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民
間
説
話
系
の
室
町
時
代
物
語

―

「鉢かづき」「伊豆箱根の本地」他―

松

本

隆

信

は
じ
め
に

前

稿

(
斯
道
文
庫
論
集
第
五
輯
所
収
)

に
お
い
て
、
鎌
倉
期
擬
古
物
語
の
改
作
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
室
町
時
代
物
語
の
中 

で

、
一
つ
の
類
型
を
な
す
、

い

わ

ゆ

る

継

子

物

の

諸

篇

「
伏
屋
」

「
岩
屋
」

「
一
本
菊
」

「
秋
月
」

「
朝
顔
の
露
」

「
落
窪
」

を
と
り
上
げ
た
。
 

そ

の

ぅ

ち

「
落

窪

」

は
、
平

安

朝

の

「
落
窪
物
語
」

と
の
交
渉
が
部
分
的
に
は
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
作
品
の
骨
子
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
 

巷
間
の
観
音
霊
験
説
話
で
あ
っ
て
、
古
物
語
の
改
作
と
は
言
い
得
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
で
は
、

そ
れ
に
続
き
、

「
落

窪

」
と
似
て
、
 

民
間
説
話
に
素
材
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
、

「
鉢
か
づ
き
」r

姥
皮
」
「
花
世
の
姫
」

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」

「
月
日
の
本
地
」

の
継
子
物
諸 

篇

を
と

り

上
げ
た
い
と
思
ぅ
。

こ
れ
ら
の
諸
作
品
は
、

民
間
説
話
の
型
か
ら
見
る
と
、

「
鉢
か
づ
き
」
「
姥

皮

」
「
花
世
の
姫
」

の
三
篇
と
、
 

「
伊
豆
箱
根
の
本
地j 

r

月
日
の
本
地
」

の
ニ
篇
と
の
、

二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。



ニ

鉢

か

づ

き

.
姥

皮

•
花
世
の
姫

は
じ
め
に
、

こ
の
三
篇
の
諸
本
に
つ
い
て
解
題
す
る
。

ま

ず

「
鉢
か
づ
き
」
に
は
、
刊
本
、

写
本
と
も
に
伝
本
が
き
わ
め
て
多
い
。

そ 

の
諸
本
を
分
類
整
理
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。

A
類 

第
一
種慶

応

義

塾

図

書

館

蔵

〔
室
町
末
江
戸
初
間
〕
写
本 

一
冊 

第
二
種

S

〔
寛

永

〕
刊

古

活

字

板

絵

入

本

(
吉
田
小
五
郎
氏
蔵
有
欠
)
(
以
下
古
活
字
板
甲
本
と
呼
ぶ
)

〔
寛

永

〕
本

屋

弥

右

衛

門

刊

古

活

字

板

絵

入

本

(
天
理
図
書
館
蔵
巻
首 
一
T
補
写
)
(
以
下
古
活
字
板
こ
本
と
呼
ぶ
)

万

治

ニ

年

高

橋

清

兵

衛

刊

絵

入

本

(
国

会

図

書

館

•
横
山
重
氏
蔵
)

同
元
禄
十
一
年
吉
野
屋
権
兵
衛
後
印
本
(
東
大
国
文
学
研
究 

室
蔵
)

〈
万

治

ニ

年

板

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
翻
刻
〉

御
伽
草
子
本

宝
永
ニ
年
和
泉
屋
茂
兵
衛
刊
絵
入
本
ニ
卷
(
京

大

図

書

館

•
天

理

図

書

館

.
刈

谷

市

立

図

書

館

•
龍
門
文
庫
蔵
)



大
阪
府
立
図
書
館
蔵
写
本 

ニ
冊 

広
島
大
学
研
究
室
蔵
写
本 

三
冊 

国
会
図
書
館
蔵
絵
巻 

一

軸

〈
「
三
草
紙
絵
巻
」

の
ぅ
ち
〉

国
会
図
書
館
蔵
天
保
九
年
写
本 

一
冊 

天
理
図
書
館
蔵
写
本 

ニ
冊 

無
窮
会
図
書
館
蔵
写
本 

一
冊 

(a)
万
治
ニ
年
松
会
刊
絵
入
本
ニ
#
(
東
京
教
育
大
学
図
書
館
蔵
)

寛
文
六
年
山
本
九
左
衛
門
刊
絵
入
本
一
一
卷
(
内

閣

文

庫

•
天

理

図

書

館

•
京
大
国
文
学
研
究
室
蔵
)

同

無

刊

記

後

印

本

(
東
京
教
育 

大
学
図
書
館
蔵
)

〔
寛
文
〕
松
会
刊
絵
入
本
一
一
卷
(
内

閣

文

庫

.
東

大

図

書

館

•
京
大
図
書
館
蔵
)

