。
即
、

神
の
言
葉
に
も
、
次
第
に
、
会
話
と
地
と
の
部
分
が
出
来
て
、
其
中
の
端
的

な
命
令
の
言
葉
が
、
諺
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
此
に
対
し
て
、
神
か
ら
命
令
を

う
け
る
者
　
　
す
ぴ
り
つ
と
の
や
う
な
も
の
　
　
の
応
へ
る
言
葉
が
あ
つ
て
、

そ
の
一
番
大
事
な
部
分
が
、
歌
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
、
歌
に
は
、
衷
情
を
訴

へ
る
も
の
が
あ
る
訣
で
あ
る
。

此
応
へ
の
言
葉
が
、
段
々
発
達
し
た
。
記
録
を
調
べ
て
も
、
神
の
命
令
の
言

葉
は
短
く
、
其
に
応
へ
る
言
葉
は
、
長
く
な
つ
て
行
つ
て
ゐ
る
傾
向
が
窺
は

れ
る
。
諺
は
、
其
形
を
変
へ
ま
い
〳
〵
と
し
た
為
に
、
意
味
の
不
明
に
な
つ

て
了
う
た
も
の
が
、
可
な
り
に
あ
る
。
か
の
い
ろ
は
が
る
た
な
ど
も
其
だ
と
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考
へ
ら
れ
る
。
此
に
反
し
、
歌
は
、
絶
え
ず
変
化
し
、
進
ん
で
行
つ
て
、
今

度
は
歌
が
、
世
の
中
の
文
章
を
起
す
心
持
ち
を
刺
激
し
た
。
さ
う
し
て
、
奈

良
朝
時
代
に
な
つ
て
出
来
上
つ
た
も
の
が
、
宣
命
で
あ
り
、
祝
詞
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
章
に
は
、
あ
る
極
つ
た
形
が
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
存
し
て

ゐ
る
祝
詞
は
、
皆
平
安
朝
の
息
が
、
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
か
ら
、
か

の
歌
に
刺
戟
さ
れ
て
起
り
、
且
紙
の
上
に
書
か
れ
た
文
章
と
し
て
は
、
今
の

と
こ
ろ
、
第
一
に
宣
命
を
考
へ
る
よ
り
外
は
な
い
。
此
宣
命
は
既
に
、
そ
れ

以
前
か
ら
固
定
し
、
生
命
を
失
う
て
ゐ
た
神
の
言
葉
を
、
其
頃
の
言
葉
と
妥

協
さ
せ
た
。
そ
れ
故
宣
命
に
は
、
奈
良
朝
の
文
章
と
、
さ
う
で
な
い
部
分
と

が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
ふ
と
、
其
処
に
は
新
し
く
考
へ

た
語
法
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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宣
命
の
言
葉
は
、
か
な
り
古
い
も
の
だ
、
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

其
を
作
つ
た
者
は
学
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
学
者
達
が
、
古
い
歌
を
省
み
て
、

言
葉
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宣
命
に
は
、
非
常
に
造
語
が
多

い
の
で
あ
る
。
万
葉
集
で
も
、
学
者
達
の
作
つ
た
長
歌
に
は
、
沢
山
の
造
語

が
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
口
頭
伝
承
に
は
、
か
う
い
ふ
言
葉
が
あ
る
か
ら
、
か

う
い
ふ
使
ひ
方
を
す
れ
ば
、
新
し
い
言
葉
が
出
来
る
、
と
考
へ
て
ゐ
た
跡
が

窺
は
れ
る
。
わ
り
あ
ひ
に
、
理
く
つ
の
尠
い
歌
で
さ
へ
さ
う
で
あ
る
か
ら
、

宣
命
だ
と
て
、
一
々
、
信
用
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
其
時
代
の
言
葉
と
、

古
語
と
を
調
和
さ
せ
た
、
鵺
の
や
う
な
言
葉
が
多
い
の
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
延
言
　
　
奈
良
朝
以
前
か
ら
、
ず
つ
と
後
ま
で
あ
つ
た

　
　
の
非
常
に
多
い
と
い
ふ
事
が
、
此
を
証
拠
だ
て
ゝ
ゐ
る
。
此
事
は
、
宣
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命
或
は
、
作
者
名
の
明
ら
か
な
長
歌
類
を
見
る
と
よ
く
訣
る
。
が
実
は
、
此

