
「散
楽
」
日
本
伝
来
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

山

口

建

治

は
じ
め
に

能
楽
の
前
身
で
あ
る
猿
楽
は
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た

「散
楽
」
に
源
流
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
国
の

「散

楽
」
じ
た
い
時
代
と
と
も
に
変
容
し
て
お
り
、
中
国
の
ど
の
時
代
の
ど
う
い
う
芸
が
ど
の
よ
う
に
猿
楽
形
成
に
与

っ
た
の
か
は
、
じ
つ

は
あ
ま
り
よ
く
わ
か

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
方
面
の
研
究
で
は
、
浜

一
衛
氏
の
著
作

『日
本
芸
能
の
源
流

散
楽
考
』
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
芸
能
研

究
者
か
ら
は
必
ず
し
も
正
当
な
評
価
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
九
六
八
年
の
刊
行
と
い
う
か
な
り
昔
の
書
物
で

も
あ
り
、
現
在
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

一
方
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
中
国
祭
祀
芸
能

特
に
逐
疫
祭
祀
と
し
て
の
灘
戯
1

の
調
査

・
研
究
が
大
き
く
進
展
し
、
そ
の

成
果
の
な
か
に
は
日
本
古
代

の
宗
教
や
芸
能
を
考
え
る
際
に
参
考
に
な
る
新
し
い
知
見
が
お
お
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
中

双
方
の
伝
統
芸
能
に
通
じ
て
い
る
研
究
者
が
そ
う
多
い
わ
け
で
も
な
く
、
諏
訪
春
雄
氏
や
広
田
律
子
氏
な
ど
何
人
か
の
人
々
が
、
日
中



の
芸
能
の
系
譜
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
研
究
を
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
中
国
に
お
け
る
近
年
の
調
査
研
究
の
進
展
に
見
合
う
ほ
ど
に
は
、
日

　
　

　

本
側

の
研
究
は
活
発
で
は
な
い
。

筆
者
は
も
と
も
と
日
本
の
芸
能
は
も
と
よ
り
中
国
の
芸
能
に
つ
い
て
も
門
外
漢
で
あ
る
が
、
オ

ニ

(「鬼
」
)
の
語
源
問
題
に
首
を
突

つ
こ
ん
で
以
来
、
こ
の
領
域
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
小
論
で
は
、
こ
の
間
に
得
た
中
国
の
灘
戯
に
つ
い
て
の
わ
つ
か
な
知
識

と
筆
者
独
自
の
オ
ニ
の
語
源
研
究
の
成
果
を
た
よ
り
に
、
浜

一
衛
氏
の
業
績
に
さ
さ
や
か
な
補
足
を
つ
け
加
え
た
い
と
思
う
。

郷
人
灘

「打
野
胡
」
の
伝
来

浜
氏
の
著
作
で
感
服
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
の
中
国
で
灘
戯
が
話
題
に
な
る
ず

い
ぶ
ん
前
か
ら
灘
お
よ
び
灘
戯
に
注
目

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
『日
本
芸
能
の
源
流

散
楽
考
』
の
第
五
章

「猿
楽
」
の
う
ち
、
　新
猿
楽
記
』
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る

第

一
節

「
『新
猿
楽
記
』

の
猿
楽
」
を
除
き
、
第
二
節
目
以
降
第
七
節
ま
で
の

「駆
灘
」
・
「打
野
胡
」
・
「灘
舞
」
・
「巾几
師
」
・
「神
鬼

劇
」
.
「翁
舞

一
の
す
べ
て
が
中
国
の
灘
戯
と
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
日
本
の
芸
能
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。

今
で
こ
そ
す

っ
か
り
沈
静
化
し
て
い
る
が
、
日
本
で
も

つ
い
最
近
ま
で
灘
戯
は

一
種
の
ブ
ー
ム
の
よ
う
に
中
国
文
学
関
係
者
の
あ
い

だ
で
話
題
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
は
る
か
昔
に
、
灘
戯
に
着
目
し
て
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
ほ
ど
筆
を
尽
く
し
て
叙
述
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
驚
嘆
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
氏
の
筆
法
は
い
か
に
も
雑
然
と
資
料
を
並
べ
て
い
る
だ
け
で
、
系
統

立
て
た
叙
述
と
は
い
え
ず
、
読
み
づ
ら
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
第
五
章
の
灘
戯
に
か
か
わ
る
叙
述
、
と
く
に
そ
れ
の
日

本

へ
の
伝
来
に
か
か
わ
る
部
分
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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灘
の
儀
礼
が
わ
が
国
に
も
伝
わ

っ
た
こ
と
は
、
『公
事
根
源
』
や

丙

裏
式
』
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
慧
琳

『
一
切
経
立皇
盛

に

「蘇
莫
遮
は
西
戎
胡
語
也
、

…

或
い
は
獣
面
に
作
り
、
或

い
は
鬼
神
に
象
り
、
仮
に
種
種
面
具
の
形
状
を
作
す
。

・
・
厭

を
撰

い
、
羅
刹
悪
鬼
を
駆
　
し
、
人
民
之
災
を
食
略
す
る
也
」
と
あ
り
、
ま
た

『信
西
古
楽
図
』

の
蘇
莫
者
も
獣
面
の
如
く
鬼
神

の
如
く
で
あ
る
。
(以
上
、
二

駆
灘
)

