
炉
辺
史
話
　
第
一
話

　
百
合
若
大
臣
物
語

　
　
　
　
百
合
若
大
臣
の
ふ
る
さ
と
は
何
処
か

は
じ
め
に

た
の
で
し
ょ
う
。
幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
話
」
が
全
国
に
伝
播
す
る

と
、
正
徳
元
年
に
近
松
門
左
衛
門
の
「
百
合
若
大
臣
野
守
鏡
」
が
上
演

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
百
合
若
大
臣
」
も
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

の
昔
話
や
伝
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
東
北
地
方
に
ま
で
色
ん
な
百
合
若

人
　
江
　
秀
　
利
　
　
大
臣
物
語
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
庸
の
塚
を
始
め
中
仙
道
の
足
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
な
ど
の
よ
う
に
百
合
若
大
臣
に
㈲
わ
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
遺
物
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遺
跡
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
り
ま
す
。

　
別
府
市
春
木
の
実
相
寺
遺
跡
に
、
太
郎
、
次
郎
、
鷹
塚
と
呼
ば
れ
る

六
世
紀
末
の
横
穴
式
高
塚
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
文
化
七
年
（
一
ハ
ー
○
）

に
豊
後
を
訪
れ
た
伊
能
宏
敏
は
、
「
九
州
測
量
日
記
」
に
『
別
府
太
郎

同
次
郎
ノ
塚
、
百
合
若
ノ
愛
セ
シ
鷹
緑
丸
ノ
塚
ア
リ
、
信
用
ニ
タ
ラ
ズ
』

と
書
い
て
一
蹴
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
民
間
伝
承
は
か
な
り
古
く
か
ら

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
百
合
若
大
臣
は
私
が
子
供
の
頃
か
ら
地
元
の
英
雄
と
し
て
身
近
な
存

在
で
し
た
。

　
百
合
若
の
物
語
は
、
伝
説
で
壱
岐
、
筑
前
、
豊
後
、
肥
後
に
古
く
か

　
　
　
　
　
・
　
●
　
●
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
に
　
　
・
　
一

ら
あ
っ
た
お
は
な
し
（
伝
説
）
が
取
捨
選
択
さ
れ
て
一
つ
の
筋
の
語
り

物
と
な
り
ま
し
た
。
更
に
語
り
物
の
結
末
に
ギ
リ
シ
ャ
の
叙
事
詩
「
ュ

リ
シ
ー
ズ
」
が
加
え
ら
れ
て
コ
風
変
わ
っ
た
英
雄
物
語
に
な
り
、
や
が

て
幸
若
舞
の
本
「
百
合
若
大
臣
」
と
云
う
口
承
文
芸
と
し
て
大
成
さ
れ

　
柳
田
国
男
は
「
百
合
若
大
臣
の
物
語
の
舞
台
は
、
玄
海
の
離
れ
小
島

か
ら
、
豊
後
の
府
内
ま
で
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。
（
物
語
と
語
り
物
）
」

と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
百
合
若
大
臣
譚
を
構
成
す
る
様
々
の
伝
承
が
豊

後
に
あ
り
、
百
合
若
大
臣
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
伝
承
上
の
英

雄
や
巨
人
が
存
在
す
る
な
ど
、
「
真
名
の
長
者
（
炭
焼
小
五
郎
）
の
話

と
同
じ
よ
う
に
、
’
本
員
の
地
は
豊
後
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
※
　
宇
佐
・
杵
原
ハ
幡
・
万
寿
寺
・
豊
後
国
府
な
ど

　
※
　
鎮
西
ハ
郎
源
為
朝
・
大
分
の
君
椎
臣
な
ど

　
※
　
幸
若
舞
　
室
町
時
代
に
出
た
曲
舞
（
く
せ
ま
い
）
。
為
政
者
の

　
　
保
護
を
受
け
て
、
幕
府
の
御
用
の
舞
と
な
っ
た
。
扇
・
拍
子
・
鼓
・

　
　
笛
の
伴
奏
で
舞
う
。
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一
　
百
合
若
大
臣
の
物
語

　
先
ず
、
幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
」
と
壱
岐
で
神
お
ろ
し
の
と
き
に

巫
女
が
唱
え
て
い
た
、
祭
文
の
「
百
合
若
説
経
」
に
つ
い
て
、
か
い
つ

ま
ん
で
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
「
百
合
若
大
臣
」
幸
若
舞

　
嵯
峨
天
皇
の
時
、
左
大
臣
公
満
と
云
う
人
が
い
ま
し
た
。
公
満
に
は

跡
継
ぎ
の
子
が
い
な
い
の
で
、
大
和
の
泊
瀬
岡
寺
（
観
音
）
に
願
を
か

け
て
男
子
を
も
う
け
、
百
合
若
と
名
付
け
ま
し
た
。
百
合
若
は
十
七
歳

で
右
大
臣
に
な
り
、
大
納
言
顕
頼
卿
の
姫
君
朝
日
を
御
台
所
に
迎
え
ま

し
た
。

　
や
が
て
、
蒙
古
の
大
将
両
蔵
、
大
水
、
飛
ぶ
雲
、
走
る
雲
が
四
万
般

の
軍
船
を
ひ
き
い
て
博
多
に
来
襲
し
ま
し
た
。
我
が
国
は
弓
矢
の
上
手

を
集
め
て
防
ぎ
戦
い
ま
し
た
が
、
敗
れ
て
山
口
へ
逃
げ
帰
り
ま
し
た
。

朝
廷
は
「
百
合
若
大
臣
を
大
将
に
せ
よ
、
神
も
合
力
す
る
」
と
云
う
伊

勢
神
宮
の
託
宣
に
よ
り
、
百
合
若
大
臣
を
大
将
に
し
て
博
多
に
つ
か
わ

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
百
合
若
は
神
託
に
従
っ
て
鉄
の
弓
に
三
百
六
十

三
本
の
鉄
の
矢
を
携
え
、
手
勢
三
十
万
を
卒
き
連
れ
て
博
多
に
向
か
い

ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
神
風
が
吹
い
て
蒙
古
軍
が
一
時
唐
土
に
引
き
上
げ
た
の

で
、
百
合
若
は
蒙
古
の
再
来
に
備
え
て
博
多
に
陣
を
敷
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
朝
廷
は
百
合
若
大
臣
を
筑
紫
の
国
司
に
任
命
し
ま
し
た
。
百
合
若

は
御
台
所
を
伴
っ
て
豊
後
の
国
府
に
館
を
構
え
ま
し
た
。
数
年
後
、
百

合
若
大
臣
は
朝
廷
の
命
を
う
け
て
、
新
造
の
大
船
百
般
大
小
あ
わ
せ
て

八
万
般
の
軍
船
を
ひ
き
い
て
唐
土
へ
打
っ
て
出
ま
し
た
。
両
軍
は
唐
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
奉
　
・
　
　
　
　
た
い
じ

と
の
潮
境
、
ち
く
ら
沖
で
対
峙
し
ま
し
た

○

　
蒙
古
の
大
将
両
蔵
が
船
の
岫
に
立
っ
て
「
我
等
が
戦
の
手
立
て
に
は

霧
を
降
ら
す
習
い
ぞ
」
と
云
え
ば
、
騏
麟
国
の
大
将
が
「
承
る
」
と
云
っ

て
青
い
息
を
吹
き
出
す
と
霧
に
な
り
、
初
め
は
う
す
く
次
第
に
厚
く
な
っ

て
、
月
と
も
日
と
も
わ
き
ま
え
ず
百
日
百
夜
降
り
っ
づ
き
ま
し
た
。
大

臣
は
潮
を
掬
い
あ
げ
て
「
六
十
余
州
の
神
々
、
こ
の
霧
を
晴
ら
し
給
え
…
」

と
折
っ
た
ら
、
「
霧
は
ほ
ど
な
く
、
雪
よ
り
早
く
消
え
」
た
の
で
、
百

合
若
は
喜
ん
で
㈲
を
下
ろ
し
て
蒙
古
船
に
襲
い
か
か
り
ま
し
た
。
三
百

六
十
三
筋
の
矢
を
殆
ど
射
つ
く
し
て
、
雨
蔵
を
倒
し
、
大
水
に
腹
を
切

ら
せ
、
飛
ぶ
雲
、
走
る
雲
を
生
け
捕
り
に
し
ま
し
た
。
残
っ
た
一
万
般

の
蒙
古
船
は
唐
土
に
追
い
返
し
ま
し
た
。

　
勝
利
を
お
さ
め
た
百
合
若
は
、
「
い
ず
く
に
か
鳥
や
あ
る
。
上
が
り

て
身
を
休
め
ん
」
と
侍
（
後
見
）
の
別
府
兄
弟
に
命
じ
、
玄
海
鳥
に
上

陸
し
て
岩
角
を
枕
に
「
夜
目
三
日
ま
ど
ろ
み
」
ま
し
た
。
悪
る
賢
い
別

府
兄
弟
は
大
臣
を
鳥
に
置
き
去
り
に
し
て
本
船
に
帰
り
、
家
来
達
に
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「
君
は
雨
蔵
の
矢
を
う
け
て
、
つ
い
に
空
し
く
な
り
結
う
。
海
底
に
沈