延
言
に
は
間
違
ひ
が
多
か
つ
た
。
殊
に
、
僧
侶
の
作
者
の
も
の
に
は
、
此
事

が
云
へ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
此
ら
の
造
語
は
、
造
語
な
る
が
故
に
、
既
に
、
自
由
に
使
用
の

出
来
な
い
、
幾
多
の
運
命
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
宣
命
を
、
他

の
文
章
と
較
べ
て
見
る
と
、
浮
き
上
つ
て
、
異
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
訣
る
。
此

を
古
い
言
葉
を
継
い
で
ゐ
る
か
ら
だ
、
と
簡
単
に
云
う
て
了
ふ
こ
と
は
出
来

な
い
。
言
葉
に
、
生
き
〳
〵
し
た
処
と
、
死
ん
だ
や
う
な
処
と
の
混
つ
て
ゐ

る
の
は
、
そ
れ
以
外
に
、
目
を
向
け
て
見
ね
ば
訣
ら
ぬ
と
思
ふ
。

右
に
述
べ
た
様
な
、
宣
命
の
形
を
取
り
込
ん
で
、
平
安
朝
に
な
つ
て
、
古
く

固
定
し
た
、
祝
詞
や
唱
詞
を
改
作
し
た
も
の
が
、
延
喜
式
の
祝
詞
で
あ
る
。

10古代に於ける言語伝承の推移



古
い
学
者
は
、
宣
命
は
、
奈
良
朝
の
祝
詞
を
模
倣
し
た
と
言
う
て
ゐ
る
が
、

さ
う
で
は
な
い
。
延
喜
式
祝
詞
は
、
奈
良
朝
の
祝
詞
の
言
葉
を
取
り
込
ん
で
、

そ
れ
に
、
古
い
言
葉
を
配
当
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
か
う
し
て
出
来
上
つ

た
文
章
は
、
変
な
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
昔
の
人
に
、
訣
つ
て

ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
甚
不
思
議
で
あ
る
。

我
々
が
、
祝
詞
を
講
義
を
す
る
に
も
、
不
明
で
解
け
な
い
個
処
が
あ
る
。
が
、

此
が
解
け
る
と
い
ふ
の
は
、
我
々
が
其
を
、
合
理
化
し
て
考
へ
る
か
ら
で
あ

る
。
実
際
を
い
ふ
と
、
祝
詞
は
訣
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
訣
ら
ぬ
も
の
と
し
て

扱
ふ
と
、
訣
ら
な
い
理
由
が
、
訣
つ
て
来
る
。
す
る
と
、
訣
ら
ぬ
も
の
が
、

訣
る
わ
け
で
あ
る
。
訣
る
も
の
と
し
て
扱
ふ
と
、
合
理
化
に
ひ
き
つ
け
ら
れ

て
結
局
、
訣
つ
て
、
訣
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
事
を
い
ふ
と
、
菎
蒻
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問
答
の
や
う
で
、
変
な
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
、
此
が
実
際
で
あ
る
。

昔
か
ら
唱
へ
伝
へ
て
ゐ
る
古
い
文
章
は
、
そ
れ
を
扱
ふ
人
に
、
は
つ
き
り
と

訣
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
処
が
、
そ
れ
を
何
遍
で
も
、
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
訣
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
、
自
分
の
解
釈
を
当
て
は
め
て
扱
う

た
。
そ
の
為
に
、
其
処
に
段
々
、
合
理
化
が
行
は
れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。

か
う
し
た
言
葉
が
、
言
語
以
外
に
口
頭
詞
章
と
し
て
、
伝
へ
ら
れ
る
場
合
に

は
、
単
な
る
伝
承
者
と
、
新
し
く
創
作
し
よ
う
と
す
る
者
と
の
相
違
に
よ
つ

て
、
非
常
な
隔
り
が
生
じ
る
。
伝
承
の
変
化
は
、
変
化
が
自
然
で
あ
る
が
、

作
ら
う
と
す
る
場
合
に
は
、
学
者
が
意
識
的
に
、
自
分
が
勝
手
に
解
釈
し
て

用
ゐ
て
行
く
か
ら
、
其
処
に
不
自
然
な
も
の
が
出
来
て
来
る
。
従
つ
て
、
古

く
か
ら
伝
承
せ
ら
れ
た
言
葉
の
中
に
も
、
造
語
が
多
い
わ
け
で
あ
る
。
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か
う
考
へ
る
と
、
語
原
を
討
ね
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
難
し
い
事
で
あ
る
。
古