打
野
胡
と
い
う
の
は
、
乞
食
の
た
ぐ
い
が
歳
末
に
神
鬼
に
扮
し
て
追
灘
を
す
る
こ
と
で
、
も
う
宋
代
で
は
神
鬼
以
外
の
も
の
に

も
扮
し
て
、
観
客
を
喜
ば
せ
て
い
た
。
乞
児
駆
灘
は
わ
が
国
に
も
行
わ
れ
、
『倭
訓
栞
　
中
編
の
お
に
や
ら
ひ
の
条
に
、
「乞
食
の

お
歳
末
と
て
す
る
事
も
、
煕
朝
楽
事
に
、
正
〉者
塗
抹
変
成
、
装
成
鬼
形
、
呼
跳
駆
灘
、
索
乞
利
物
と
い
え
り
」
と
あ
る
。
散
楽
と

打
野
呵
と
は
同

一
の
演
出
形
式
乃
至
は
同

一
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
(以
上
、
三

打
野
胡
)

打
野
胡

の
系
統
を

い
ま
に
留
め
た
も
の
が
広
西
省
の
灘
戯

(灘
舞
)
で
あ
る
。
灘
に
は
老
人
夫
婦

(灘
公

・
灘
母
)
が
出
る
演

目
が
あ
る
の
が
常
で
あ
る
。
日
本
各
地
の
民
俗
芸
能
の
老
人
舞
の
根
源
を
見
る
思
い
が
す
る
が
、
こ
れ
が
追
灘
に
関
係
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
(以
上
、
四

灘
舞
)

{新
猿
楽
記
』
序
の
筆
頭
に
出
る
兇
師
は
ど
う

い
う
系
統
の
芸
か
、
諸
説
あ
る
な
か
で
中
国
の
散
楽
を
ま
ね
た
も
の
と
す
る
森

末
義
彰
氏
の

「兄
師
散
楽
説
」
を
敷
術
し
、
か
つ

『左
経
記
』
の
記
事
に
よ

っ
て
、
法
成
寺
の
修
正
会
に
お
け
る
究
師
の
芸
に
は
、

宗
教
的
な
悪
魔
払

い
で
あ
る
追
灘
と

「剣
手
」
と
呼
ば
れ
た
散
楽
芸
の
二
種
が
あ

っ
た
と
指
摘
す
る
。
究
師
の
本
芸
は
追
灘
で
あ

り
、
剣
手
の
類
の
芸
を
持

つ
が
、
こ
れ
に
酷
似
し
た
も
の
が
打
野
胡
系
の
追
灘
で
あ
り
、
宋
代
の
鬼
神
の
劇
で
あ
る
。
『都
城
紀

勝
』
な
ど
の
諸
書
に
見
え
る
よ
う
に
、
「所
刀
」
と

「神
鬼
」
は
近
い
芸
で
あ
り
、
刀
に
よ

っ
て
悪
鬼
を
は
ら
う
も
の
で
、
神
楽

の
舞
な
ど
と
も
関
係
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
究
師
と
い
う
芸
を
行

っ
た
散
楽
と
は
中
国
の
神
鬼
系
の
芸
を
演
じ
た
人
々



で
は
な
か

っ
た
か
。
(以
上
、
五

究
師
)

究
師
の
演
じ
た
鬼
神
か
ら
発
展
し
た
芸
は
叩几
師
猿
楽
と
な
る
が
、
こ
れ
が
発
展
し
て
人
間
も
演
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
経

路
は
中
国
演
劇
史
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
勧
進
田
楽
の
猿
楽
は

「鬼
ノ
面
ヲ
着
ケ
ナ
ガ
ラ
装
束
ヲ
取
テ
逃
ル
」
と

い
う
よ

う
に
鬼
面
を
用
い
て
鬼
に
扮
し
た
。
面
は
猿
楽
と
深
い
関
係
が
あ

っ
た
。
能
面
も
㎜几
師
よ
り
出
た
鬼
面
が

一
つ
の
中
心
と
考
え
ら

れ
、
究
師
の
追
灘
を
考
え
て
は
じ
め
て
能
の
鬼
神
面
が
理
解
で
き
る
。
宋
の
神
鬼
よ
り
兄
師
の
追
灘
と
な
り
、
両
国
の
神
鬼
に
共

通
の
も
の
を
残
し
て
お
り
、
両
国
の
演
劇
は
舞
楽
や
神
鬼
に
よ
り
大
き
く
結
ば
れ
て
い
る
。
(以
上
、
六

神
鬼
劇
)

猿
楽
の
翁
舞
は
㎜几
師
芸
の
も
た
ら
し
た

「灘
公
灘
婆
」
の
舞
を
根
源
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
『雲
州
往
来
』
に
あ
る
衰
翁
美

女
が

「始
発
艶
言
、
後
及
交
接
」
と

い
う
記
事
や
民
俗
芸
能
の
老
翁
老
堰
の
抱
擁
舞
は
灘
公
灘
婆
と
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
り
、

兇
師
を
通
じ
て
関
係
を
も
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(以
上
、
七

翁
舞
)

以
上
の
中
国
の
灘
戯
系
芸
能
と
日
本
の
芸
能
の
対
応
を
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