め
申
し
た
り
。
」
と
告
げ
て
船
を
出
し
、
筑
紫
の
博
多
に
帰
り
、
直
ち

に
京
に
上
り
朝
廷
に
勝
ち
戦
を
奏
聞
し
ま
し
た
。
朝
廷
は
百
合
若
の
後

任
と
し
て
別
府
太
郎
を
筑
紫
の
国
司
に
命
じ
ま
し
た
。
豊
後
の
国
府
に

下
っ
た
別
府
太
郎
は
、
百
合
若
の
御
台
所
に
横
恋
慕
し
て
結
婚
を
迫
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
ま
い

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
御
台
所
は
「
宇
佐
の
官
に
詣
ら
せ
結
ひ
、
千
部

の
経
を
書
き
読
ま
ん
と
の
大
願
を
掛
け
」
、
そ
の
日
を
日
一
日
と
延
ば

し
ま
し
た
。
御
台
所
は
「
君
が
面
影
の
夢
現
に
立
ち
結
う
と
き
は
、
死

し
た
る
人
と
は
見
え
結
わ
ず
・
：
」
と
生
存
を
信
じ
、
自
害
も
出
来
ず
堪

え
て
い
ま
し
た
。
御
台
所
は
身
の
ま
わ
り
の
品
々
を
人
に
与
え
、
犬
馬

や
鷹
ま
で
解
き
放
し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
百
合
若
の
愛
鷹
緑
丸
は
、
飯
を
く
わ
え
て
、
三
日
三
晩

跳
び
続
け
て
玄
界
島
に
た
ど
り
置
き
、
百
合
若
に
巡
り
会
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
百
合
若
は
柏
の
葉
に
指
の
血
で
書
い
た
文
を
緑
丸
に
持
ち

帰
ら
せ
ま
し
た
。
歓
喜
し
た
御
台
所
は
紙
、
筆
、
硯
を
鷹
の
脚
に
結
わ

え
て
運
ば
せ
ま
す
が
、
緑
丸
は
あ
ま
り
の
重
さ
に
玄
界
島
の
渚
で
こ
と

き
れ
ま
し
た
。

　
百
合
大
臣
の
言
侍
の
文
を
見
た
御
台
所
は
、
宇
佐
官
に
七
日
間
お
篠

も
り
し
て
、
大
臣
に
「
再
び
お
目
に
か
か
る
な
ら
ば
、
宇
佐
官
の
造
官

中
す
べ
し
。
玉
の
宝
殿
磨
き
立
て
て
、
全
の
扉
を
の
べ
開
き
…
」
と
願

か
け
し
ま
し
た
。

　
別
府
太
郎
は
御
台
所
の
心
が
な
び
か
な
い
の
で
、
と
う
と
う
ま
ん
萬

能
池
に
沈
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
際
は
門
脇
の
翁
の
甥
忠
大
の
娘
萬

寿
姫
が
身
代
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
宇
佐
官
へ
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
て
、
壱
岐
の
釣
り
人
が
南
風
に
吹
か

れ
て
北
の
沖
へ
流
さ
れ
、
玄
海
鳥
に
吹
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
釣
り
人

は
鳥
で
異
様
な
生
物
に
出
会
い
、
逃
げ
ま
ど
い
な
が
ら
「
汝
は
如
何
様

な
異
形
者
ぞ
」
と
尋
ね
る
と
、
百
合
若
は
別
府
兄
弟
側
の
者
か
も
知
れ

な
い
と
思
い
「
こ
れ
は
、
蒙
古
へ
討
手
に
赴
き
し
と
き
不
思
議
に
船
に

乗
り
遅
れ
、
早
や
三
年
に
な
る
と
覚
え
候
。
御
情
に
て
日
本
の
地
へ
着

け
て
た
べ
れ
」
と
頼
み
ま
し
た
。
や
が
て
、
御
台
所
が
念
じ
た
甲
斐
あ
っ

て
、
俄
に
順
風
が
吹
き
始
め
て
百
合
若
は
無
事
に
博
多
に
帰
り
着
く
こ

と
が
で
き
ま
し
之
。

　
　
「
人
か
と
見
れ
ば
人
に
て
も
な
し
、
鬼
か
と
思
え
ば
鬼
に
て
も
な
し
、

唯
餓
鬼
と
や
あ
ら
ん
」
姿
で
豊
後
の
国
府
に
帰
り
、
苔
丸
と
名
付
つ
け

ら
れ
ま
し
た
。

　
や
が
て
、
恒
例
の
正
月
弓
始
の
と
き
が
来
ま
し
た
。
別
府
太
郎
は

「
け
う
が
る
も
の
（
変
わ
っ
た
者
）
を
拾
い
て
養
い
お
く
と
伝
え
聞
く
。

具
し
て
参
れ
」
と
命
じ
ま
し
た
。
苔
丸
は
先
取
り
の
役
に
な
り
ま
し
た

が
、
「
是
な
る
殿
の
弓
立
て
の
悪
さ
よ
。
あ
れ
な
る
殿
の
押
し
て
の
下
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手
な
る
」
、
と
か
「
弓
勢
の
よ
わ
し
」
な
ど
と
嘲
笑
し
ま
し
た
の
で
、

別
府
太
郎
は
「
き
や
つ
は
曲
者
、
大
臣
の
鉄
の
弓
矢
を
射
さ
せ
て
み
よ

よ
」
と
云
っ
て
百
合
若
の
弓
矢
を
渡
し
ま
し
た
。

　
弓
矢
を
受
け
取
っ
た
百
合
若
は
「
的
に
は
目
も
か
け
ず
、
別
府
の
太

夫
に
目
を
か
け
、
人
音
上
げ
て
仰
る
に
…
我
を
ば
誰
と
思
う
ぞ
、
島
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Z
“
‐
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｍ
ｊ

す
て
ら
れ
し
百
合
若
大
臣
が
春
草
と
萌
え
出
る
。
・
：
い
か
に
、
い
か
に
」

と
弓
を
引
き
絞
る
と
、
並
み
居
る
大
友
諸
郷
、
松
浦
党
の
一
同
は
か
し

こ
ま
っ
て
平
伏
し
ま
し
た
。
、
別
府
太
郎
も
命
乞
い
を
で
ま
し
た
が
、

大
臣
は
太
郎
を
松
の
本
の
結
え
て
舌
を
引
き
抜
き
、
首
を
切
っ
て
引
き

ま
わ
し
ま
し
た
。

　
や
が
て
、
百
合
若
大
臣
は
御
台
所
を
伴
っ
て
都
に
登
り
、
日
本
国
の

将
軍
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
幸
若
舞
は
一
応
完
成
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
古
い
形
と
し
て
、
折
口

信
夫
が
「
壱
岐
民
間
伝
承
探
訪
記
（
昭
和
五
年
）
」
に
、
壱
岐
の
イ
チ

ジ
ョ
オ
と
よ
ば
れ
て
い
た
巫
女
が
、
神
降
ろ
し
の
祭
文
と
し
て
唱
え
る

「
百
合
若
説
経
」
が
「
民
俗
学
（
一
巻
五
号
）
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
分
を
仮
に
「
其
の
こ
と
し
ま
す
。

　
ゆ
り
わ
か
大
臣
は
、
桃
か
ら
生
ま
れ
た
人
で
、
幼
名
は
桃
太
郎
と
云

ふ
た
。
年
頃
に
な
っ
て
、
嫁
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
な
っ
て
、
親
た

ち
が
色
々
と
す
す
め
て
も
『
顔
の
長
い
は
馬
面
づ
ら
　
髪
の
長
い
は
邪

心
髪
（
蛇
身
？
）
　
鼻
の
低
い
は
杓
子
、
つ
ら
』
と
云
ふ
て
断
わ
断
り
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
王
様
の
お
姫
様
が
美
し
い
と
云
ふ
噂
を
聞
い
て
、
御

