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書 

評

　
入
江
英
弥
著

『
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
承
』

内 

藤　
浩 

誉

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
や
源
頼
朝
な
ど
の
「
東
国
」
に

由
縁
が
あ
る
人
物
を
主
人
公
に
す
る
伝
説
を
調
査

し
、
文
学
と
民
俗
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
著

者
が
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
承
の
全
体
を
把
握

す
る
こ
と
を
目
的
に
、記
載
な
ら
び
に
口
承
文
芸
、

お
よ
び
現
地
採
訪
調
査
を
基
に
文
学
・
伝
説
の
両

面
か
ら
考
察
す
る
新
刊
で
あ
る
。
書
籍
表
題
に
は

「
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
」
を
冠
す
る
が
、
表
裏
一

体
と
し
て
語
ら
れ
る
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
の
伝
承

も
含
ん
で
お
り
、
調
査
を
重
ね
て
収
集
し
た
事
例

を
多
彩
に
収
録
す
る
。

ま
ず
、
全
体
を
俯
瞰
す
る
た
め
、
以
下
に
目
次

を
紹
介
す
る
。

序
章　
本
書
の
目
的
と
概
容

一　
目
的
と
視
点

二　
本
書
の
概
容

第
一
部　
伝
説
を
い
か
に
捉
え
る
か

　
第
一
章　

 

柳
田
国
男
の
伝
説
研
究

　
　
　
　
　
―
『
伝
説
』
を
中
心
と
し
て
―

　
一　
柳
田
国
男
の
伝
説
研
究

　
二　
伝
説
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と

　
ま
と
め

　
第
二
章　

 

折
口
信
夫
の
伝
説
研
究

　
　
　
　

―
「
愛
護
若
」
を
中
心
と
し
て
―

　
一　
雑
誌
『
土
俗
と
伝
説
』
に
見
る
「
伝
説
」

　
二　
愛
護
若
の
研
究

　
三　
伝
説
の
把
握

　
ま
と
め

第
二
部　
弟
橘
媛
入
水
譚
を
考
え
る

第
一
章　

 『
古
事
記
』弟
橘
比
売
命
入
水
譚
研
究
史

　
一　
話
の
背
景
に
関
す
る
研
究

　
二　
話
の
内
容
に
関
す
る
研
究

　
三　
話
の
形
成
に
関
す
る
研
究

　
ま
と
め

第
二
章　

 『
古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
1

―
「
走
水
の
海
」
を
考
え
る
―

　
一　
入
水
譚
の
舞
台
「
走
水
の
海
」

　
二　
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
の
形
成

第
三
章　

 『
古
事
記
』
弟
橘
比
売
命
入
水
譚
2

―
海
難
説
話
を
視
点
に
据
え
て
―

　
一　
海
難
説
話
と
の
比
較

　
二　
弟
橘
比
売
命
の
愛
と
援
助

第
四
章　

 『
常
陸
国
風
土
記
』
の
倭
武
天
皇
と

大
橘
比
売
命
伝
承

　
　
　
　

 

―
行
方
郡
相
鹿
・
大
生
里
条
を
中
心

と
し
て
―

　
一　
倭
武
天
皇
と
大
橘
比
売
命

　
二　
話
の
意
味
と
形
成

　
ま
と
め

第
五
章　

 

中
世
に
お
け
る
日
本
武
尊
水
難
の
話

　
　
　
　
―『
神
明
鏡
』の
海
難
説
話
を
め
ぐ
っ
て
―

　
一　

 『
神
明
鏡
』
に
お
け
る
日
本
武
尊
水
難

の
話

　
二　
古
代
の
海
難
事
件

　
三　
高
僧
伝
に
見
え
る
海
難
説
話

　
四　

 

現
代
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説

　
　
　

―
結
び
に
代
え
て

第
三
部　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
を
考
え
る

第
一
章　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
の
分
類

　
一　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
の
分
類

　
二　
遺
骸
漂
着
伝
承
の
考
察

　
三　
遺
物
漂
着
伝
承
の
考
察

　
ま
と
め

第
二
章　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
の
分
布

　
一　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
の
広
が
り

　
二　
分
布
域
の
形
成

　
三　
受
容
に
際
し
て
の
民
俗
的
基
盤

　
ま
と
め

第
三
章　

 

オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
と
祭
り

―
千
葉
県
富
津
市
西
大
和
田
吾
妻

神
社
例
大
祭
を
事
例
と
し
て
―

　
一　
祭
り
の
様
子

　
二　
祭
り
の
伝
承
基
盤

　
三　
祭
り
と
伝
説

第
四
章　

 

船
大
工
が
伝
え
る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ

―
埼
玉
県
寄
居
町
末
野
の
船
下
ろ

し
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
―

　
一　
末
野
の
船
下
ろ
し

　
二　
人
形
を
流
す
意
味

　
三　
船
大
工
が
伝
え
る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ

　
四　
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
と
な
っ
た
経
緯

　
ま
と
め

第
五
章　

 

神
奈
川
県
横
須
賀
市
走
水
の
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
と
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説

　
一　
走
水
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説

　
二　
走
水
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説

第
六
章　

 

オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
祀
る
神
社
の

伝
承

　
一　

 

東
京
都
に
鎮
座
す
る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ

メ
を
祀
る
神
社
の
伝
承

　
二　

 

神
奈
川
県
・
千
葉
県
に
鎮
座
す
る
オ
ト

タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
祀
る
神
社

終
章　
本
書
の
ま
と
め

　
一　
第
一
部
「
伝
説
を
い
か
に
捉
え
る
か
」

　
二　
第
二
部
「
弟
橘
媛
入
水
譚
を
考
え
る
」

　
三　

 

第
三
部
「
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
を

考
え
る
」

※
各
章
冒
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
問
題
の
所
在
」

を
、
ま
た
、
書
籍
末
尾
に
参
考
文
献
、
初
出
一
覧
、

事
項
索
引
を
附
す
。

第
一
部
で
は
、
自
身
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝

承
の
研
究
に
向
け
た
整
理
と
し
て
伝
説
の
捉
え
方

を
再
確
認
す
べ
く
、
柳
田
國
男
・
折
口
信
夫
と

い
っ
た
先
学
二
人
の
伝
説
研
究
に
関
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
著
作
を
比
較
、
伝
説
の
変
遷
に
つ
い

て
、
前
者
は
社
会
事
情
を
、
後
者
は
文
芸
の
影
響

を
背
景
に
捉
え
て
い
る
点
を
踏
ま
え
、
学
史
の
見

直
し
を
行
う
。
柳
田
國
男
は
日
本
の
伝
承
研
究
を

進
展
さ
せ
る
に
あ
た
り
伝
説
を
「
コ
ト
」
と
し
て

認
識
し
、
そ
の
特
徴
は
「
人
が
信
じ
る
」「
必
ず

記
念
物
が
あ
る
」「
説
き
明
か
す
の
に
定
ま
っ
た

形
が
無
い
」
の
三
点
で
あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
柳
田
が
「
信
じ
る
」
を

伝
説
の
特
徴
の
第
一
に
挙
げ
た
上
で
古
代
人
の
も

の
の
見
方
を
探
ろ
う
と
し
、「
古
代
の
伝
説
」
に

辿
り
着
く
た
め
に
伝
説
の
変
化
の
在
り
方
を
押
さ

え
よ
う
と
し
た
点
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
、
折
口

信
夫
に
よ
る
「
愛
護
若
」
研
究
を
軸
と
す
る
論
考

を
整
理
し
、
折
口
が
行
っ
た
伝
説
研
究
に
対
す
る

再
評
価
を
提
案
す
る
。

第
二
部
で
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
東
征
譚
に
お
け

る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
譚
に
つ
い
て
先
行

研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
話
の
背
景
・
内
容
・
形

成
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
話
の
舞
台
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「
走
水
」
に
焦
点
を
当
て
、
話
の
意
味
を
、
大
和