〈日
中
灘
戯
系
芸
能
対
応
〉

唐 古代

コ 大 中

切 灘 国

壁

暴
の
蘇
莫
遮

日
本

『公
事
根
源
』
の
追
灘

・

『内
裏
式
』
大
灘
式

『信
西
古
楽
図
』
の
蘇
莫
者



現 宋
在

打
野
胡
/
鬼
神
劇

灘
戯
の
灘
公
灘
婆

『倭
訓
栞
』
お
に
や
ら
ひ
/
究
師
の
芸

老
翁
老
嬢
の
抱
擁
劇

浜
氏
の
猿
楽
論
は
ほ
と
ん
ど
灘
戯
と
り
わ
け
そ
の
民
間
で
の
上
演
形
態
で
あ
る

「打
野
胡
」
の
日
本
伝
来
論
と
称
し
て
も
よ
い
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
資
料
を
並
べ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
各
項
目
間
の
関
係
が
よ
く
分
か
ら

な

い
こ
と
、
ま
た
伝
来
に
究
師
が
介
在
し
た
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
す
る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
に
は

「打
野
胡
」
伝
来
の
経
路
が
明
確
に

な

っ
て
い
な
い
の
を
憾
み
と
す
る
。
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二

「を
こ
の
猿
楽
」

浜
氏
の
第
二
の
先
見
性
は
、
唐
代

「散
楽
」
の
中
に
は

「参
軍
戯
」
と
い
う
滑
稽
科
白
劇
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
日

本
に
伝
わ
り

「を
こ
の
猿
楽
」
と
な

っ
た
と
す
る
考
え
を
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
研
究
者
の
お
お
く
は
、
中
国
か
ら
日
本

に
伝
わ

っ
た

「散
楽
」
を
古
代
的
な
軽
業
系

の
芸
能
に
限
定
し
た
が
る
傾
き
が
あ
る
が
、
浜
氏
は
日
本
の
芸
能
は
大
陸
か
ら
の
影
響
を

受
け

つ
づ
け
て
き
た
こ
と
、
日
本
に
伝
わ

っ
た

「散
楽
」
は
、
奈
良
時
代
の
大
仏
開
眼
供
養
の
際
に
演
じ
ら
れ
た

「唐
散
楽
」
の
よ
う

な
雑
伎
類
だ
け
で
は
な
く
、
滑
稽
戯
と
し
て
の

コ
散
楽
」
も
大
陸
か
ら
伝
わ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

浜
氏
は
、
薪

猿
楽
記
』
の
序
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
①
…几
師
②
株
儒
舞
③
田
楽
④
偲
偏
子
⑤
唐
術
⑥
品
玉
⑦
輪
鼓
⑧
八
ツ
玉
⑨
独

相
撲
⑩
独
双
六
⑪
無
骨
⑫
有
骨
⑬
延
動
大
領
之
腰
支
⑭
蝦
漉
舎
人
之
足
仕
⑮
氷
上
専
当
之
取
袴
⑯
山
背
大
御
之
指
扇
⑰
琵
琶
法
師
之
物
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語
⑱
千
秋
万
歳
之
酒
疇
⑲
飽
腹
鼓
之
胸
骨
⑳
蟷
娘
舞
之
頸
筋
⑳
福
広
聖
之
袈
裟
求
⑳
妙
高
尼
之
鹸
裸
乞
⑳
形
勾
当
之
面
現
⑳
早
職
事
之

皮
笛
⑳
目
舞
之
老
翁
体
⑳
巫
遊
之
気
装
貌
⑳
京
童
之
虚
左
礼
⑱
東
人
之
初
京
上
り
な
ど
の

「諸
芸
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
散
楽
と

し
て
存
在
し
て
お
り
、
長
年
の
問
に
伝
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

…

⑬
延
動
大
領
以
下
の
芸
が
、
新
し
い
猿
楽
の
芸
で
、
そ
れ

は
参
軍
戯
乃
至
は
初
期
の
雑
劇
系
の
芸
で
、
中
国
同
様
に
滑
稽
風
刺
を
主
と
し
た
科
白
劇
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
断
じ
、
「新

猿
楽
は
、
二

)
猿
楽
ご
と
、
す
な
わ
ち
滑
稽
会
話
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
(二
)
そ
の
扮
装
や
動
作
に
滑
稽
の
工
夫
が
あ

っ
た
。
(三
)
そ

の
演
目
は
二
段
形
式
で
あ
り
、
(四
)
演
者
は
二
人
の
コ
ン
ビ
で
あ
り
、
こ
の
形
式
は
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
参
軍
戯
や
雑
劇
を
学
ん

だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

…

軽
業
系
の
猿
楽
か
ら
劇
的
な
猿
楽
が
そ
の
中
心
と
な
り
、
つ
い
に
は
猿
楽
と
い
え
ば
劇
的

な
も
の
の
み
を
指
す
よ
う
に
な
る
、
こ
こ
に
い
う
新
猿
楽
で
あ
る
。
中
国
の
散
楽
と
い
う
言
葉
も
わ
が
猿
楽
と
全
く
同
じ
用
い
方
で
、

も
う
元
代
で
は
散
楽
と

い
え
ば
完
全
に
雑
劇
を
指
し
、
雑
劇
の
俳
優
を
も
指
す
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

・
…

薪
猿
楽
記
』
の
猿

楽

の
中
心

は

滑
稽

解
願

の
科
白
劇

で
あ

る
、
を

こ
の
猿
楽

で
あ

っ
た

が
、

そ
れ

に
う

た

が
加

わ

り
ま

い
が
加

わ

っ
て

『能
』

に
な

る

。

.