殿
の
風
呂
焚
き
に
な
っ
て
住
み
込
ん
だ
。
お
姫
様
は
、
桃
太
郎
の
嫁
に

な
ろ
う
と
言
わ
れ
た
が
、
王
様
は
、
鬼
ケ
島
退
治
を
し
を
ふ
せ
た
ら
、

嫁
に
や
ろ
う
と
云
わ
れ
た
。

　
其
れ
で
、
名
も
百
合
若
と
改
め
て
、
七
十
嫂
の
船
を
引
き
連
れ
て
、

此
壱
岐
の
島
に
着
い
た
。
船
の
碇
を
お
ろ
し
た
の
が
、
今
の
黒
崎
の
唐

入
神
の
下
の
處
に
な
る
。

　
其
の
時
分
、
此
の
国
は
鬼
の
す
み
か
で
芥
満
国
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。

鬼
の
太
郎
・
鬼
の
次
郎
な
ど
云
ふ
大
将
が
居
た
。
百
合
若
が
来
だ
の
を

見
る
と
、
盛
ん
に
瞳
を
打
っ
た
。
共
有
が
、
今
も
鬼
の
疎
と
云
ふ
て
残
っ

て
い
る
。

　
百
合
若
が
、
目
の
丸
の
扇
を
あ
げ
て
風
を
払
ふ
と
、
喋
が
来
ぬ
。
と

う
と
う
鬼
は
皆
退
治
ら
れ
た
。
日
本
へ
の
土
産
に
一
疋
の
小
鬼
を
残
し

て
置
い
た
、
気
が
つ
く
と
、
鬼
の
起
こ
し
た
風
で
家
来
の
人
々
の
乗
っ

た
船
は
、
皆
吹
き
散
ら
さ
れ
て
、
帰
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
そ

れ
で
、
小
鬼
を
使
う
て
、
海
の
物
を
あ
さ
ら
し
て
、
其
れ
を
喰
う
て
は
、

命
を
っ
な
い
だ
。
食
ひ
物
は
、
皆
小
鬼
の
臍
で
沸
ら
せ
て
食
う
た
の
で

あ
る
。
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あ
る
時
、
地
方
か
ら
風
で
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
、
鰯
ひ
き
の
船
が
流
れ

つ
い
た
。
連
れ
て
地
方
へ
渡
し
て
く
れ
と
頼
む
が
、
鬼
と
見
違
え
て
い

や
だ
と
云
ふ
。
其
れ
で
も
、
い
よ
い
よ
連
れ
て
戻
っ
て
貰
ふ
事
に
な
る
。

小
鬼
に
言
ひ
聞
か
せ
る
に
は
、
炒
り
豆
に
芽
の
出
る
ま
で
戻
る
な
と
云

ふ
て
、
目
の
丸
の
扇
で
天
竺
へ
あ
ふ
ぎ
上
げ
た
。
船
ば
り
に
か
ら
だ
を

縛
ら
せ
て
、
や
っ
と
地
方
に
還
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
王
様
の
御
殿
に
来
て
も
、
誰
も
百
合
若
を
見
知
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
が
、
御
殿
の
鹿
毛
は
前
か
ら
、
百
合
若
よ
り
外
に
乗
り
こ
な

せ
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
あ
る
時
こ
の
馬
に
乗
っ
て
み
せ
た
。
百
合
若

が
乗
る
と
、
さ
し
も
の
荒
馬
が
、
見
事
に
乗
り
こ
な
さ
れ
た
、
碁
盤
の

上
に
後
脚
で
立
っ
た
。
そ
れ
で
、
百
合
若
と
云
ふ
こ
と
が
知
れ
て
、
お

姫
様
を
頂
い
て
、
王
様
の
跡
目
を
相
続
し
た
。
「
民
俗
学
一
の
六
」

　
壱
岐
に
は
も
う
一
つ
、
後
藤
正
足
氏
蔵
の
「
百
合
若
説
経
」
イ
チ
ジ
ョ

ウ
か
ら
聞
い
た
「
其
の
こ
と
や
や
筋
が
違
い
ま
す
。

　
こ
の
「
百
合
若
説
経
」
を
「
其
の
二
」
と
し
ま
す
。

　
都
の
六
条
に
内
裏
を
立
て
る
と
き
、
朝
廷
の
東
西
南
北
に
長
者
の
御

殿
を
建
て
ま
し
た
。
中
で
も
東
の
朝
日
長
者
は
位
も
高
く
十
人
の
子
持

ち
で
し
た
。
西
の
二
条
の
屋
形
の
萬
の
長
者
は
、
山
ほ
ど
財
宝
は
あ
る

が
跡
継
ぎ
の
子
供
か
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
と
き
二
人
は
宝
く
ら

べ
を
し
ま
し
た
が
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
萬
の
長
者
が
「
百
の
倉
よ
り

子
が
宝
」
と
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
萬
の
長
者
は
「
萬
能
長
者
と
も

云
ひ
、
西
の
か
た
は
九
州
臼
杵
の
炭
焼
小
五
郎
が
こ
と
な
り
、
と
い
う

説
も
い
で
た
る
」
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
萬
の
長
者
夫
婦
は
清
水
の
観
世
音
に
願
掛
け
を
し
た
と
こ
ろ
、
御
台

所
は
観
音
様
が
扶
に
百
合
の
花
を
入
れ
た
夢
を
見
て
、
め
で
た
く
男
子

を
出
産
し
ま
し
た
。
長
者
は
若
君
に
百
合
若
の
大
臣
と
名
付
け
ま
し
た
。

百
合
若
は
天
狗
か
ら
兵
法
を
授
か
り
、
文
武
画
道
に
優
れ
た
若
者
に
な

り
ま
し
た
。

　
十
五
歳
の
時
、
将
軍
の
▽
人
娘
輝
日
姫
の
評
判
を
聞
き
、
屋
形
に
忍

び
込
ん
で
契
り
を
結
び
、
女
姿
し
て
短
尺
売
り
に
化
け
姫
を
葛
箭
に
入

れ
て
連
れ
出
し
ま
し
た
。
長
者
夫
婦
は
喜
ん
で
祝
言
を
上
げ
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、
将
軍
の
許
は
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
う
こ
う
す
る
内
に
、
内
裏
の
戌
亥
（
北
西
）
の
方
か
ら
妖
し
い
光

が
射
し
て
き
ま
し
た
。
博
士
が
占
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
光
は
芥
満
国
の

悪
路
王
（
悪
毒
王
）
の
目
の
光
り
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
悪
路
王
は
身

の
丈
一
丈
六
尺
も
あ
る
三
面
鬼
神
の
大
鬼
で
、
五
万
の
小
鬼
ど
も
ひ
き

い
る
大
将
で
し
た
。
将
軍
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
鬼
退
治
を
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
が
、
怖
が
っ
て
大
将
を
引
き
受
け
る
者
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
評
議
の
結
果
「
百
合
若
大
臣
は
ま
だ
十
五
歳
の
若
者
と
は
中
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せ
、
観
音
化
身
の
身
に
ま
ち
が
い
な
し
、
天
狗
の
秘
密
を
請
け
た
る
者

也
。
彼
な
ら
ず
て
は
大
将
は
よ
も
あ
ら
じ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

百
合
若
人
臣
が
大
将
に
え
ら
ば
れ
ま
し
た
。
将
軍
も
「
芥
満
国
の
鬼
ど

も
を
征
伐
せ
よ
。
鬼
退
治
し
て
帰
国
中
せ
ば
輝
口
は
妻
と
相
と
げ
さ
せ
、

日
本
の
将
軍
と
祝
て
得
さ
す
べ
し
」
と
大
将
に
命
じ
ま
し
た
。
百
合
若

は
「
…
百
人
引
き
の
大
弓
に
鋼
の
弦
打
ち
こ
み
、
ロ
ー
尺
ハ
寸
の
大
か

り
ま
た
二
本
揃
え
て
下
さ
る
べ
し
」
と
、
大
弓
を
携
え
て
式
部
太
夫
兄

弟
を
供
に
し
て
芥
海
国
に
攻
め
込
み
ま
し
た
。
　
　
　
″

　
芥
海
国
で
は
悪
路
王
を
倒
し
、
小
鬼
ど
も
を
平
ら
げ
て
大
勝
利
を
お

さ
め
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
芥
海
国
の
小
島
で
式
部
太
夫
兄
弟
は
、
昼