政
権
に
お
け
る
東
国
経
営
確
立
を
象
徴
的
に
示
す

と
い
う
「
歴
史
的
側
面
」、
激
し
い
潮
流
が
引
き

起
こ
す
海
難
に
直
面
し
て
の
犠
牲
は
勅
命
実
行
を

優
先
し
た
故
で
あ
り
、
語
り
は
朝
廷
支
配
を
強
化

す
る
た
め
の
誇
示
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
と
す
る

「
自
然
環
境
的
側
面
」、海
を
支
配
す
る
「
渡
の
神
」

へ
の
投
供
の
習
俗
が
見
い
だ
せ
る「
信
仰
的
側
面
」

に
整
理
す
る
。
ま
た
話
の
形
成
に
関
し
て
は
、

「
他
界
か
ら
き
た
女
性
が
巡
行
す
る
男
性
を
守
護

し
、
役
割
を
果
た
し
た
後
に
元
の
世
界
へ
戻
る
」

と
い
う
形
式
を
背
景
に
推
察
、
さ
ら
に
、
海
難
説

話
の
視
座
に
立
っ
た
典
型
例
と
の
比
較
お
よ
び
話

の
意
味
と
特
徴
を
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
海
難
説

話
に
「
道
中
の
主
人
公
の
海
難
遭
遇
」「
同
行
者

の
助
言
」「
危
難
の
克
服
」
と
い
っ
た
三
点
の
「
道

行
き
」
の
形
式
を
見
出
し
、
海
難
に
つ
い
て
の
実

際
の
記
録
や
体
験
を
記
す
古
文
書
と
照
会
し
つ
つ

説
話
の
形
成
を
辿
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
お
よ
び
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
人
物
像
、
英
雄
物
語
に
お
け

る
女
性
の
「
愛
と
援
助
」
の
描
写
に
お
け
る
編
者

の
意
図
を
読
み
解
き
、
か
つ
『
常
陸
国
風
土
記
』

の
倭
武
天
皇
と
大
橘
比
売
命
伝
承
、
中
世
の
史
書

『
神
明
鏡
』
と
記
紀
神
話
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
海
難

説
話
の
相
違
を
通
じ
、
話
の
受
容
を
論
じ
る
。

第
三
部
で
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
記
』
な
ど

本
拠
に
見
え
な
い
伝
承
事
例
も
含
め
、
関
東
中
心

に
形
跡
を
残
す
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
伝
説
を
「
遺

骸
漂
着
伝
承
」「
遺
物
漂
着
伝
承
」「
そ
の
他
」
に

分
類
、
漂
着
物
を
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
物
と
し

て
祀
る
神
社
が
多
数
存
在
す
る
と
紹
介
し
、
櫛
や

衣
（
袖
）
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
を
霊
魂
観
に
基

づ
く
習
俗
・
呪
術
か
ら
読
み
解
く
。
そ
し
て
祭
礼

起
源
、船
大
工
の
儀
礼
に
則
っ
た
事
例
と
併
せ
て
、

地
域
で
の
受
容
と
話
の
形
成
、
分
布
状
況
と
そ
の

広
が
り
の
意
味
を
探
る
。

―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・

ま
ず
、
全
体
の
印
象
と
し
て
言
え
る
の
は
、
本

書
構
成
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
序
章
と
終

章
、
本
文
と
も
に
内
容
・
文
章
で
要
点
を
繰
り
返

し
説
明
す
る
傾
向
は
丁
寧
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る

姿
勢
で
あ
り
好
ま
し
く
は
あ
る
が
、
重
複
が
多
く

些
か
く
ど
さ
を
感
じ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

ま
た
、
一
部
説
明
に
違
和
感
が
あ
っ
た
の
は
、

第
二
部
に
お
け
る
「
物
語
に
関
し
て
、
背
景
か
ら

捉
え
て
い
く
方
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
で
き

ご
と
（
事
件
）』
は
、
登
場
人
物
、
時
、
場
所
と

い
っ
た
『
背
景
』
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
と
考
え

て
、
そ
う
し
た
背
景
に
焦
点
を
あ
て
て
読
み
解
い

て
い
く
方
法
で
あ
る
」（
七
三
頁
、
そ
の
他
）
と

い
う
一
文
で
あ
る
。
で
き
ご
と
（
事
件
）
の
「
登

場
人
物
」「
時
」「
場
所
」
は
事
件
を
構
成
す
る
上

の
要
素
で
あ
っ
て
、
背
景
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、「
登
場
人
物
」「
時
」「
場
所
」
そ
れ