.

.
こ

の

よ
う

な

猿

楽

の
発

展
経

過

は

、

中

国

散

楽

の
発

展

し

て
雑

劇

・
元
曲

と

な

る
姿

と

甚

だ

し

く

酷

似

し

て

い

る
。

…

わ
が
能
楽
に
見
ら
れ
る
鬼
神
の
舞
も
打
夜
胡
の
系
統
で
あ
る
叩几
師
の
舞
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
し

て
浜
氏

は
、

「散

楽
」

は
漢
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
を
含

ん

で

い
た
が
、
「唐
代

に

つ
い
て
見

れ
ば
、
散
楽
を

二

つ
に
分

け
、

一

つ
を
歌
舞
戯
、

一
つ
を
雑
戯

(軽
業
)
と
す
る
。

…

時
代
が
下
る
ほ
ど
そ
う

い
う
区
別
が
は

っ
き
り
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐

の
歌
舞
戯
は
宋
の
散
楽
で
あ
り
、
唐
の
雑
戯
は
宋
の
百
戯
で
あ
る
。
宋
の
雑
劇
は
参
軍
戯
の
系
統
を
ひ
き
、
後
に
は
唐
の
歌
舞
戯
の
影

響
を
う
け
る
。

.

.
・
唐
宋
の
散
楽
は
歌
舞
戯
を
指

す
の
で
あ
る
か
ら
、
猿
楽
と
い
う
言
葉
が
劇
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
も
不
思
議
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
た

い
し
て

『能
楽
源
流
考
』
の
著
者
、
能
勢
朝
次
氏
は

コ散
楽
の
伎
に
は
、
こ
れ
等
の
曲
伎
以
外
に
、
滑
稽
解
願
の
分
子
が

存
す
る
。

…

こ
の
滑
稽
解
願
の
分
子
は
、
平
安
時
代
の
散
楽
の
重
要
な
要
素
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
き
、
『さ
る
が
く
』
又
は

『さ

る
が
ふ
』
と

い
へ
ば
、
人
は
直
ち
に
こ
の
滑
稽
な
事
を
さ
す
も
の
と
考

え
る
ま
で
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
曲
芸
軽
業
の
方
面
よ

り
も
、
こ
の
滑
稽
な
も
の
が
、
平
安
時
代
散
楽
の
根
本
要
素
と
な
り
、
鎌
省
時
代
ま
で
連
続
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
邦
猿
楽
の
研
究

と
し
て
は
、
最
も
重
要
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
「滑
稽
解
願
」
の
要
素
は
日
本
古
来
の

(古
代
の
猿
女

君
の
遠
祖
天
野
埋
命
の
よ
う
な
ワ
ザ
ヲ
ギ
)
俳
優
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
、
新
し
い

「散
楽
」
の
滑
稽
戯
的
側

面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
中
国
の

「散
楽
」
が
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
大
き
く
変
容
し
て
い
る
こ
と

ハ
お

ソ

に

つ
い
て
気

づ

い
て
お
ら
れ
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
『三
代
実
録
　
貞
観
三
年
六
月
二
八
日
の
記
事
、
「左
右
近
衛
府
逓
奏
立暴

。
散
楽
雑
伎
各
蓋
其
能
。

.

.
右
近
衛
内

蔵
富
継
。
長
尾
米
継
。
伎
善
散
楽
。
令
人
大
笑
。
所
謂
潟
濫
人
近
之
　
。
(左
右
近
衛
府
の
官
人
が
音
楽
を
次
々
に
演
奏
し
た
。
散
楽

雑
伎
そ
れ
ぞ
れ
其
の
能
を
尽
く
し
た
。

・
・
右
近
衛
の
内
蔵
富
継
、
長
尾
米
継
の
伎
芸
は
散
楽
が

つ
ま
い
。
人
を
大
笑
さ
せ
る
。
所
謂

潟
濡
人
は
こ
れ
に
近
い
。)」
を
引
用
さ
れ
て
、
「散
楽
と
い
ふ
も
の
に
、
滑
稽
解
願
と
い
ふ
内
容
の
加
は

っ
て
来
た
事
を
示
す
重
要
な

記
事
で
あ
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
村
上
天
皇

(9
4
6
1
9
6
7
)
「弁
散
楽
」
の

「散
楽
之
興
、
其
来
尚
　
。
俳
優
入
魯
、
還
当
断

足
之
刑
、
嶋
僻
来
朝
、
自
爲
解
顧
之
観
。
仰
豊

削
日
之
伎
歌
、
傭
察
当
今
之
風
俗
、
不
関
周
礼
施
人
所
学
、
亦
殊
漢
典
遠
夷
之
所
献
。

(散
楽
の
興
り
、
そ
の
来
た
れ
る
こ
と
尚
し
。
俳
優
は
魯
に
入
り
、
還

っ
て
断
足
之
刑
に
あ

い
、
嶋
僻
来
朝
し
て
、
自
ら
願
を
解
く
の

観
を
な
す
。
仰
ぎ
て
前
日
の
伎
歌
を
尋
ね
、
傭
し
て
当
今
の
風
俗
を
察
す
る
に
、
周
礼
施
人
の
学
ぶ
所
に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
漢
典
遠
夷

の
献
ず
る
所
に
殊
な
る
。)」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
「村
上
天
皇
の
御
代
の
散
楽
と
い
ふ
も
の
が
、
大
分
と
支
那
の
散
楽
と
趣
を
異
に