寝
を
し
て
い
る
百
合
若
を
見
捨
て
て
帰
国
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
例
の
如
く
、
輝
日
の
前
が
放
っ
た
愛
庸
み
ど
り
丸
が
島
に

飛
来
し
て
、
大
臣
と
連
絡
が
と
れ
ま
し
た
。

　
あ
る
夜
、
宮
崎
浦
に
往
ん
で
い
る
太
郎
、
次
郎
、
三
郎
と
云
う
漁
師

の
枕
神
に
清
水
観
音
が
立
ち
「
芥
海
国
に
網
を
引
き
た
る
者
な
ら
ば
、

宝
の
山
を
引
か
す
べ
し
」
と
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。
百
合
若
は
、
観

音
の
お
告
げ
に
従
っ
た
漁
師
の
お
陰
で
日
本
の
宮
崎
浦
に
帰
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
式
部
大
夫
の
ば
ば
が
「
何
方
よ
り
参
り
し
者
と
は
し
ら
ね
ど
も
、
片

目
つ
ぶ
れ
し
片
ち
ん
ば
が
奉
公
望
ん
で
参
り
け
り
。
痩
せ
馬
飼
い
な
り

と
中
す
」
と
云
っ
て
式
部
太
夫
に
大
臣
を
引
き
合
わ
せ
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
百
合
若
は
「
『
吾
は
百
合
若
な
り
』
と
宣
い
て
、
弟
式
部

次
郎
は
矢
に
て
胴
中
よ
り
二
つ
に
切
れ
別
れ
け
る
。
太
郎
は
お
許
し
あ

れ
と
土
地
に
伏
し
た
り
け
る
が
、
高
手
小
手
に
い
ま
し
め
て
七
日
七
夜

さ
ら
さ
れ
、
首
落
さ
る
。
」

　
「
御
年
移
ら
せ
給
い
て
、
八
十
八
歳
・
：
し
づ
か
に
御
崩
御
召
れ
候
が
、

神
と
現
れ
給
う
に
は
、
九
州
豊
後
国
の
国
主
の
御
神
、
由
生
原
（
杵
原
）

ハ
幡
大
神
と
現
れ
給
う
・
：
」
（
ま
た
、
輝
日
の
前
も
宇
佐
ハ
幡
姫
神
と

な
っ
て
現
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
）

　
二
　
百
合
若
譚
と
豊
後

　
　
一
　
宇
佐
・
杵
原
ハ
幡
大
神
・
万
寿
寺

　
幸
若
舞
の
朝
日
の
前
は
、
別
府
太
郎
に
結
婚
を
迫
ら
れ
た
と
き
も
、

百
合
若
の
生
存
を
知
っ
た
と
き
も
宇
佐
ハ
幡
に
願
を
か
け
ま
し
た
。
説

経
そ
の
二
に
は
、
百
合
若
は
由
須
原
（
杵
原
）
ハ
幡
大
神
、
輝
日
の
前

は
宇
佐
ハ
幡
（
姫
神
）
に
な
っ
て
現
れ
た
と
、
両
大
神
の
本
地
物
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
「
大
分
の
歴
史
９
」
に
「
百
合
若
説
経
に
よ
れ
ば
、
『
杵
原
八

幡
宮
の
ニ
ノ
殿
に
、
武
内
宿
祢
と
な
ら
ん
で
百
合
若
大
臣
の
神
像
が
安

置
あ
り
た
る
こ
と
』
と
あ
り
、
左
大
臣
・
右
大
臣
と
し
て
祀
ら
れ
た
も
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の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
百
合
若
大
臣
と

府
内
の
柿
原
ハ
幡
と
は
何
ら
か
の
因
縁
が
あ
る
と
云
え
る
で
し
ょ
う
。

　
宇
佐
・
杵
原
八
幡
や
万
寿
寺
が
語
ら
れ
る
の
は
、
百
合
若
譚
が
豊
後

と
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　
な
に
よ
り
も
興
味
を
牽
く
こ
と
は
、
幸
若
舞
の
百
合
若
大
臣
が
博
多

で
筑
紫
の
国
司
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
役
所
を
豊
前
の
国
府
で
は
な
く
、

豊
後
の
国
府
に
定
め
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
説
経
其
の
一
の
萬
能
長
者

に
つ
い
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
萬
能
長
者
と
も
云
ひ
、
西
の
か
た
は
九
州
・

臼
杵
の
炭
焼
小
五
郎
が
こ
と
な
り
、
と
い
う
説
も
い
で
た
る
」
と
註
書

き
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
勿
論
、
萬
能
長
者
は
真
名
の
長
者
（
炭

焼
小
五
郎
）
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　
後
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
舞
の
本
に
あ
る
、
御
台
所
の
身
代
わ
り

で
萬
能
池
に
身
を
投
じ
ら
れ
た
萬
寿
姫
を
供
養
し
て
建
立
し
た
の
が
萬

寿
寺
だ
と
云
わ
れ
ま
す
。

　
※
　
本
地
物
　
神
・
佛
・
社
寺
の
縁
起
を
基
に
し
た
語
り
物
や
読
本

　
　
の
こ
と
。
幸
若
舞
に
真
名
長
者
の
こ
と
を
詞
に
し
た
「
烏
帽
子
折
」

　
　
が
あ
り
ま
す
。
真
名
長
者
の
娘
が
観
音
の
中
し
子
で
、
宇
佐
ハ
幡

　
　
の
姫
神
と
な
る
本
地
物
と
云
わ
れ
る
。

　
　
ニ
　
コ
ッ
ケ
ー
・
ム
ク
リ
ー
（
鬼
退
治
）

　
本
来
、
百
合
若
大
臣
譚
は
、
大
江
山
の
酒
呑
童
子
や
羅
生
門
の
茨
木

童
子
を
征
伐
し
た
英
雄
譚
や
挑
太
郎
や
一
寸
法
師
の
お
伽
噺
話
の
鬼
退

治
の
話
の
範
暗
に
入
り
ま
す
。
「
豊
後
伝
説
集
」
に
次
の
百
合
若
の
鬼

退
治
の
話
が
あ
り
ま
す
。

　
　
「
・
：
百
合
若
の
城
は
高
崎
山
に
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
百
合
若
は
父
の

城
主
に
、
鬼
界
が
島
に
鬼
退
治
に
行
く
こ
と
を
乞
ふ
だ
。
父
は
「
お
前

が
若
こ
の
山
に
あ
る
ハ
畳
敷
の
大
岩
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
ら

許
さ
う
。
」
と
い
っ
た
の
で
、
百
合
若
そ
れ
を
差
し
上
げ
て
豊
後
湾
に

投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
因
み
に
、
百
合
若
が
豊
後
湾
に
投
げ
込
ん
だ
、
八
畳
敷
き
の
大
岩
は

八
畳
石
と
云
わ
れ
、
両
郡
橋
南
の
磯
（
倉
谷
）
に
あ
り
ま
し
た
が
、
今

は
国
道
十
号
線
石
下
に
な
り
ま
し
た
。

　
壱
岐
の
百
合
若
説
経
は
何
れ
も
鬼
退
治
で
す
が
、
幸
若
舞
で
は
蒙
古

の
両
蔵
征
伐
で
、
相
手
は
奇
怪
な
術
を
使
い
ま
す
が
鬼
は
出
て
き
ま
せ

ん
。

　
大
分
に
コ
ッ
ケ
ー
・
ム
ク
リ
ー
と
云
う
方
言
が
あ
り
ま
す
。
コ
。
ケ
ー

と
は
高
句
麗
、
ム
ク
リ
ー
は
蒙
古
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
元
寇
の
時
に

高
句
麗
と
蒙
古
軍
が
壱
岐
・
対
馬
で
働
い
た
残
虐
で
捧
猛
な
行
為
が
、

ま
る
で
鬼
の
よ
う
だ
っ
た
と
云
う
こ
と
か
ら
、
鬼
の
よ
う
な
怖
い
怪
物
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の
こ
と
を
呼
ぶ
言
葉
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
幸
若
舞
で
は
こ
の
物
語
を

ま
こ
と
し
や
か
に
す
る
た
め
に
、
蒙
古
来
襲
の
場
面
を
借
り
た
も
の
で
、

「
蒙
古
」
に
は
「
ム
ク
リ
」
と
ふ
り
が
な
が
付
い
て
い
ま
す
。

　
本
来
、
豊
後
の
百
合
若
譚
は
、
「
豊
後
伝
説
集
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、