ぞ
れ
が
有
す
る
背
景
に
着
目
す
る
こ
と
は
必
要
か

つ
重
要
だ
が
、
本
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
表
現
で

は
誤
解
を
招
く
の
で
は
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。

さ
ら
に
、認
識
と
表
現
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

「
弟
橘
媛
入
水
譚
の
研
究
史
」
を
整
理
す
る
段
で
、

吉
井
巌
氏
の
論
文
を
紹
介
し
な
が
ら
「
弟
橘
比
売

命
は
自
ら
の
意
志
で
入
水
し
、
主
体
性
を
持
つ
。

当
時
と
し
て
は
、
き
わ
だ
っ
た
新
し
さ
が
う
か
が

え
る
と
い
う
」
と
引
用
し
、
終
章
で
も
「
自
ら
自

分
の
進
む
べ
き
道
を
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、
主
体

性
あ
る
女
性
だ
と
捉
え
、
こ
こ
に
新
し
い
女
性
像

が
造
形
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
」
と
ま
と
め

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
異
論
を
是
非

読
ん
で
み
た
か
っ
た
。
確
か
に
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ

メ
に
は
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
即
ち

「
新
し
い
女
性
像
」
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
歴

史
的
に
女
性
は
男
性
に
従
属
し
て
き
た
」
と
い
う

紋
切
り
型
な
イ
メ
ー
ジ
に
囚
わ
れ
た
印
象
が
拭
え

な
い
。
女
性
史
研
究
が
進
捗
す
る
中
で
、
古
代
女

性
の
社
会
的
地
位
が
再
検
討
さ
れ
、
そ
れ
が
決
し

て
低
い
も
の
で
は
な
く
、
古
代
女
性
が
男
性
か
ら

自
立
し
主
体
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
注
）。

オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
反
映
さ
れ
た
女
性
像
が
以

前
や
同
時
代
の
他
の
女
性
に
比
べ
「
新
し
い
」
と

す
る
な
ら
ば
、
何
に
対
す
る
「
新
し
さ
」
で
あ
る

の
か
、
す
な
わ
ち
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
以
前
／
以

外
の
旧
態
を
示
す
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
義
に
お
い
て
は
、
吉

井
氏
以
降
の
女
性
史
研
究
を
見
直
す
べ
き
と
考
え

る
。
古
代
の
女
性
実
像
は
、
も
し
か
し
た
ら
「
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
」
か
ら
も
探
り
え
る
問
題
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
た
な
観

点
に
お
け
る
探
究
は
可
能
性
を
大
い
に
広
げ
る
で

あ
ろ
う
。
最
新
の
女
性
史
研
究
を
踏
ま
え
丁
寧
な

再
検
討
と
根
拠
を
示
し
た
上
で
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
像
の
具
体
的
な
解
釈
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
加
え
る
と
、『
筑
前
国
風
土
記
逸
文
』

を
『
筑
前
国
風
土
記
』
と
記
載
し
て
い
る
が
、
厳

密
な
表
記
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・
―
・

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
記
載
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
東
征
譚
に
表
れ
る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
入
水
譚

は
、
人
身
御
供
の
他
に
、
貴
種
流
離
譚
、
東
征
説

話
、
海
難
説
話
、
夫
婦
巡
行
伝
承
、
地
名
起
源
説
、

う
つ
ぼ
舟
伝
承
な
ど
、
話
の
展
開
に
お
い
て
興
味

深
い
要
素
が
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

に
基
づ
き
各
地
で
伝
承
さ
れ
る
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ

メ
伝
説
を
網
羅
的
に
調
査
し
、
事
例
を
具
体
的
に

分
類
、
多
岐
に
わ
た
り
研
究
の
整
理
を
行
い
、
系

統
立
て
て
捉
え
よ
う
と
す
る
本
書
か
ら
は
多
く
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
オ
ト
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
は
女
性
伝
説
の
代
表
的
人
物
の
一
人
で
、
人

物
の
性
格
や
出
自
の
位
置
づ
け
は
そ
の
特
性
を
捉

え
る
際
に
鍵
と
な
る
。
加
え
て
、
多
く
の
人
物
や

テ
ー
マ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
女
性
伝
説
の
課

題
と
し
て
常
に
挙
げ
ら
れ
る「
水
辺
と
の
関
係
性
」

で
も
様
々
な
示
唆
に
富
む
の
で
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
伝
説
は
研
究
史
に
と
っ
て
も
重
要
な
題
材
と