し
た
も

の
と
な

っ
て
居

つ
つ
あ

っ
た
と

い
ふ
事

で
あ

る
」
と

い
う

よ
う

に
、
む
し
ろ
日
本
と
中
国

の

「散

楽
」

の
相

異
を
示
す
根
拠

に

さ
れ

る
の
み

で
、

「嶋

僻
来
朝

}
そ

の
こ
と
自
体

に

つ
い
て
は
特
別

の
関
心
を
示
し

て
は
お
ら
れ
な

い
。

お
お
く
の
日
本
の
芸
能
研
究
者
が

「
ヲ
コ

(文
献
上
で
の
表
記
が

一
定
し
な
い
の
で
、
以
下
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
ヲ
コ
と
表
記
す
る

こ
と
に
す
る
)
来
朝
」

の
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
な
か
で
、
浜
氏
が
中
国

「散
楽
」
の
芸
能
が

一
様
で
は
な
く
時
代
に
よ
り
大
き
く
変

容
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
大
陸
か
ら
ヲ
コ
人
が
来
朝
し
て
滑
稽
戯
を
伝
え
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
参
軍
戯
の
類
の
二
人

で
演
ず
る
滑
稽
対
話
劇
で
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
芸
能
史
に
と

っ
て
も
多
大
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
た

だ
、
こ
の
ヲ
コ
の
意
味
を
お
そ
ら
く

「愚
か
な
」
と
い
う
通
説
的
な
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
滑
稽
芸
人
が
日
本
に
来
た

く
ら
い
に
し
か
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

三

ヲ

コ
人
は

「
打
野
胡
」
か
?

『三
代
実
録
一
貞
観
三
年
六
月
二
八
日
に
、
右
近
衛
内
蔵
富
継
、
長
尾
米
継
が
演
ず
る
散
楽
芸
に
つ
い
て

幅所
謂
ヲ
コ
人
は
こ
れ
に

近
い
」
と
あ
り
、
村
上
天
皇

「弁
散
楽
」
に
は

「
ヲ
コ
来
朝
」
と
あ
り
、
薪

猿
楽
記
』
に
は

「定
縁

(芸
人
の
名
)
は
ヲ
コ
の
神
な

り
」
と
あ
る
と
お
り
、
散
楽

11
猿
楽
に
と

っ
て
ヲ
コ
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
今

一
つ
は
っ
き
り
し
な

い
。
通
説
で
は

『古
事
記
』

『日
本
書
紀
」
に
も
出
る

「愚
か
」
を
意
味
す
る
和
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
た
ん
な
る
愚
か
な

と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
芸
人
を
ほ
め
て

「ヲ
コ
の
神
な
り
」
な
ど
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
愚
か
な
風
習
を
持

つ
中

国
南
方
の
少
数
民
族
名
だ
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
あ
ま
り
に
唐
突
で
い
た
だ
け
な
い
。
ヲ
コ
が
た
だ
た
ん
に

「愚
か
な
」
と
い
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う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ

つ
か
ま
し
い
と

い
う
意
味
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
ま
た
な
ぜ
散
楽
と
関
係
が
深
い
こ
と
ば
に
な
る

の
か
も
わ
か
ら
な
く
な
る
。

ヲ
コ
の
表
記
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
『新
猿
楽
記
』
『今
昔
物
証
巴

で
は

「鳴
呼
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
後
に
は
こ
の
表
記
が

一
般

化
す
る
よ
う
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

「鳴
呼
」
は
感
嘆
詞
の

『あ
あ
』
と
訓
読
さ
れ
る
漢
語
で
あ
る
。
こ
の

「鳴
呼
」
を
漢
音
読

み
す
れ
ば
た
し
か
に
ヲ
コ
に
な
る
が
、
猿
楽
の
ヲ
コ
は
こ
の
感
嘆
詞
の

「鳴
呼
」
と
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
?

た

ん
な
る
和
語
ヲ
コ
の
当
て
字
に
こ
の
漢
字
を
使

っ
た
だ
け
な
の
か
?

そ
れ
と
も
散
楽

11
猿
楽
は
漢
語
の

「鳴
呼
」
と
何
ら
か
の
本
質

的
な
関
連
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
ん
な
こ
と
に
疑
問
を
も

っ
て
堂
々
巡
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
康
保
成
氏
の

『灘
戯
芸
術
源
流
』
と
い
う
書
を
読
ん
で
気

づ

い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
な
ん
と
、
浜
氏
が
唐
宋
の

「散
楽
」
と
同
じ
演
出
形
式
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た

「打
野
胡
」
の

「野

胡
」
は
、
逐
疫
祭
祀

「灘
」
の
と
き
に
大
勢
で
鬼
を
追
い
払
う
叫
び
声
の
擬
音
語
で
あ
り
、
「打
野
胡
」
と
は
そ
の
叫
び
声
に
由
来
す

ムざ

る
名
称
で
あ
ろ
う
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「鳴
呼
」
と

い
う
漢
語
は
た
ん
に

「あ
あ
!
」
と
嘆
き
悲
し
む
場
合
ば
か
り
で
な
く
、

一
種
の
か
け
声
の
表
記
と
し
て
も
用
い
ら
れ

て
い
た
言
葉
で
あ

っ
た
。
し
か
し
魏
晋
の
こ
ろ
に
漢
字
音
の
体
系
が
変
化
し
た
際
、
こ
の

「鳴
」
「呼
」
二
つ
の
漢
字
は
両
方
と
も
開

口
音

(
a
)
か
ら
合
口
音

(
U
)
に
変
化
し
た
た
め
、
か
け
声
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
か
わ