鬼
界
が
島
が
鬼
が
島
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
文
芸
的
に
完
成
さ

れ
た
幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
」
で
は
、
豊
後
の
方
言
で
ム
ク
リ
と
呼

ば
れ
る
姿
を
変
え
た
鬼
が
登
場
す
る
の
で
す
。
た
だ
、
ム
ク
リ
ー
が
豊

後
だ
け
の
方
言
で
あ
る
と
し
て
で
す
。
（
富
来
隆
）
　
　
″

　
　
三
　
萬
寿
姫
の
身
代
わ
り
（
萬
寿
寺
）

　
朝
日
の
前
が
な
び
か
な
い
こ
と
を
怒
っ
た
別
府
太
郎
は
、

　
「
…
御
台
所
が
別
府
の
云
う
こ
と
を
聞
か
ぬ
に
よ
っ
て
、
ま
ん
の
う
が

池
に
生
き
な
が
ら
芝
潰
け
せ
ん
と
す
る
を
、
乳
母
聞
き
て
、
御
台
所
と

同
年
の
姫
を
沈
め
て
御
台
所
を
か
く
し
給
ふ
。
…
」

　
乳
母
の
話
を
聞
い
た
門
脇
の
翁
の
甥
の
娘
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
入

水
し
ま
し
た
。
こ
の
身
代
わ
り
話
は
、
幸
若
舞
と
豊
後
の
伝
承
の
み
の

よ
う
で
す
。

　
府
内
（
大
分
）
に
蒋
山
萬
寿
寺
と
云
う
古
刹
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
の
初
期
頃
ま
で
は
殆
ど
廃
寺
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
寛
永
頃
に
再

興
し
た
そ
う
で
す
。
同
寺
の
僧
乾
叟
が
書
い
た
「
禅
船
渠
」
に
、
こ
の

寺
の
縁
起
と
し
て
、
百
合
若
大
臣
が
御
台
所
に
代
わ
っ
て
入
水
し
た
娘

の
菩
提
の
た
め
に
建
立
し
た
と
あ
り
ま
す
。
伝
承
と
し
て
は
、
フ
心
の

娘
を
萬
寿
姫
と
云
い
、
翁
が
甥
の
忠
大
と
は
か
っ
て
蒋
の
生
い
茂
っ
た

他
に
沈
め
た
。
由
利
若
人
臣
が
帰
国
し
て
そ
の
こ
と
を
聞
き
、
姫
の
死

を
弔
っ
て
他
の
端
に
一
宇
を
建
て
て
蒜
山
萬
寿
寺
と
名
付
け
た
。
」
と

云
い
ま
す
。

　
宇
佐
八
幡
大
神
は
薦
枕
を
依
代
に
し
ま
す
。
中
津
に
あ
る
薦
神
社
の

ご
神
体
は
、
枕
に
な
る
薦
が
茂
る
三
角
地
で
す
。
万
方
姫
の
こ
じ
っ
け

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
宇
佐
ハ
幡
と
の
関
わ
り
を
感
じ
ま
す
。

　
萬
寿
姫
や
安
方
姫
は
中
世
の
姫
君
の
代
表
的
な
名
前
で
す
。
身
代
わ

り
に
な
っ
た
忠
大
の
無
名
の
娘
に
、
萬
寿
の
名
を
借
り
た
と
も
云
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
幸
若
舞
で
は
娘
に
萬
寿
の
名
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
百
合
若
譚
で
は
こ
の
萬
寿
寺
の
縁
起
の
外
に
他
に
身
代
わ
り
話

の
例
を
見
ま
せ
ん
。
百
合
若
大
臣
譚
は
豊
後
の
伝
承
を
主
と
し
て
作
ら

れ
た
と
考
え
る
大
き
な
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
「
豊
後
国
志
」
に
も
百
合
椎
大
臣
が
建
立
し
た
と
の
縁
起
を
あ
げ
て

い
ま
す
。

　
四
　
大
分
君
稚
臣

「
大
宰
管
内
志
」
や
唐
橋
世
斎
の
「
豊
後
国
志
巻
ノ
四
」
は
大
分
君
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権
臣
（
権
見
）
を
百
合
格
大
臣
に
比
定
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
世
斎
が

「
豊
後
国
志
」
を
編
む
と
き
に
大
分
郡
で
取
材
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　
大
分
君
権
臣
は
、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
）
に
大
分
君
恵
尺
と
共
に
大

海
人
皇
子
（
後
の
天
武
天
皇
）
に
味
方
し
て
、
瀬
田
橋
の
合
戦
で
獅
子

奮
迅
の
働
き
を
し
て
大
海
人
軍
を
勝
利
に
導
き
、
「
勇
敢
き
士
」
と
称

え
ら
れ
ま
し
た
。
大
分
君
権
臣
は
大
分
郡
の
郡
司
の
一
族
で
兵
衛
と
し

て
上
番
し
て
い
た
と
云
わ
れ
ま
す
。
大
分
君
権
臣
は
そ
の
後
、
豊
後
の

誇
り
で
あ
り
英
雄
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
大
分
市
権
迫
の

石
棺
式
石
室
を
持
つ
古
宮
古
墳
（
七
世
紀
中
～
後
期
）
は
大
分
君
権
臣

の
墳
墓
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
分
市
上
野
乗
に
大
臣
塚
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
十
二
月
二
目

に
萬
寿
寺
で
供
養
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
豊
府
紀
聞
」
に
よ
る
と
、

寛
永
十
二
年
十
月
二
日
、
大
風
で
大
臣
塚
の
松
が
折
れ
、
そ
の
植
え
替

え
の
と
き
に
人
骨
や
太
刀
が
出
土
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
目
を

「
祭
祀
目
」
に
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
（
大
分
県
史
　
民
俗
編
）

　
参
考
ま
で
に
、
中
山
太
郎
が
「
旅
と
伝
説
　
昭
七
年
五
月
号
」
に
引

用
し
た
箇
所
を
上
げ
る
と
、
（
百
巻
本
に
拠
る
）

　
「
・
：
世
に
云
ふ
百
合
若
（
原
注
。
或
は
大
臣
と
称
す
）
、
豊
後
国
船
居

　
に
傅
ふ
る
故
事
な
り
。
百
合
若
塚
は
船
医
の
菖
山
萬
寿
興
禅
寺
に
あ

　
り
。
二
十
鯨
年
前
掲
宗
和
尚
の
時
、
其
塚
を
発
く
、
石
棺
の
内
立
る

　
白
骨
一
員
あ
り
。
亦
太
刀
一
括
朽
残
り
し
、
領
主
も
見
ら
れ
命
じ
て

　
基
の
如
く
埋
み
て
祀
ら
れ
し
こ
と
な
ん
（
原
注
略
）
百
合
若
の
女
を

　
萬
寿
と
い
　
ふ
。
郷
の
菖
の
池
に
沈
み
し
後
、
寺
を
建
て
菖
山
萬
寿

　
寺
と
号
す
。
百
合
若
が
奸
臣
別
府
太
郎
同
次
郎
が
塚
と
て
別
府
に
あ

　
り
。
高
さ
二
三
尺
と
ぞ
。
百
合
若
の
愛
せ
し
鷹
を
緑
丸
と
云
ひ
、
志

　
州
の
鷹
尾
村
よ
り
出
し
て
云
ふ
。
云
々
」

　
し
か
し
、
百
合
若
大
臣
塚
と
云
わ
れ
る
塚
は
全
国
方
々
に
あ
り
ま
す

が
、
豊
後
で
百
合
若
譚
は
江
戸
時
代
初
期
頃
か
ら
あ
っ
た
と
云
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
豊
後
の
英
雄
に
鎮
西
ハ
郎
源
為
朝
が
お
り
ま
す
。
為
朝
は
身