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

一
方
評
者
と
し
て
は
、
も
う
少
し
深
掘
り
し
て

ほ
し
か
っ
た
い
く
つ
か
の
観
点
が
あ
る
の
で
、
今

後
の
継
続
調
査
に
期
待
し
述
べ
た
い
。

ま
ず
「
海
上
安
全
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
意
味

か
ら
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
遺
骸
漂
着
伝
承
を
語
る

の
で
あ
ろ
う
」（
二
一
四
頁
）
と
推
論
す
る
が
、

対
し
て
水
死
体
に
海
か
ら
の
豊
饒
を
祈
願
す
る
と

い
う
風
習
は
一
般
例
と
し
て
紹
介
す
る
も
の
の
、

実
際
に
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
も
の
と
し
て
祀
っ

た
り
話
を
結
び
つ
け
る
遺
骸
漂
着
伝
承
の
事
例
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
漂
着
物
に
基
づ
く

多
数
の
伝
説
が
神
社
に
関
与
す
る
こ
と
は
理
解
で

き
た
が
、
伝
説
の
三
大
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

「
事
物
」
つ
ま
り
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
遺
物
が

今
も
現
存
す
る
の
か
ど
う
か
、
現
状
や
、
各
地
域

各
時
代
、
殊
に
現
代
で
そ
れ
ら
が
信
仰
の
対
象
と

し
て
地
域
社
会
に
位
置
付
け
ら
れ
た
り
、
一
定
の

役
割
・
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
報
告
を
待
ち
た
い
。

さ
ら
に
、
近
代
以
降
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
記

念
す
る
石
碑
造
立
の
経
緯
は
興
味
深
い
が
、
同
様

に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
江
戸
時
代
前
期
の
オ
ト
タ

チ
バ
ナ
ヒ
メ
入
水
譚
の
評
価
お
よ
び
顕
彰
の
機
運

の
高
ま
り
（
三
三
八
頁
）
に
対
す
る
具
体
的
様
相
や
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経
緯
を
さ
ら
に
提
示
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
研
究
に

深
み
が
増
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
資
料
提
示
の

上
で
、
近
代
と
の
比
較
や
考
察
を
読
み
た
か
っ
た
。

伝
説
は
単
な
る
歴
史
に
基
づ
く
空
想
の
所
産
に

は
留
ま
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
船
大
工
が
管
掌
す

る
儀
礼
と
伝
説
の
関
与
、
祭
礼
と
伝
説
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
調
査
を
重
ね
た
究
明
が
興
味
深
い
。

埼
玉
県
寄
居
町
末
野
は
特
異
な
事
例
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
例
、
進
水
式
に
お
け
る
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
登
場
す
る
事
例
と
そ
う
で
な

い
事
例
と
の
相
違
な
ど
も
、
今
後
期
待
し
た
い
課

題
で
あ
る
。

そ
の
地
で
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の

か
。
人
々
に
求
め
ら
れ
生
か
さ
れ
て
き
た
伝
説
が

今
も
な
お
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
す
る
の
か
。
そ

し
て
伝
説
は
人
々
を
如
何
に
活
か
す
の
か
。
評
者

も
永
年
伝
説
の
調
査
を
重
ね
る
中
で
、
歴
史
を
超

え
て
、
伝
説
が
ひ
と
り
で
に
動
き
出
す
こ
と
が
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。
伝
説
が
土
地
の
求
め
に
応
じ

変
化
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
地
の
人
々
に
働
き

か
け
、
会
話
を
す
る
よ
う
に
生
き
生
き
と
そ
の
存

在
感
を
放
つ
の
で
あ
る
。
実
生
活
で
船
を
操
る
人

が
注
意
喚
起
の
た
め
に
伝
説
を
認
識
す
る
と
い
っ

た
報
告
は
、
ま
さ
に
伝
説
が
現
実
的
に
益
を
も
た

ら
す
も
の
と
い
え
、
生
活
に
地
域
に
人
々
に
生
か

さ
れ
た
、
あ
る
い
は
地
域
を
活
か
す
伝
説
に
値
す

る
。物

語
を
読
み
解
く
に
は
そ
の
地
域
の
地
理
的
特

性
、
歴
史
性
、
特
有
性
に
注
目
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
生
活
者
た
ち
の
実
際
の
体
験
が
文
芸
に

反
映
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具

体
的
な
様
相
を
通
じ
、
海
辺
の
人
々
の
実
践
と
認

識
（
信
仰
）
を
知
る
こ
と
は
、
難
所
に
対
す
る
意

識
を
感
受
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
人
が

危
難
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
い
か
に
回
避
し
よ
う

と
考
え
た
の
か
。
伝
説
の
内
容
と
人
々
の
向
き
合

い
方
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、「
オ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
伝
承
」
は
、
実
は
我
々
に
と
っ
て
親
近