い
言
葉
を
調
べ
て
見
る
と
、
語
原
の
先
に
、
ま
だ
そ
の
語
原
の
あ
る
事
が
訣

る
。
さ
う
な
る
と
、
全
く
見
当
が
つ
か
な
い
。
日
本
の
辞
書
も
、
只
あ
ゝ
い

ふ
風
に
、
常
識
的
に
、
語
を
陳
列
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
も
つ
と
つ
き

つ
め
た
事
に
な
る
と
、
何
も
わ
か
つ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
悲
し
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
が
、
新
し
い
研
究
の
、
刺
戟
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
ふ
。
今
ま
で
の
用
語
例
と
い
ふ
も
の
が
、
既
に
固
定
し
て
了
う
て
ゐ
て
、

我
々
の
拓
か
ね
ば
な
ら
ぬ
所
が
多
い
か
ら
、
張
り
合
ひ
が
あ
る
訣
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
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次
に
、
口
頭
伝
承
の
言
葉
で
、
段
々
、
口
語
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
も
の
が

あ
る
。
其
は
、
貴
族
の
し
た
事
で
あ
つ
て
、
古
語
を
そ
の
生
活
の
上
に
活
か

し
て
用
ゐ
た
の
で
、
古
い
言
葉
が
、
生
き
て
来
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
で
、

奈
良
朝
に
無
か
つ
た
言
葉
が
、
平
安
朝
に
な
つ
て
出
て
来
る
と
い
ふ
事
に
な

る
の
で
あ
る
。
併
し
此
は
、
平
安
朝
以
前
に
、
さ
う
い
ふ
言
葉
が
無
か
つ
た
、

と
い
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
。
か
う
し
た
現
象
は
、
平
安
朝
に
到
つ
て
、
書
物

が
多
く
な
り
、
従
つ
て
記
録
せ
ら
れ
る
機
会
が
多
か
つ
た
為
に
、
現
れ
て
来

た
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
又
一
方
、
貴
族
の
語
を
模
倣
し
た
女
房
の
言
葉
が
、

記
録
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
い
ふ
、
時
代
の
変
遷
に
も
依
る
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
わ
け
で
、
何
処
か
に
伝
つ
て
ゐ
る
古
い
言
葉
と
か
、
又
は
記
録
の

文
と
か
で
、
何
か
の
場
合
に
し
か
使
は
れ
な
い
や
う
な
言
語
が
、
生
き
て
来
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る
の
で
あ
る
。
譬
へ
ば
、
上
達
部
と
い
ふ
言
葉
は
、
平
安
朝
に
な
つ
て
出
て

来
る
が
、
考
へ
て
見
る
と
、
決
し
て
平
安
朝
に
出
来
た
言
葉
で
は
な
く
、
宮

廷
と
神
社
と
を
同
じ
に
考
へ
て
ゐ
た
、
ず
つ
と
昔
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
ん
な
風
に
し
て
、
死
ん
だ
言
葉
が
生
き
て
来
、
又
文
語
と
そ
れ
と
、
調
和

し
た
様
な
言
葉
が
出
来
て
来
た
。
そ
れ
で
、
長
い
時
代
の
間
に
は
、
伝
へ
ら

れ
た
言
葉
が
、
す
つ
か
り
、
誤
解
を
重
ね
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

此
は
、
口
頭
伝
承
を
書
き
伝
へ
た
、
書
き
物
に
対
す
る
誤
解
や
、
又
誤
つ
た

直
感
が
、
働
く
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
が
此
事
は
、
表
面
の
事
実
で
あ
つ

て
、
実
は
か
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
昔
か
ら
の
根
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
言

葉
の
意
味
を
わ
か
ら
な
く
す
る
、
神
の
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

此
神
は
、
八
心
思
兼
神
と
云
は
れ
る
、
唱
詞
の
神
で
あ
る
。
中
臣
氏
の
祖
先
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だ
と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
誤
り
か
と
思
ふ
。
こ
の
神
は
、
色
々
な
意
味
を