の
丈
七
尺
、
剛
弓
の
使
い
手
で
高
崎
山
の
頂
上
に
的
を
立
て
て
別
府
の

的
が
浜
か
ら
射
っ
た
と
云
わ
れ
ま
す
。
「
豊
後
説
話
集
」
に
次
の
よ
う

な
話
が
あ
り
ま
す
。

　
「
…
百
合
若
が
島
か
ら
帰
っ
て
、
別
府
兄
弟
を
討
と
う
と
し
た
ら
、
兄

　
弟
は
高
崎
山
の
山
腰
を
左
右
に
別
れ
て
逃
げ
た
の
で
、
百
合
若
は
得

　
意
の
強
弓
に
矢
を
番
え
て
放
す
と
、
矢
は
高
崎
の
嶺
を
越
え
て
向
こ

　
う
に
落
ち
、
丁
度
兄
弟
が
　
山
を
廻
っ
て
落
ち
合
っ
た
所
に
剌
さ
っ

　
た
の
で
、
二
人
と
も
一
矢
で
殺
さ
れ
た
。
…
」

　
豪
勇
無
双
の
弓
道
の
達
人
と
し
て
、
為
朝
伝
説
は
百
合
若
伝
説
の
素

地
の
一
部
を
な
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
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ハ
代
に
百
合
若
塚
が
あ
り
ま
す
。
所
の
人
は
「
百
合
若
は
い
や
し
き

者
な
り
。
世
に
大
臣
と
云
う
は
大
人
な
り
：
こ

　
っ
ま
り
、
単
に
大
力
で
強
弓
を
引
く
巨
人
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
随
分
印
象
が
違
い
ま
す
が
、
剛
弓
を
引
く
百
合
若
大
臣
が
巨
人

伝
説
た
る
所
以
で
す
。

　
三
　
ユ
リ
（
百
合
若
）
の
名
の
起
こ
り
は
？

　
　
一
　
百
合
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

　
幸
若
舞
に
は
百
合
と
命
名
し
た
謂
わ
れ
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
せ
ん
。

い
っ
ぽ
う
説
経
そ
の
Ｉ
で
は
百
合
の
花
と
観
音
様
と
の
因
縁
語
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
「
民
俗
証
人
辞
典
」
に
よ
れ
ば
宇
佐
・
柿
原
ハ
幡
の
神
花
は

百
合
の
花
で
、
す
べ
て
の
魔
を
祓
い
よ
け
る
と
も
あ
り
ま
す
。

　
我
が
国
の
古
典
文
学
で
百
合
の
花
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
だ

そ
う
で
す
。
因
み
に
「
日
本
俗
信
辞
典
・
動
植
物
編
」
を
見
ま
す
と

「
百
合
を
屋
敷
内
に
飢
え
る
と
死
者
が
出
る
」
「
白
百
合
は
佛
に
上
げ
る

な
」
「
白
百
合
の
夢
を
見
る
と
人
が
死
ぬ
」
な
ど
、
百
合
の
花
は
陰
や

凶
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
で
、
英
雄
の
命
名
に
は
不
向
だ
と
思
い
ま

す
。

　
　
ニ
　
ユ
リ
（
器
）

　
枡
口
信
夫
が
壱
岐
で
巫
女
の
イ
チ
ジ
ョ
ウ
の
祭
文
か
ら
「
百
合
若
説

経
」
を
採
集
し
た
と
は
、
先
に
も
書
き
ま
し
た
（
枡
目
信
夫
全
集
十
五

巻
「
壱
岐
民
間
伝
承
探
訪
記
」
。

　
　
「
民
俗
学
一
ノ
六
・
壱
岐
民
間
伝
承
探
訪
記
　
そ
の
Ｉ
・
枡
口
信
夫
」

や
「
枡
目
信
夫
の
世
界
・
壱
岐
探
訪
・
山
口
麻
太
郎
」
を
参
考
に
神
お

ろ
し
を
要
約
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
イ
チ
ジ
ョ
ウ
が
祀
る
の
は
ヤ
ボ
サ
神
（
天
台
ヤ
ボ
サ
の
祭
日
は
毎
月

二
十
八
日
）
で
す
。
神
お
ろ
し
を
す
る
と
き
に
は
八
尺
二
寸
も
あ
る
黒

塗
り
の
木
弓
に
麻
の
弦
を
掛
け
、
ュ
リ
を
伏
せ
た
上
に
載
せ
て
ニ
カ
所

を
し
っ
か
り
と
結
わ
え
つ
け
た
呪
具
を
使
い
ま
す
。
ュ
リ
は
楕
円
形
の

櫃
の
蓋
の
よ
う
な
曲
げ
物
（
削
板
）
の
器
で
す
。
別
府
朝
見
八
幡
の
古

祭
礼
に
、
「
ュ
リ
に
お
赦
い
の
道
具
を
入
れ
て
神
主
に
差
し
出
す
」
。
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
ュ
リ
は
カ
ミ
サ
マ
の
供
え
物
を
入
れ
る
底
の
深
い

曲
げ
物
の
盆
の
よ
う
な
器
で
す
。
ま
た
、
古
く
は
霊
魂
を
入
れ
込
め
る

具
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
（
民
俗
証
人
辞
典
）

　
イ
チ
ジ
ョ
ウ
は
二
本
の
細
い
竹
で
弓
の
弦
を
叩
き
な
が
ら
、
祭
文
を

唱
え
ま
す
。
イ
チ
ジ
ョ
ウ
が
神
お
ろ
し
を
す
る
と
き
に
は
「
百
合
若
説

経
」
を
必
ず
唱
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
さ
て
、
神
お
ろ
し
は
呪
術
的
な
行
為
で
、
弓
と
。
リ
は
神
秘
的
な
現
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象
を
起
こ
す
睨
具
で
な
の
で
す
。
中
山
太
郎
は
ユ
リ
は
憑
り
（
ョ
リ
）
、
　
　
思
い
ま
す
。
逆
臣
伏
洙
は
豊
後
か
ら
逆
移
入
し
た
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
神
が
憑
る
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
云
っ
て
い
ま
す
。
全
国
に

「
弓
祈
祷
」
と
云
っ
て
弓
と
箱
や
査
を
用
い
る
所
が
所
々
に
あ
る
そ
う

で
す
。
「
広
島
県
神
職
会
発
行
大
ハ
州
弓
祈
祷
私
記
摘
要
」
に
弓
祈
祷

の
神
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
。
リ
ワ
の
歌
が
二
っ
あ
り
ま
す
。

「
ュ
リ
ふ
た
に
千
年
の
鶴
と
萬
代
の
亀
が
舞
遊
ぶ
今
日
の
め
で
た
さ
」

「
ュ
リ
ふ
た
を
お
こ
し
て
見
れ
ば
そ
の
中
に
、
黄
金
千
両
わ
き
出
で
た

り
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。
ュ
リ
は
神
霊
の
宿
る
も
の
で
神
秘
的
な
力
の

宿
る
神
聖
な
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
弓
は
悪
魔
退
散
に
弓
の
弦
を
鳴
ら

す
鳴
弦
の
儀
式
が
あ
る
よ
う
に
、
弓
も
呪
術
的
な
霊
力
を
宿
す
と
さ
れ

ま
す
。

　
百
合
若
の
。
リ
は
神
霊
の
宿
る
器
に
附
会
し
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ワ
カ
は
無
垢
の
少
年
に
神
が
宿
る
と
云
わ
れ
、

少
壮
の
英
雄
の
意
味
も
龍
め
て
「
若
」
を
付
け
た
の
で
し
ょ
う
。
剛
弓

の
達
人
で
あ
る
破
邪
の
霊
力
を
宿
す
弓
を
携
え
た
若
武
者
と
し
て
百
合

若
が
生
み
出
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　
ュ
リ
ワ
カ
話
の
本
質
の
地
は
イ
チ
ジ
ョ
ウ
の
説
経
が
生
ま
れ
た
壱
岐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
●

で
、
話
が
九
州
の
各
地
に
伝
播
し
、
呪
術
的
な
英
雄
ュ
リ
が
▽
人
歩
き

し
て
豊
後
に
も
根
を
下
ろ
し
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
幸
若
舞
の
詞
ま

で
昇
華
し
た
「
百
合
若
大
臣
」
譚
の
本
質
の
地
は
豊
後
で
は
な
い
か
と

　
四
　
イ
タ
カ
の
王
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス

　
坪
内
逍
遥
が
明
治
三
十
九
年
の
「
早
稲
田
文
学
」
に
、
百
合
若
大
臣

譚
の
「
故
国
帰
来
、
逆
臣
伏
洙
」
と
い
う
物
語
の
部
分
は
ホ
メ
ロ
ス
の

叙
事
詩
「
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
（
ュ
リ
シ
ー
ズ
）
」
の
翻
案
で
あ
る
と
発
表

し
、
室
町
時
代
国
内
発
生
説
の
津
田
左
右
古
と
論
争
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
先
ず
、
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
の
筋
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
一
「
故
国
帰
来
・
逆
臣
伏
洙
譚
」