感
を
持
つ
べ
き
事
象
な
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

（
注
）
例
え
ば
、
網
野
善
彦
『
女
性
の
社
会
的

地
位
再
考
』（
神
奈
川
大
学
評
論
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
）
は
女
性
に
対
す
る

男
性
支
配
の
見
解
を
研
究
史
と
し
て
簡
潔
に
ま
と

め
て
い
る
。

　
廣
田
收
著

『
民
間
説
話
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』』

花 

部　
英 

雄

本
書
は
国
文
学
（
文
献
）
研
究
者
か
ら
口
承
文

芸
研
究
者
に
向
け
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
と
い

え
る
。
口
承
、
書
承
を
問
わ
ず
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

表
現
を
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
（
神
話
、
説
話
、
昔

話
）
と
の
比
較
の
上
か
ら
読
み
取
る
独
自
な
「
説

話
分
析
の
方
法
」
は
、こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
し
、

今
後
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
研
究
す
る
人
も
出

て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の

方
法
の
当
否
を
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
お

そ
ら
く
五
九
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
こ
の
書
物
を
読

了
す
る
口
承
文
芸
研
究
者
は
数
え
る
ほ
ど
で
あ
ろ

う
か
ら
、
て
い
ね
い
な
本
書
の
紹
介
を
心
が
け
た

い
。前

置
き
は
そ
れ
ま
で
と
し
て
、
ま
ず
は
全
体
の

内
容
を
、
目
次
の
章
節
で
示
し
て
お
き
た
い
。

序
章　

 

文
献
説
話
の
話
型
と
表
現
の
歴
史
性
―

対
照
軸
と
し
て
の
昔
話
、
昔
話
研
究
―

第
一
章　

 『
風
土
記
』
の
在
地
神
話
と
昔
話
、
そ

し
て
中
世
説
話

第
二
章　

 

昔
話
の
話
型
と
語
り
―
昔
話
「
鳥
呑

爺
」
と
唱
え
言
を
め
ぐ
っ
て
―

第
三
章　
昔
話
と
説
話
分
析

　
第
一
節　

 

昔
話
「
瘤
取
爺
」
の
日
韓
比
較
研
究

―
日
本
昔
話
の
特
質
は
ど
こ
に
認

め
ら
れ
る
の
か
―

　
第
二
節　

 

昔
話
と
唱
え
言
・
昔
話
の
唱
え
言

―
話
型
と
伝
承
的
表
現
―

　
第
三
節　

 『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
採
録
と

語
り
―
日
本
笑
話
「
和
尚
と
小
僧
」

と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
―

　
第
四
節　

 『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
口
碑
「
新

房
の
ぞ
き
見
」
の
話
型
―
日
本
説

話
と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
―

　
第
五
節　
天
人
女
房
の
神
話
と
昔
話

　
第
六
節　
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎
伝
説

第
四
章　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
孤
立
話
考

　
第
一
節　

 

孤
立
話
か
ら
見
る『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
特
質
―
仏
教
の
世
俗
化
と
本
覚

思
想
―

　
第
二
節　

 『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
一
九
話
「
清

徳
聖
奇
特
事
」
考

　
第
三
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
新
羅
国
后
考

　
第
四
節　

 『
宇
治
拾
遺
物
語
』
世
俗
の
規
範
を

探
る

第
五
章　
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
同
一
説
話
考

　
第
一
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
慶
植
考

　
第
二
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
佐
多
事
考

結
章　
文
学
史
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

都
合
十
六
本
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
第
四
章
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
孤
立
話

考
」
お
よ
び
第
五
章
「『
今
昔
物
語
集
』
と
の
同

一
説
話
考
」
に
あ
る
論
考
は
、
純
粋
に
説
話
の
研

究
で
あ
り
、
口
承
文
芸
研
究
と
の
関
連
が
薄
い
の

で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
て
、
口
承
文
芸
に
か
か
わ

る
そ
の
他
の
論
考
を
書
評
の
対
象
と
し
て
取
り
上

二
〇
二
〇
年
六
月　
岩
田
書
院
刊

本
体
八
四
〇
〇
円

（
な
い
と
う
・
ひ
ろ
よ
／
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
）

書 

評