兼
ね
た
言
葉
を
、
唱
へ
出
し
た
神
で
あ
つ
た
。
「
思
ふ
」
と
い
ふ
言
葉
を
、

我
々
は
、
内
的
な
意
味
に
考
へ
て
ゐ
る
が
、
昔
は
、
唱
へ
ご
と
を
す
る
と
い

ふ
意
味
が
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
と
い
ふ
言
葉
に
は
、

発
言
と
思
考
と
い
ふ
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
「
思
ふ
」
に
も
、
唱

へ
ご
と
を
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
用
例
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
思
兼
と
い
ふ
の

は
、
色
々
な
意
味
を
兼
ね
て
考
へ
る
、
さ
う
い
ふ
言
葉
を
拵
へ
た
神
の
名
で

あ
つ
た
。
即
言
葉
は
、
一
語
に
も
、
色
々
な
意
味
を
兼
ね
た
の
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
訣
で
、
日
本
の
言
葉
は
、
ど
う
に
で
も
解
け
る
。
此
を
又
、
尊
い

と
も
考
へ
て
居
た
。
が
、
始
め
か
ら
で
は
な
く
、
段
々
か
う
い
ふ
風
に
、
兼

ね
思
ふ
様
に
な
つ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
此
を
同
音
異
義
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
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で
は
、
説
明
出
来
な
い
。
病
気
の
祷
り
が
、
同
時
に
、
田
畑
の
祷
り
や
、
悪

魔
退
散
の
祷
り
で
あ
つ
た
り
す
る
。
即
、
言
語
の
上
に
、
譬
喩
的
な
効
果
を
、

出
来
る
だ
け
豊
か
に
、
考
へ
て
ゐ
た
時
代
が
、
古
く
か
ら
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

結
局
は
、
此
を
唱
へ
る
の
に
、
効
果
あ
る
口
頭
伝
承
が
少
い
た
め
、
そ
れ
を

い
ろ
〳
〵
に
融
通
す
る
事
に
な
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
、
八
心
思
兼
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
即
、
一
つ
の
文
章
や
単
語
が
、
い
ろ
〳
〵
の
意
味
に

考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
、
日
本
の
言
語
伝
承
が
、
推
移
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
理
由
が
あ
つ
た
。

此
推
移
の
中
、
一
番
、
目
に
つ
く
の
は
、
文
法
意
識
の
変
化
で
あ
る
が
、
余

り
興
味
の
あ
る
事
で
は
な
い
か
ら
、
こ
ゝ
で
は
省
略
し
て
お
く
。
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四

と
こ
ろ
が
、
我
々
の
使
用
し
て
ゐ
る
文
法
は
、
誰
で
も
、
平
安
朝
の
文
法
だ

と
い
ふ
が
、
此
平
安
朝
の
で
さ
へ
も
、
ま
だ
〳
〵
し
つ
か
り
し
た
研
究
に
は
、

達
し
て
ゐ
な
い
。
只
単
に
、
抽
象
的
な
文
章
論
は
あ
る
が
、
単
語
の
方
は
、

一
向
に
発
展
し
て
ゐ
な
い
。
此
は
、
文
法
を
発
生
的
に
考
へ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
も
段
々
、
時
代
々
々
の
文
法
の
書
物
が
出
て
く
る
と
思
ふ
が
、

時
代
に
添
う
て
、
自
然
に
意
義
が
、
発
生
展
開
し
て
来
る
点
を
見
る
や
う
に

な
ら
ね
ば
、
無
意
義
な
こ
と
ゝ
思
ふ
。
平
安
朝
の
文
法
で
、
古
事
記
な
ど
も

読
ん
で
ゐ
る
。
古
訓
古
事
記
で
さ
へ
も
さ
う
で
あ
つ
て
、
決
し
て
、
そ
れ
以

前
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
の
神
職
な
ど
の
祝
詞
も
、
平
安
朝
の
調
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子
で
あ
る
。