　
ト
ロ
ヤ
戦
争
に
従
軍
し
て
勝
利
を
収
め
た
イ
タ
カ
の
王
オ
デ
ッ
セ
ウ

ス
（
ュ
リ
シ
ー
ズ
）
は
、
帰
国
の
途
中
座
に
流
さ
れ
て
ト
ラ
キ
ヤ
に
漂

着
し
ま
し
た
、
え
の
後
も
漂
流
を
繰
り
返
し
て
数
奇
な
運
命
を
辿
り
ま

す
。
イ
タ
カ
で
は
す
で
に
王
は
死
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、
妻
ペ
ネ
ロ
ペ

は
、
財
産
目
当
て
の
王
族
の
求
婚
者
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ペ
ネ

ロ
ペ
は
父
王
ラ
エ
ル
テ
ス
の
屍
衣
（
屍
を
覆
う
衣
）
が
織
り
あ
が
る
ま

で
の
猶
予
を
約
束
し
て
、
昼
は
機
を
織
り
夜
は
解
き
ほ
ぐ
し
て
時
間
を

引
き
延
ば
し
て
い
ま
し
た
が
、
と
う
と
う
そ
れ
が
露
見
し
て
、
こ
と
わ

り
切
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
多
く
の
苦
労
を
重
ね
て
イ
タ
カ
に
た
ど
り
着
い
た
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
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乞
食
に
身
を
か
え
て
再
起
の
機
会
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
窮
し
た
ペ
ネ

ロ
ペ
は
、
求
婚
者
た
ち
を
集
め
て
宴
を
開
き
、
夫
の
強
弓
を
持
ち
出
し

て
、
そ
れ
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
者
と
結
婚
す
る
と
告
げ
ま
す
。
し
か

し
、
誰
も
弓
に
弦
を
か
け
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
の
を
見
て
嘲
笑
し
た

乞
食
が
、
そ
の
弓
を
引
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
オ
デ
ッ
セ
イ

は
、
た
ち
ま
ち
無
法
な
求
婚
者
達
を
す
べ
て
射
殺
し
て
し
ま
し
た
。
こ

う
し
て
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
は
再
び
イ
タ
カ
の
王
に
な
っ
て
、
ペ
ネ
ロ
ペ
と

と
も
に
一
生
を
安
楽
に
過
ご
し
ま
し
た
。
（
ホ
メ
ロ
ス
の
一
大
叙
事
詩
）

　
さ
て
、
わ
が
百
合
若
大
臣
の
「
貴
種
流
離
譚
」
や
、
こ
の
話
の
よ
う

な
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
の
「
故
国
帰
来
、
逆
臣
伏
洙
」
の
説
話
は
、
こ
れ
ら

の
英
雄
が
先
ず
ど
ち
ら
も
御
曹
司
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
オ
デ
。
セ
イ

は
鉄
製
剛
弓
の
使
い
手
で
、
豊
後
の
百
合
若
大
臣
は
愛
用
の
鉄
弓
鉄
筋

を
使
用
し
、
ま
た
鉄
弓
に
は
に
五
人
張
り
八
入
伏
せ
（
約
三
封
）
の
強

弓
を
引
い
た
と
い
う
達
人
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
両
物
語
に
は
細
か
い
点
て
幾
つ
か
の
類
似
点
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

老
人
の
乞
食
姿
で
帰
国
し
た
オ
デ
ッ
セ
イ
を
愛
犬
の
ア
ー
ガ
ス
が
耳
を

垂
れ
尾
を
振
っ
て
嬉
し
そ
う
に
迎
え
た
と
い
い
ま
す
。
豊
後
の
伝
説
で

は
、
髪
の
毛
は
五
・
六
尺
、
爪
の
長
さ
は
三
寸
も
延
び
て
、
全
く
人
相

が
変
わ
っ
て
誰
も
百
合
若
と
気
付
か
な
か
っ
た
の
に
、
愛
馬
の
青
馬
が

覚
え
て
い
て
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
涙
を
流
し
て
喜
び
噺
い
た
と
云
い
ま
す
。
ま

た
、
帰
路
の
壱
岐
で
は
鬼
鹿
毛
と
い
う
愛
馬
が
百
合
若
を
覚
え
て
い
て

七
重
の
膝
を
八
重
に
折
っ
て
迎
え
た
、
と
も
伝
え
て
い
ま
す
。

　
百
合
若
は
鬼
界
が
島
に
渡
り
、
鬼
に
降
参
を
勧
め
た
が
、
鬼
は
「
睨

み
っ
こ
（
目
性
く
ら
べ
）
し
て
負
け
た
ら
降
参
し
よ
う
。
」
と
云
っ
た

の
で
、
百
合
若
は
橡
め
持
っ
て
来
た
二
つ
の
鉦
を
以
て
眼
と
し
た
の
で
、

つ
い
に
鬼
が
負
け
て
降
参
し
た
と
か
、
或
い
は
説
経
「
其
の
二
」
の
内

裏
を
射
た
悪
路
（
毒
）
王
の
妖
し
の
目
の
光
り
も
、
入
喰
い
鬼
の

一
眼
鬼
族
の
話
ら
し
き
も
の
が
一
寸
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
も
し
、
百
合
若
人
臣
譚
が
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
の
翻
案
と
す
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
に
し
て
輸
入
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
中
国
経
由
で
し
ょ
う

か
。
西
洋
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
中
国
経
由
で
伝
来
し
た
の
で
し
た
ら
古
く
は
唐
で
し
ょ
う
。
天
平
の

頃
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
が
到
果
し
て
い
ま
す
が
、

ギ
リ
シ
ャ
の
叙
事
詩
が
伝
わ
っ
た
と
は
、
私
の
知
る
限
り
、
中
国
に
も

我
が
国
に
も
聞
た
こ
と
か
あ
り
ま
せ
ん
。
明
以
降
に
伝
来
し
た
の
な
ら
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
読
み
本
（
草
紙
）
に
現
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
」
が
室
町
時
代
の
作
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

も
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
百
合
若
大
臣
」
の
読
み
本
を
取
り

上
げ
た
学
者
は
い
な
い
よ
う
で
す
。
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ニ
　
キ
リ
シ
タ
ン

　
ど
う
も
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
は
西
洋
か
ら
直
接
受
け
入
れ
た
と
考
え
る
方

が
正
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
、
大
友
宗
麟
に
招
か
れ
て
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
ェ
ル
は
府
内
で
布
教
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
す
。
翌
年
、
イ

ン
ド
か
ら
神
父
バ
ル
テ
ル
ザ
ル
・
ガ
ゴ
、
イ
ル
マ
ン
の
ペ
ト
ロ
・
ダ
ル

カ
セ
バ
、
ド
ワ
ル
テ
・
ジ
ル
バ
、
船
長
ド
ア
ル
テ
・
ダ
・
ガ
ー
マ
と
日

本
人
通
詞
の
五
人
が
来
航
し
て
、
府
内
に
礼
拝
堂
を
建
て
て
布
教
を
始

め
ま
し
た
。
府
内
の
信
者
は
た
ち
ま
ち
六
・
七
百
人
に
な
り
、
子
供
達

が
西
洋
音
楽
を
演
奏
し
た
り
宗
教
訓
を
演
じ
た
と
伝
え
ま
す
。
信
者
は

布
教
の
合
間
に
珍
し
い
西
洋
の
説
話
な
ど
を
興
味
深
く
間
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
戦
塵
の
消
え
や
ら
ぬ
当
時
と
し
て
は
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
は
格
好

の
話
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
に
は
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
が
府
内
に
育

児
院
や
病
院
を
建
て
ま
す
。
豊
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
千
五
百
人
。
そ
の

後
も
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
臼
杵
に
ノ
ビ
シ
ャ
ド
（
修
練
院
）
、
府
内
に
コ

レ
ジ
オ
（
学
林
）
を
建
て
て
豊
後
に
は
イ
ソ
ッ
プ
物
語
も
伝
わ
り
ま
し

た
。
府
内
は
布
教
の
中
心
と
な
り
、
西
洋
の
雰
囲
気
も
可
成
り
普
及
し

て
い
た
と
お
も
い
ま
す
。

　
百
合
若
大
臣
譚
は
、
豊
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
達
が
、
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
の