っ
て

「邪
呼
」
や

「眩

喝
」
が
か
け
声
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
「打
野
胡
」
「打
夜
呼
」
の

「野
胡
」
「夜
呼
」
は
叫
び
声
、
「打
」
は
～

を
す
る
と
い
う
代
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
直
訳
す
れ
ば

「打
野
胡
」
は

「大
声
で
叫
ぶ

(人
)」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
日
本
の
文
献
に

あ
ら
わ
れ
る
ヲ
コ

(人
)
は
、
こ
の
よ
う
な
俗
語
の
本
来
の
意
味
を
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
文
章
語
に
移
し
換
え
る
つ
も
り
で
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「鳴
呼

(人
)」
と
表
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
ヲ
コ
の
表
記
が
最
終
的
に

「鳴
呼
」
に
落
ち
着
い
た
の
は

た
ん
な
る
暗
合
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
は
小
論

『ヲ
コ

(鳴
呼
)
と
サ
ル
ガ
ク

(散
楽
)」
で
詳
し
く
述
べ
た

　
ヨ
ね

の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

た
だ
、
「打
野
胡
」
が
こ
の
列
島
に
来
た
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の

「野
胡

(夜
呼
)」
が

「鳴
呼
」
に
相
当
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
当

時
の
日
本
人
が
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
漢
音
読
み
に
し
て

「
ヲ
コ
」
と
称
し
、
和
語
と
し
て
広
く
通
用
さ
せ
る
に
至

っ
た
い
き

さ
つ
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

と
も
か
く
、
漢
語

の
叫
び
声
は
古
語
で
は

「鳴
呼
」
「烏
乎
」
「於
戯
」
「邪
呼
」
、
現
代
語
で
は

「眩
喝
」
「眩
呼
」
な
ど
と
さ
ま
ざ

ま
に
表
記
さ
れ
る
。
『南
史
』
巻
五
十
五
、
曲
旦
贔
不
伝
に

「為
人
嗜
酒
好
楽
、
臓
月
於
宅
中
、
使
人
作
邪
呼
逐
除
、
偏
往
人
家
乞
酒
食
」

と
あ
り
、
苗
量
曇
ホ
は
年
の
瀬
に
人
家
に
押
し
寄
せ
、
厄
よ
け

(「逐
除
」
)
を
口
実
に
酒
食
を
強
要
す
る
よ
う
な
こ
と
を
人
に
さ
せ
て
楽

し
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ

「打
野
胡
」

の
演
出
形
式
と
い
う
も
の
で
、
康
保
成
氏
は
、
門
付
け
厄
払
い
、
門
付
け
の
も
の
も
ら
い
、

門
付
け
の
芸
能
を

一
体
に
集
め
た
も
の
が
、
そ
の
演
出
形
式
で
あ
る
と
い
う
。
宗
教

・
芸
能

・
乞
食
の
要
素
が
三
位

一
体
と
な

っ
た

「打
野
胡
」
か
ら
各
地
の
説
唱
芸
や
地
方
劇
が
生
ま
れ
た
と
康
保
成
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『三
代
実
録

　
の

「右
近
衛
内
蔵
冨
継
。
長
尾
米
継
。
伎
善
散
楽
。
令
人
大
笑
。
所
珊蘇

人
近
之
牟
C

の
記
事
は
、
宮
廷
の
武
人

が
ま
さ
に

「打
野
胡
」
す
な
わ
ち
乞
食
芸
人
が
や
る
よ
う
な
芸
を
し
て
人
々
を
笑
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

浜
氏
も

「聞几
師
の
本
芸
は
追
灘
で
あ
り
、
剣
手
の
類
の
芸
を
持
ち
ま
た

『大
小
』
の
別
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
酷
似
し
た
も

の
が
打
夜
胡
系
の
追
灘
で
あ
り
、
宋
代
の
鬼
神
の
劇
で
あ
る
。

…

要
す
る
に
開几
師
と
い
う
芸
を
行

っ

た
散
楽
と
は
中
国
の
鬼
神
系

の
芸
を
演
じ
た
人
々
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う

の
で
あ
る
」

と
述
べ
、
究
師
猿
楽
も

「打
野
胡
」
に
い
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き

つ
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「打
夜
胡
系

の
鬼
神
劇
が
何
ら
か
の
機
会
に
招
来
さ
れ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
異
論
あ
る
ま

い
」
と

い
う
に
止
ま
り
、
「打
野
胡
」
系
鬼
神
劇
と
滑
稽
科
白
劇
と
の
関
係
、
お
よ
び
日
本
の
文
献
に
見
え
る
ヲ
コ

(
人

)
と
の
関
係
、

ま
た
そ
れ
ら
の
伝
来
が
ど
う

い
う
経
路
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
文
献
に
あ
る
ヲ
コ
が
漢
語

の

「鳴
呼
」
に
由
来
す
る
こ
と
ば
だ
と
す
る
と
、
能
楽
形
成
の

一
源
流
で
あ
る
と
さ
れ
る
兄
師
お
よ
び
そ
の
芸
は
、
追
灘
の
儀
礼
で

「乱
士圧

を
あ
げ
る
ま
さ
し
く

「鳴
呼
人
」
で
あ
り
、
中
国
語
の

「打
野
胡
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

横
道
萬
里
雄
氏
は
、
平
安
時
代

・
鎌
倉
時
代
、
胴寺
院
の
修
正
会

・
修
二
会
に
お
け
る
呪
師
作
法
に
関
連
し
て
、
修
法
の
立曇

姻を
演

技

・
演
舞
に
よ

っ
て
示
す
役
を
猿
楽
者
に
任
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
呪
師
猿
楽
と
い
い

.