平
安
朝
に
な
つ
て
、
み
や
す
ど
こ
ろ
と
い
ふ
語
が
、
忽
然
と
出
て
く
る
。
此

は
後
に
、
意
味
が
段
々
変
化
し
た
が
、
普
通
、
天
子
の
御
子
を
産
ん
だ
人
が
、

み
や
す
ど
こ
ろ
と
い
ふ
名
を
得
た
。
此
な
ど
、
訣
ら
な
い
語
で
あ
る
。
や
す

み
し
ゝ
と
い
ふ
言
葉
で
も
、
普
通
に
は
訣
つ
て
ゐ
る
と
思
う
て
ゐ
る
が
、
万

葉
に
は
、
八
隅
知
之
・
安
見
或
は
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
つ
て
、
そ
の
頃
に

も
、
既
に
い
ろ
〳
〵
違
う
た
考
へ
で
、
其
言
葉
を
使
う
て
ゐ
た
事
が
知
れ
る
。

す
る
と
此
は
、
も
つ
と
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
事
な
の
だ
。
安
見
と
い
ふ
の

も
、
何
だ
か
支
那
臭
い
が
、
併
し
、
安
ら
か
に
治
め
る
と
い
ふ
事
に
基
づ
い

て
ゐ
る
の
か
ど
う
か
を
考
へ
て
見
る
必
要
は
あ
る
。

天
皇
の
始
終
、
お
出
で
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
安
殿
と
書
い
て
、
や
す
み
ど
の
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と
読
ま
せ
て
ゐ
る
。
大
安
殿
・
小
安
殿
と
分
れ
て
ゐ
る
が
、
元
は
一
つ
で
あ

つ
た
。
此
や
す
み
ど
の
ゝ
、
書
物
に
於
け
る
用
語
例
を
、
だ
ん
〳
〵
調
べ
て

見
る
と
、
祭
り
の
晩
に
、
尊
い
方
が
、
添
ひ
寝
の
も
の
と
や
す
ま
れ
る
処
が
、

や
す
み
ど
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
す
る
と
我
々
の
や
す
む
と
い
ふ
語
と
、
非

常
に
近
く
な
る
が
、
併
し
、
さ
う
簡
単
に
、
今
の
語
と
、
昔
の
語
と
を
妥
協

さ
せ
る
事
は
出
来
な
い
。
ま
う
一
つ
考
へ
て
見
る
と
、
昔
は
非
常
に
尊
い
人

が
、
女
と
一
し
よ
に
や
す
む
処
が
、
そ
れ
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
延

い
て
、
尊
い
人
の
胤
を
宿
し
た
人
を
、
や
す
み
ど
こ
ろ
・
み
や
す
ど
こ
ろ
な

ど
ゝ
呼
ぶ
、
平
安
朝
の
語
が
出
来
て
来
た
の
だ
と
思
ふ
。

か
う
考
へ
て
見
る
と
、
そ
の
言
葉
が
、
段
々
訣
つ
て
来
る
や
う
に
思
へ
る
。

や
す
み
し
ゝ
も
、
何
か
祭
り
の
時
の
、
印
象
の
あ
る
言
葉
か
と
思
ふ
。
そ
の
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時
天
皇
は
、
遠
い
処
か
ら
来
た
や
う
な
、
変
つ
た
風
を
し
て
、
常
は
会
は
ぬ

正
殿
で
、
改
つ
て
人
に
会
ふ
、
と
い
ふ
様
な
事
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
と

に
か
く
、
は
つ
き
り
せ
ぬ
が
、
そ
の
輪
廓
だ
け
は
訣
る
。
か
う
し
た
言
葉
の

数
を
蒐
め
て
行
く
と
、
微
か
な
が
ら
も
、
其
ほ
ん
と
う
の
姿
が
訣
つ
て
来
る
。

八
十
国
・
八
十
島
と
い
ふ
、
数
で
表
れ
て
ゐ
る
語
も
、
普
通
は
、
安
ら
か
と

い
ふ
風
に
考
へ
て
ゐ
る
が
、
何
か
、
前
述
の
や
う
な
意
味
に
、
関
係
が
あ
る

か
と
思
ふ
。
我
々
は
馴
れ
て
し
ま
つ
て
、
顧
み
な
い
の
で
あ
る
が
、
昔
は
、

国
と
い
ふ
言
葉
は
、
明
ら
か
に
、
島
と
対
立
し
た
言
葉
で
あ
つ
た
。

　
　
天
ざ
か
る
鄙ヒナ
の
長
路
ナ
ガ
ヂ
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
、
明
石
の
海
峡
ト