延

宝

四

年

刊

絵

入

本

_卷

(
早

大

図

書

館

.
日

比

谷

図

書

館

.
岩
瀬
文
庫
蔵
)

宝
永
七
年
井
筒
屋
三
右
衛
門
刊
絵
入
本

11
卷

(
大

東

急

記

念

文

庫

.
東
洋
文
庫
有
欠
蔵
)

〔
宝
永
正
徳
〕
刊
絵
入
本
一
一
巻
(
藤
井
隆
氏
蔵
)

岩
瀬
文
庫
蔵
奈
良
絵
本 

三
帖 

静
嘉
堂
文
庫
蔵
弘
化
五
年
写
本 

一
冊 

第
三
種清

水
泰
氏
蔵
奈
良
絵
本 

ニ

冊

〈
「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」

に
翻
刻
〉



御
巫
清
男
氏
旧
蔵
写
本 

ニ

冊

〈
「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
翻
刻
〉

以
上
の
諸
本
の
本
文
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
筆

者

は

既

に

「
斯
道
文
庫
論
集
第
三
輯
」
所

収

の

「
御
伽
草
子
本
の
本
文
に
つ
い
て
(
ニ
) 

——

鉢
か
づ
き
の
草
子
」

に
お
い
て
く
わ
し
く
考
察
し
た
の
で
、

こ
こ
で
は

概
略
だ

け

を

述
べ
て
お
く
。
詳
細
は
右
の
拙
稿
を
参
照
し
て 

頂
き
た
い
。

た
だ
し
、
第
二
種
㈣

の

中

の

〔
宝
永
正
徳
〕
刊
絵
入
本
は
、
そ
の
後
に
所
蔵
者
の
藤
井
隆
氏
が
「
愛
知
大
学
国
文
学
第
六
号
」 

(
昭
和
四
十
年
ニ
月
刊
)

に
紹
介
せ
ら
れ
た
新
出
の
板
本
で
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」

の
伝
本
に
は
、
写
本
も
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
板
本
の
い
ず
れ
か
を
写
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
 

伝
本
の
中
心
は
、

十
一
種
に
及
ぶ
板
本
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
中
で
、

A
類
第
一
種
と
し
て
掲
げ
た
慶
応
本
は
、
第 

二
種
の
刊
本
系
の
諸
本
の
中
、
最
古
板
で
あ
る
古
活
字
本
よ
り
書
写
の
年
代
が
下
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
推
定
し
得
る
古
本
で
、

そ
の
本 

文
も
注
目
す
べ
き
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
慶
応
本
と
第
二
種
の
諸
本
と
を
対
照
す
る
と
、
前
半
の
詞
章
は
ほ
ぼ
近
似
し
、
両
者
は
密
接
な 

関
係
を
有
し
て
い
る
が
、
後
半
に
な
る
と
、
急
に
離
れ
て
く
る
個
所
が
多
く
な
り
、
特
に
第
二
種
本
の
簡
略
化
が
目
立
つ
。
筆
者
は
、
両 

者
の
本
文
を
全
篇
に
亙
っ
て
つ
ぶ
さ
に
比
較
検
討
し
た
結
果
、
後
半
に
お
い
て
も
、

な
お
両
者
は
直
接
の
交
渉
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
、
 

更
に
異
同
の
性
質
か
ら
し
て
、
慶
応
本
を
以
て
、
第
二
種
の
刊
本
系
の
本
文
よ
り
も
先
出
の
も
の
と
考
え
た
。

す
な
わ
ち
、
慶
応
本
は
、
 

第
二
種
本
中
の
祖
本
の
位
置
に
あ
る
古
活
字
本
の
原
拠
と
な
っ
た
本
、
も
っ
と
緻
密
に
言
え
ば
、
古
活
字
本
の
原
拠
を
な
す
本
の
系
統
に 

あ
る
本
で
あ
る
と
い
ぅ
結
論
に
達
し
た
。

そ
れ
が
慶
応
本
を
以
て
、

A
類
の
第
一
種
と
し
て
分
類
し
た
理
由
で
あ
る
。

A
類
第
二
種
は
い
わ
ゆ
る
流
布
本
群
で
あ
る
。

こ
の
種
に
属
す
る
諸
本
の
祖
本
に
な
る
の
は
、
古
活
字
本
、
特

に

甲

本

(
吉
田
本
)

の



方
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
き
、
第
一
種
の
慶
応
本
に
類
す
る
本
文
に
拠
っ
て
、

こ
の

古
活
字
本
の
本
文
が
作
成
さ
れ
た

と

す
る
前
提
に
立 

つ
と
、
古
活
字
本
の
本
文
の
、
第
一
種
本
か
ら
の
本
文
の
継
承
の
仕
方
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ

と

が

で

き

る

。

前
半
に
お
い
て
は
、
古
活
字
本
は
第
一
種
本
の
本
文
を
、
大
筋
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
、

ご
く
部
分
的
に
語
句
の 

変
改
や
増
補
や
削
減
を
行
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
態
度
は
か
な
り
杜
撰
で
あ
っ
て
、
単
な
る
不
注
意
に
よ
る
誤
脱
の
外
に
、
 

変
改
や
増
補
を
し
た
句
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
増
補
し
た
た
め
に
前
後
の
記
事
と
矛
盾
を
生
じ
た
場
合
が
あ
る
し
、

ま
た 

削
っ
た
た
め
に
文
脈
が
自
然
に
続
か
な
く
な
っ
た
個
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。

後
半
に
入
る
と
、
古
活
字
本
は
第
一
種
本
の
か
な
り
大
幅
な
改
修
を
企
て
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
の
は
、
物
語
の
主
想
に
直
接
必
要 

で
な
い
場
面
を
で
き
る
だ
け
削
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
、
更
に
巻
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
残
し
た
部
分
に
お
い
て
も
、
第
一
種 

本
の
叙
述
を
縮
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
出
て
い
る
。

ま
た
叙
述
の
順
序
を
前
後
さ
せ
た
個
所
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
第 

一
種
本
の
本
文
に
拘
泥
す
る
態
度
も
現
れ
て
い
て
、
第
一
種
本
に
使
わ
れ
て
い
る
文
句
を
強
い
て
採
り
入
れ
よ
う
と
し
た
形
跡
が
認 

め
ら
れ
る
。

第
一
種
本
と
比
較
し
た
場
合
の
、
古
活
字
本
の
本
文
の
特
徴
は
お

お

よ

そ

右
の
如
く
で
あ
る
。

そ
し
て
、
古
活
字
以
後
の
板
本
は
、

い 

ず
れ
も
そ
の
本
文
を
受
け
継
い
で
い
る
。

そ
の
本
文
継
承
の
過
程
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
論
稿
の
中
で
詳
述
し
た
が
、

こ
こ
に

結
論
を
図 

示
す
れ
ば
、

左
記
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
筆
者
の
管
見
に
入
っ
た
本
の
み
に
よ
っ
た
が
、

な
お
別
種
の
板
本
の
存
在
す
る
可
能
性
が
多 

く
、
今
後
修
正
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
生
ず
る
と
思
う
。

た
と
え
ば
、
横
山
重
氏
は
板
式
や
挿
絵
か
ら
見
て
、

万
治
ニ
年
高 

橋
板
及
び
万
治
ニ
年
松
会
板
に
は
、
更
に
そ
れ
ら
の
元
を
な
し
た
別
板
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
た
と
想
定
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い 

る
。

(
「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
解
題
参
照
)



s
古

擊

板

甲

本

(
吉
田
本

T

臺

—

本(鮮_|右)

一年

v

I I

l i

I 

寛
文
六
年
^

，宝
永
七
年 

一 

\

山

本

板

#

^
員
板

㈣

§

治
会
一
一
牌

_

，
延

宝

四

年

板
 

ン
〔
寛
文U

松
会
板

第
二
種
本
は
、S

㈣

の
ニ
系
列
に
分
け
ら
れ
る
が
、S

の
方
が
古
活
字
本
の
本
文
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
正
系
と
い
う
べ
き
本 

で
あ
り
、

@

は
、

万
治
ニ
年
松
会
板
が
、

万
治
ニ
年
高
橋
板
の
本
文
の
不
備
な
所
に
手
を
入
れ
て
改
修
し
た
の
を
承
け
継
い
だ
本
で
あ 

る
。

な
お
、

藤

井

隆

氏

が

紹

介

さ

れ

た

〔
宝
永
正
徳
〕
板
は
、

㈣

に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

筆
者
は
未
調
査
で
あ 

る
。A

類
第
三
種
の
清
水
本
は
、
第

一

•
二
種
本
と
筋
の
運
び
は
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
が
、
叙
述
が
大
幅
に
縮
め
ら
れ
、
全
体
の
分
量 

は
第
二
種
本
の
半
分
強
に
過
ぎ
な
い
。
簡
略
化
の
著
し
い
例
と
し
て
は
、
巻
末
の
、
鉢
か
づ
き
姫
の
父
が
家
を
捨
て
て
修
行
に
出
で
、
長 

谷
に
お
い
て
姫
と
再
会
を
遂
げ
る
記
事
が
な
く
、
単

に

「
ほ
と
な
く
ち
、
に
あ
ひ
給
ひ
て
」

と
記
す
如
き
で
あ
る
。

ま
た
、
和
歌
の
数
は 

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
歌
詞
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
の
見
ら
れ
る
伝
本
で
あ
る
が
、
詞
章
に
は
特
に
古
態
と
認
め 