.

.
」
(岩
波
書
店

『日
本

古
典
文
学
大
辞
血
畠
)
と
述
べ
、
呪
師
と
は
別
に
猿
楽
者
が
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
の

「打
野
胡
」

の
よ

う
な
人
間
が
こ
の
列
島
に
来
て
、
寺
社
の
庇
護
の
も
と
に
入
り
さ
ま
ざ
ま
な
技
芸
で
寺
社
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
れ
ば
、

兇
師
と
猿
楽
者
は
も
と
も
と
ル
ー
ツ
を
同
じ
く
す
る
渡
来
の
芸
人
集
団

「
ヲ
コ
人
」
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
日
本
芸
能
の
研
究
者
の
な
か
で
近
年
最
も
熱
心
に
灘
戯
の
調
査
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
目
さ
れ
て
い
る
諏
訪
春
雄
氏
は
、

「能
の
成
立
に
つ
て
の
現
在
の
学
説
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
そ
の
前
身
の
猿
楽
と
修
正
会
や
修
二
会
の
追
灘
の
儀
礼
が
中
国
大
陸
や
朝

鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
母
胎
と
し
て
能
が
仮
面
劇
と
し
て

成
立
し
て
い
く
段
階
で
は
、
日
本
独
自
の
推
移
を
経
過
し
た
と
か
ん
が
え
る
の
が
、
日
本
の
学
者
た
ち
の
共
通
の
理
解
に
な

っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
追
灘
の
儀
礼
と
完
成
し
た
能
と
の
間
隙
を
う
め
る
日
本
の
芸
能
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
説
が
と
な
え
ら
れ
て
き

た
」
が
、
国
内
事
情
か
ら
だ
け
で
は
能
成
立
の
秘
密
を
解
き
明
か
せ
な
い
と
述
べ
、
「中
国
の
灘
戯
上
演
の
実
態
か
ら
み
て
、
能
役
者

と
狂

言
役
者

が
は
じ
め
同

一
の
座

で
共
存

し
、

の
ち

に
わ
か
れ
た
と

い
う

…

主
張

は
認

め

て

い
い
。

た
だ

.

.

.

.
滑
稽
を
主
と



す
る
猿
楽
か
ら
そ
の
ま
ま
で
宗
教
芸
能
の
能
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
宗
教
儀
礼
の
追
灘
、
そ
れ
が
大
陸
の
仮
面
劇
の
影
響
を
う
け

て
変
質
し
た
灘
戯
を
猿
楽

の
連
中
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
の
芸
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
能
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
に
猿
楽
の
芸
の
正
統
を
受
け
つ
い
で
直
接
追
灘
に
た
ず
さ
わ
ら
な
か

っ
た
連
中
が
狂
言
を
生
み
だ
し
た
」
と
結
論
づ
け
て
お

　
　

　

ら
れ
る
。

「大
陸
の
仮
面
劇
の
影
響
を
う
け
て
変
質
し
た
灘
戯
」
が
日
本
の
い
か
な
る
芸
を
指
す

の
か
、
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

追
灘
を
演
ず
る
連
中
と
猿
楽
の
連
中
と
を
や
は
り
別
種
の
人
間
と
と
ら
え
、
滑
稽
劇

(狂
言
)
は
猿
楽
か
ら
、
歌
舞

(能
)
は
追
灘
か

ら
と
い
う
、
能
楽
の
二
要
素
は
や
は
り
別
系
統
の
由
来
を
も
つ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
通
説
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
あ

る
。「打

野
胡
」
は

「郷
人
灘
」
に
発
す
る
悠
久
の
歴
史
を
も
つ
も
の
で
、
中
国
の
宮
廷
で
行
わ
れ
た

「大
灘
」

の
儀
礼
も
そ
れ
を
大
規

模
に
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
朝
廷
に

「大
灘
」
の
儀
礼
が
伝
わ

っ
た
こ
と
は
、
文
献
資
料
が
あ
り
確
か

で
あ
る
が
、
「郷
人
灘
」
が
伝
わ

っ
た
と
い
う
資
料
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
の
語
源
探
求
に
よ
れ
ば
、
和
語
オ
ニ
・
ヲ
ニ