よ
り
大
和
島
見
ゆ

　
　
（
万
葉
巻
三
）

と
い
ふ
歌
の
、
一
番
進
歩
し
た
説
明
で
は
、
大
和
の
国
を
、
島
と
称
し
た
と
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云
つ
て
ゐ
る
が
、
秋
津
島
そ
の
他
が
、
水
で
取
り
囲
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と

云
ふ
の
は
、
逆
の
考
へ
方
で
あ
る
。
島
は
、
自
分
が
持
つ
て
ゐ
る
国
、
治
め

て
ゐ
る
国
と
い
ふ
意
味
だ
つ
た
の
が
、
段
々
、
普
通
に
使
は
れ
る
や
う
に
な

つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

此
に
対
し
て
、
国
は
、
天
皇
に
半
分
服
従
し
、
半
分
独
立
し
て
ゐ
る
処
で
あ

つ
た
。
絶
対
に
服
従
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
神
世
か
ら
の
極
少
数
で
、
他

は
皆
、
天
子
の
国
と
、
即
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
に
あ
つ
た
。

　
　
お
し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
。
出
で
立
ち
て
、
わ
が
国
見
れ
ば
…
…

と
い
ふ
仁
徳
天
皇
の
御
歌
の
国
も
、
う
つ
か
り
す
る
と
、
大
和
と
見
え
る
が
、

此
は
、
部
下
の
国
を
見
、
部
下
の
国
を
褒
め
る
言
葉
で
あ
る
。
自
分
の
国
を

い
ふ
島
な
る
語
が
、
段
々
変
化
し
て
、
普
通
に
用
ゐ
ら
れ
な
く
な
り
、
且
宮
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廷
に
属
し
て
ゐ
る
地
方
が
、
皆
国
だ
か
ら
、
宮
廷
の
あ
る
所
ま
で
、
国
と
い

ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
な
る
と
、
我
々
は
、
正
当
に
使
つ
た
島

と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
と
、
何
か
異
様
に
感
じ
て
、
水
を
廻
ら
し
た
島
、
と
い

ふ
古
い
言
葉
が
転
じ
て
、
国
の
一
区
劃
を
も
云
ふ
や
う
に
な
つ
た
、
と
云
は

ね
ば
収
ま
ら
な
く
な
る
。
此
は
口
頭
伝
承
の
、
国
語
に
移
つ
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
、
起
る
変
化
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

古
事
記
の
に
ゝ
ぎ
の
命
天
降
り
の
段
に
、
う
き
じ
ま
り
そ
り
た
ゝ
し
て
と
い

ふ
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
何
の
意
味
か
訣
ら
な
い
。
日
本
紀
に
は
、
浮

23



島
な
る
処
に
と
し
、
又
そ
の
一
書
に
は
浮
島
な
る
平
に
と
な
つ
て
ゐ
る
。
そ

ん
な
変
な
こ
と
は
無
い
筈
だ
が
、
口
頭
伝
承
は
、
こ
の
や
う
に
、
ま
ち
〳
〵

に
伝
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
古
書
に
は
、
古
い
程
、
又
神
聖
な
程
、

か
う
し
た
も
の
が
多
い
。
大
切
だ
と
思
ふ
処
は
、
一
生
懸
命
に
守
つ
て
ゐ
る

が
、
其
処
に
意
志
を
加
へ
な
い
か
ら
、
益
、
変
化
し
て
し
ま
ふ
。

あ
ま
つ
ゝ
み
、
く
に
つ
ゝ
み
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
此
に
つ
い
て
は
、
既
に

書
い
た
事
も
あ
る
が
、
あ
ま
つ
ゝ
み
は
、
く
に
つ
ゝ
み
に
対
し
て
ゐ
る
と
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
さ
う
で
は
な
さ
相
で
あ
る
。
す
さ
の
を
の
命
が
、
天
上
で
犯

し
た
罪
の
償
ひ
に
、
其
時
期
に
な
る
と
、
天
上
の
こ
と
を
地
上
に
う
つ
し
て
、

我
々
が
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
慎
し
み
、
即
日
の
神
、
日
の
神
の
作
物
に
対
す
る
物