叙
事
詩
を
桃
太
郎
の
鬼
征
伐
の
民
話
を
土
台
に
し
て
主
人
公
に
オ
デ
ッ

セ
ウ
ス
を
重
ね
合
わ
せ
、
異
色
の
英
雄
譚
の
基
を
作
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
ュ
リ
シ
ー
ズ
（
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
）
の
百
合
の
元
は
。
も
し
、
キ
リ
ス

ト
教
の
布
教
者
が
ギ
リ
シ
ャ
の
叙
事
詩
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
ま
す
と
、

主
人
公
は
ロ
ー
マ
名
の
ウ
リ
″
セ
ス
（
ユ
リ
シ
ー
ズ
）
か
ギ
リ
シ
ャ
名

の
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
彼
等
は
主
人
公
の
固

有
名
詞
は
ラ
テ
ン
語
で
オ
デ
。
ゼ
ウ
ス
で
す
が
、
ュ
リ
シ
ー
ズ
の
方
が
、

百
合
と
な
じ
め
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
五
　
桃
太
郎
と
百
合
若

　
殼
大
の
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
豊
後
の
百
合
若
譚
が
、
壱
岐
の
イ
チ
ジ
ョ

ウ
の
説
経
の
百
合
若
譚
が
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
百
合
若
譚
は
、
「
申
し
子
」
「
鬼
退
治
」
と
い
う
目
本
の
昔
話
の
典
型

の
一
つ
で
す
。
「
幸
若
舞
」
や
説
経
「
そ
の
二
」
の
百
合
若
も
観
音
様

の
申
し
子
で
、
「
そ
の
□
の
桃
太
郎
も
一
寸
法
師
と
同
じ
よ
う
に
異

界
か
ら
降
誕
し
た
神
童
で
し
た
。

　
　
「
は
じ
め
に
」
に
も
鰻
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
民
話
同

士
が
出
会
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
な
が
ら
お
話
の
筋
が
ふ
く
ら
ん
で
、
ま

と
ま
っ
た
筋
の
語
り
物
に
な
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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本
来
こ
の
話
の
原
型
は
説
経
（
其
の
ご
の
よ
う
な
桃
太
郎
の
鬼
退

治
話
で
、
壱
岐
で
は
桃
太
郎
が
。
リ
ワ
カ
と
云
う
名
前
で
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
豊
後
に
伝
わ
っ
て
鬼
退
治
話
の
主
人
公
が
。
リ
ワ

カ
に
な
り
、
豊
後
の
観
音
の
中
し
子
話
、
宇
佐
ハ
幡
の
本
地
物
や
異
色

の
故
国
帰
来
・
逆
臣
伏
珠
の
結
末
話
が
、
壱
岐
の
説
経
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
や
が
て
、
こ
の
語
り
物
は
幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
」
と
し
て
大

成
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
話
の
基
本
は
何
処
に
で
も
あ
る
「
坤
し
子
」
「
鬼
退

治
」
で
す
が
、
結
末
に
「
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
」
が
接
木
さ
れ
て
ユ
ニ
ー
ク

な
筋
立
て
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
市
場
直
次
郎
の
「
百
合
若
伝
説
私
考
」
、
中
山
太
郎
の
「
百
合
若
伝

説
異
考
」
（
昭
和
六
年
版
の
「
旅
と
伝
説
・
二
月
号
」
、
「
同
五
月
号
し

折
口
信
夫
の
「
壱
岐
民
間
伝
承
探
訪
記
（
民
俗
学
一
の
三
・
四
）
」
の
論

考
を
整
理
し
て
い
る
内
に
、
僣
越
に
も
に
も
私
考
も
交
え
て
ま
と
め
て

み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
百
合
若
大
臣
譚
は
鬼
退
治
話
の
範
暗
に
属
す
る
も
の
で
、
豊
後
が
発

祥
の
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
真
名
長
者
の
話
や
宇
佐
八
幡
信
仰
と
キ

リ
ス
ト
教
が
運
ん
で
き
た
オ
デ
。
セ
イ
ア
な
ど
が
背
景
に
な
っ
て
、
豊

後
に
相
応
し
い
話
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
六
　
い
ま
だ
に
残
る
疑
問

　
私
と
し
て
は
、
一
応
結
論
め
い
た
も
の
を
出
し
た
積
も
り
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
全
開
丈
夫
が
中
山
・
市
場
・
坪
内
説
に
対
し
て
「
木
馬
と
石

牛
　
岩
波
文
庫
」
で
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
要
約
し
ま
す
と
。

　
天
文
二
十
年
正
月
に
、
山
科
言
継
邸
で
演
じ
ら
れ
た
幸
若
の
「
ゆ
り

若
」
が
（
「
山
科
言
継
卿
日
記
」
）
幸
若
舞
の
「
百
合
若
大
臣
」
と
同
じ

内
容
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
そ
の
こ
ろ
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
も
し
伝
来
し
た
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
が
幸
若
舞
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
、
完
成
す
る
ま
で
の
期
間
を
最
大
見
積
も
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
ェ
ル
が
鹿
児
島
に
渡
来
し
た
天
文
十
八
年
七
月
か
ら
、
天
文

二
十
年
ま
で
に
僅
か
二
年
と
は
迅
速
過
ぎ
は
し
な
い
か
、
と
の
こ
と
で

す
。
こ
の
点
は
中
山
先
生
も
疑
問
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
元
木
の
上

に
接
木
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
」
（
さ
し
た
る
時
間
は
か
か
ら
な
い
の

で
は
）
と
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
全
開
先
生
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩

そ
の
も
の
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と

云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
や
百
合
若
の
強
弓
、
海
上
漂
流
、
帰
国
し
て
他
の
求

婚
者
に
打
ち
勝
っ
て
妻
を
得
る
と
似
た
よ
う
な
話
は
、
古
代
イ
ン
ド
の

説
話
で
サ
ン
ス
ク
リ
。
ト
の
叙
事
詩
「
ラ
ー
マ
ヤ
ー
ナ
」
や
「
マ
ハ
ー

バ
ー
ラ
タ
」
に
も
見
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
全
開
先
生
は
こ
の
よ
う
な
説
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話
は
、
世
界
中
に
分
布
す
る
「
複
数
の
太
陽
を
射
落
と
す
」
と
云
う
モ

チ
ー
フ
の
説
話
の
よ
う
に
、
「
古
代
文
学
発
展
前
の
、
東
西
共
通
の
民

間
説
話
の
Ｉ
つ
と
し
て
、
同
一
の
モ
チ
ー
フ
が
、
ギ
リ
シ
ャ
に
も
イ
ン

ド
に
も
日
本
に
も
普
及
し
、
そ
れ
ぞ
れ
細
部
の
変
化
を
含
み
つ
つ
、
独

自
の
展
開
を
遂
げ
た
も
の
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
百
合
若
の
モ
チ
ー
フ
が
「
応
神
記
」
の
宇
佐
に
使

い
し
た
武
内
宿
祢
の
話
に
見
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
オ
デ
。
セ
イ

ア
に
欠
け
て
い
る
「
鳥
の
使
い
」
の
モ
チ
ー
ー
フ
は
「
神
武
伝
」
に
見
え

る
と
の
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
中
国
の
民
間
伝
承
中
の
英
雄
平
貴
を
主
人
公
と
し
た
京
劇
の

「
晋
平
貴
」
が
「
百
合
若
説
経
」
や
「
百
合
若
大
臣
」
や
「
オ
デ
ッ
セ

イ
ア
」
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
と
よ
く
似
た
内
容
だ
と
も
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
百
合
若
大
臣
譚
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
立
場
か
ら
眺
め

直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
お
わ
り
に

　
全
て
に
近
代
化
が
進
ん
だ
現
在
、
生
活
上
の
習
慣
や
伝
承
、
信
仰
な

ど
の
面
か
ら
日
本
人
の
心
の
本
質
を
学
ぶ
「
民
俗
学
」
は
、
今
で
は
文

献
資
料
に
頼
ら
な
け
れ
ば
学
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
百
合
若
な
ど
の
説
話
・
伝
承
・
民
話
な
ど
も
、
現
代
の
日
本
人
の
心

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
郷
土
の
歴
史
や
風
俗
、
伝

承
へ
の
関
心
が
盛
り
上
が
っ
た
大
正
・
昭
和
初
期
に
、
様
々
の
研
究
者

の
採
集
・
記
録
や
論
考
を
掲
載
し
た
機
関
誌
の
多
く
が
、
す
で
に
眼
に

触
れ
る
こ
と
の
出
来
な
く
な
っ
た
こ
と
は
残
念
で
す
。
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世
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