　
も
ね

(蒐

」
)
は
、
中
国
南
方

の
灘

の
儀
礼

つ
ま
り

「遣
疽
」

「逐
瘤
」

の
ヲ

ニ

「疽
」

に
由
来
す

る
こ
と
ば
ら
し

い
こ
と

が
わ
か

っ
た
。
そ

の
ヲ
ニ

「瘤
」
を
追
い
払
う
儀
礼
が
民
衆
芸
能
化
し
た
の
が

「打
野
胡
」
で
あ
り
、
ヲ
ニ

(「疽
」)
が
日
本
に
伝
わ

っ
て
い
る
以
上
、

宮
廷
儀
礼
と
は
ま

っ
た
く
別
コ
ー
ス
で
、
渡
来
系
の
人
々
の
あ
い
だ
に
民
間
儀
礼
の

「打
野
胡
」
が
伝
わ

っ
た
と
推
測
し
て
も
あ
な
が

ち
見
当
は
ず
れ
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
文
献
に
現
れ
る

「
ヲ
コ
来
朝
」
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

浜

一
衛
氏
は
、
能
楽
の
一
一つ
の
要
素
と
も
中
国
の

「打
野
胡
」
に
発
す
る
と
述
べ
な
が
ら
、

一
方
で
は
滑
稽
科
白
劇
で
あ
る

「を
こ

の
猿
楽
」
に

「う
た
が
加
わ
り
ま
い
が
加
わ

っ
て
能
に
な
る
」
と
も
い
っ
て
お
ら
れ
、
こ
の
両
者
が
中
国
で
す
で
に
結
合
し
て
い
た
の
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が
伝
わ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
列
島
に
伝
わ
っ
た
後
に
結
び
つ
い
た
の
か
は
明
確
に
は
述
べ
て
は
お
ら
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ

に
せ
よ
、
「打
野
胡
」
が
日
本
に
来
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
浜
氏
の
説
は
十
分
に
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
で
あ
り
、
小
論
は
そ
れ
を
側

面
か
ら
支
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「痙
」
に
し
ろ

「打
野
胡
」
に
し
ろ
、
中
国
民
間
で
の
用
語
で
あ
り
、
日
本
に
伝
わ
る
と
し
て
も
口
頭
ル
ー
ト
し
か
な
い
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
日
本
側
の
文
献
資
料
の
な
か
に
正
し
く
伝
わ
り
反
映
す
る
可
能
性
は
も
と
も
と
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

俗
語
を

い
く
ら
穿
墾
し
て
も
、
日
中
の
芸
能
に
つ
い
て
何
か
実
態
解
明
に
つ
な
が
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
眉
唾
で
は
な

い
か

と

い
う
批
判
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
に
と

っ
て
は
け

っ
こ
う
本
気
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
、窟
い
う

「境
界
語
」

(筆
者
が
作

っ
た
こ
と
ば
で
、

一
般
的
に
は
和
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
語
に
由
来
す
る
と
い
う
語
源
説
が
あ
る
な
ど
し
て
、
漢

語
と
も
和
語
と
も
決
め
か
ね
る
民
俗
語
彙
を
指
す
)
の
語
源
問
題
は
、
ま
さ
し
く
フ
ォ
ー
ク
エ
テ
ィ
モ
ロ
ジ
ー
が
跳
梁
践
雇
す
る
世
界

で
あ
り
、
ま
じ
め
な
学
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
意
識
的
に
避
け
て
き
た
分
野
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
我
の
民
俗
事
象
を
対
照

さ
せ
な
が
ら
本
気
に
な

っ
て
そ
の
語
源
を
穿
墾
す
る
と
、
い
か
に
も
胡
散
臭
い
説
が
さ
も
も

っ
と
も
ら
し
く
定
説
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気

づ

か
さ
れ
る
。

オ

ニ

(鬼
)

が

「隠
」

の
圭

日
オ

ン
の
説

っ
た
も

の
だ
と

い
う

の
が
そ

の
よ

い
例
で
あ

る
。

オ

ニ
・
ヲ
ニ

(鬼
)
と
い
う
和
語
の
発
生
が
民
間
の

「灘
戯
」
11

「遣
痕
」

11

「打
野
胡
」
が
日
本
列
島
に
伝
わ
っ
た
の
に
由
来
す

る
と
考
え
れ
ば
、
オ

ニ
に
か
か
わ
る
伝
承
が
も

っ
と
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
系
統

立
て
て
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
の
儀
礼
に
関
す
る

一
系
列
の

「境
界
語
」
の
語
源
探
求
を
引
き
つ
づ
き
推
し
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
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(1
)
浜

一
衛
著

『
日
本
芸
能
の
源
流
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
±

二
年
刊

(
2
)
諏
訪
春
雄
著

『
日
本

の
祭
り
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
刊
。
広
田
律
子
著

一蒐

の
来
た
道

『
玉
川
大
学
出
版
会
、

(3
)
能
勢
朝
次
著

『能
楽
源
流
考
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十

一
年
刊
。

(4
)
康
保
成
著

『灘
戯
芸
術
源
流
』
広
東
高
等
教
育
出
版
社
、

一
九
九
九
年
刊
。

(5
)
山
口
建
治

「
ヲ
コ

(鳴
呼
)
と
サ
ル
ガ
ク

(散
楽
)」
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
編

『歴
史
と
文
学
の
境
界
』
勤
草
書
房
、

(6
)
注

(2
)
に
掲
げ
る
諏
訪
春
雄
著
書
。

(7
)
山
口
建
治

■オ

ニ

(於
遡
)

の
由
来
と

『灘
』
」
、
『文
学
』
二
〇
〇

一
年

11

・
12
月
号
。

(小
論
は
神
奈
川
大
学
共
同
研
究
奨
励
金
を
得
た
共
同
研
究

『環
東

シ
ナ
海
伝
承
文
化

の
総
合
的
研
究
』
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。)

一
九
九
七
年
刊
。

二
〇
Ω

二
年
刊
。