忌
み
が
、
あ
ま
つ
ゝ
み
で
あ
る
。
く
に
つ
ゝ
み
は
、
更
に
不
思
議
で
あ
る
が
、
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此
は
、
我
々
の
考
へ
て
ゐ
る
程
、
古
い
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
つ
ま
り
、

つ
み
の
意
味
に
は
、
穢
れ
・
物
忌
み
に
於
け
る
、
又
神
が
欲
し
い
と
思
ふ
と
、

神
に
あ
げ
る
為
の
、
慎
し
み
を
い
ふ
意
味
も
あ
る
。

あ
ま
つ
ゝ
み
は
、
す
さ
の
を
の
命
が
、
天
上
の
田
を
荒
し
た
為
、
そ
の
時
期

に
な
る
と
、
神
に
仮
装
し
て
、
田
作
り
を
助
け
に
来
る
。
即
、
償
ふ
の
で
あ

る
。
畢
竟
つ
ゝ
し
み
と
つ
み
と
は
、
さ
う
、
意
味
は
変
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か

う
し
て
、
あ
ま
つ
ゝ
み
を
考
へ
て
見
る
と
、
実
は
、
変
な
も
の
で
あ
る
。
昔

の
人
の
考
へ
方
が
よ
い
か
、
自
分
の
考
へ
方
が
悪
い
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
、

語
自
身
の
罪
で
あ
つ
て
、
八
心
思
兼
神
が
悪
い
の
で
あ
る
。

端
的
に
云
ふ
な
ら
ば
、
あ
ま
つ
ゝ
み
は
、
あ
め
つ
ゝ
し
み
で
あ
る
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
な
が
め
い
み
と
言
ふ
事
だ
と
思
ふ
。
こ
の
言
葉
は
、
万
葉
に
も
あ
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つ
て
、
雨
づ
ゝ
み
と
も
云
う
て
ゐ
る
。
物
忌
み
は
、
五
月
と
九
月
と
の
二
度

あ
つ
て
、
其
中
、
五
月
の
が
主
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
よ
う
ど
霖
雨
の
時
だ

か
ら
、
此
を
な
が
め
を
す
る
と
い
ひ
、
更
に
略
し
て
、
な
が
む
と
言
う
た
。

こ
の
慎
し
み
の
期
間
は
、
禁
慾
生
活
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
此
が
、

平
安
朝
の
、
物
語
に
あ
る
、
な
が
む
と
い
ふ
言
葉
の
原
で
あ
つ
て
、
つ
ま
り
、

長
い
間
の
禁
慾
生
活
を
し
て
、
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
。
其
が
な
が
め
で
あ
つ

た
。

此
な
が
め
い
み
即
雨
づ
ゝ
み
を
、
ど
う
し
て
今
ま
で
、
天
つ
罪
と
、
関
係
し

て
考
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
違
ひ
は
単
に
、
濁
り
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
昔
の
人
に
は
、
つ
ゝ
み
で
も
、
づ
ゝ
み
で
も
、
同
じ
事
で
あ
つ
た
。
此

が
、
田
植
ゑ
や
、
田
に
関
し
た
物
忌
み
で
、
霖
雨
の
頃
に
す
る
の
で
あ
る
。
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此
事
が
、
す
さ
の
を
の
命
の
話
と
結
び
つ
い
た
の
だ
。
あ
ま
つ
ゝ
み
は
、
実

は
、
何
で
も
な
い
事
な
の
で
あ
る
。
此
に
つ
い
て
、
天
つ
罪
が
ほ
ん
と
う
だ

と
、
云
ふ
人
が
あ
つ
て
も
、
日
本
の
伝
承
の
素
質
で
は
、
何
方
に
で
も
云
ひ

得
る
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
、
其
を
違
ふ
と
も
云
ひ
切
れ
な
い
。

以
上
甚
、
纏
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
が
、
た
ゞ
日
本
の
語
源
説
と
か
、
文
法
と

か
で
は
、
も
つ
と
や
り
直
し
て
も
ら
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
沢
山
あ
る
、
と

い
ふ
こ
と
だ
け
を
考
へ
て
頂
け
れ
ば
、
此
話
の
目
的
は
、
達
せ
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
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