ら
れ
る
所
は
な
く
、

お
そ
ら
く
第
二
種
本
を
筋
書
化
し
て
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

B
類
と
し
て
、
上
記
の
A
類
諸
本
と
特
に
大
別
し
た
御
巫
本
は
、
詞
章
の
み
で
な
く
、
筋
の
上
に
も
大
き
な
違
い
を
有
す
る
特
異
な
異 

本
で
あ
る
。

A
類
本
と
異
な
る
主
な
個
所
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
如
く
に
な
る
。

⑴

巻
頭
に
申
子
の
記
事
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
津
の
国
交
野
の
辺
の
、

v'l
灸
た
か
の
津
の
守
と
申
す
人
は
、
子
の
無
い
こ
と
を
悲
し



ん
で
清
水
の
観
音
に
祈
請
す
る
と
、
長
谷
に
詣
で
よ
と
の
御
告
げ
を
受
け
、
長
谷
に
百
日
の
参
籠
を
す
る
。
満
願
の
夜
、
蒔
絵
の
箱 

と
鉢
と
を
授
か
り
、
女
子
を
与
え
る
が
、

七
才
の
時
母
の
命
が
尽
き
る
故
、

そ
の
時
、
姫
の
頭
に
こ
の
箱
と
鉢
を
戴
か
せ
よ
と
の
示 

現
を
蒙
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
申
子
の
記
事
は
A
類
諸
本
に
は
無
い
。

⑵

鉢
か
づ
き
姫
は
、
継
母
に
京
の
四
条
の
辻
に
棄
て
ら
れ
る
。

姫
は
都
の
人
の
憐
み
を
受
け
て
、
衣
食
を
与
え
ら
れ
、

や
が
て
都
に 

時
め
く
大
将
の
関
白
殿
に
拾
わ
れ
、

湯
殿
の
火
焚
き
に
住
み
込
む
。

と

こ

ろ

が

、

関
白
の
嫡
子
中
将
殿
が
姫
に
想
い
を
懸
け
た
の 

で
、

こ
れ
を
知
っ
た
関
白
は
姫
を
淀
川
に
投
げ
入
れ
さ
せ
る
。
中
将
は
姫
の
行
方
を
尋
ね
、
商
い
舟
に
助
け
ら
れ
て
岸
へ
投
げ
上
げ 

ら
れ
て
い
た
姫
を
見
つ
け
出
し
て
、
御
所
へ
伴
な
い
帰
る
。

A
類
で
は
、
姫
が
継
母
に
棄
て
ら
れ
た
の
は
野
の
中
で
、
姫
は
悲
歎
の 

余
り
川
へ
身
を
投
ず
る
が
、
助
け
ら
れ
、

そ
の
後
で
、
国
司
の
山
蔭
の
三
位
中
将
に
拾
わ
れ
る
こ

と

に

な
っ
て
お
り
、
舞
台
と
な
る 

場
所
が
異
な
る
外
、
筋
の
運
び
も
前
後
し
て
い
る
。

⑶

嫁
較
べ
の
席
上
、
姫
は
自
ら
の
素
姓
を
物
語
る
。

A
類
系
で
は
、
長
谷
寺
で
父
と
再
会
し
た
時
に
、
姫
の
素
姓
が
顕
れ
る
こ
と
に 

な
っ
て
い
る
が
、
清
水
本
は
、
長
谷
で
の
父
と
の
再
会
の
記
事
全
部
を
欠
く
。

右
の
三
個
所
の
相
違
の
中
、

A
類
本
に
対
す
る
御
巫
本
の
位
置
を
考
え
る
上
で
、

特

に

注

意

す

べ

き

は

⑴

⑵

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。

U

に
つ
い
て
は
、

A
類
本
を
見
る
と
、
母
が
世
を
去
る
に
当
っ
て
、
姬

に
鉢
を
か
ず
か
せ
、

「
さ
し
も
ぐ
さ
深
く
ぞ
頼
む
観
世
音
誓 

ひ
の
ま
ま
に
い
た
だ
か
せ
ぬ
る
」

と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、

こ
の
歌
か
ら
す
る
と
、
前
に
観
音
へ
の
申
子
や
、
鉢
を
授
か
っ
た
こ
と 

な
ど
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

A
類
本
の
書
き
方
で
は
、

鉢
の
出
て
く
る
の
が
突
然
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

そ
の 

点

、
御
巫
本
は
筋
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
御
巫
本
を
以
て
、

A
類
本
よ
り
古
態
の
形
と
す
る
考
え
方
が
成 

り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
⑵

の
方
で
は
、
逆
に
御
巫
本
の
筋
の
運
び
方
は
、

A
類
本
に
比
し
て
、
や
や
不
自
然
な
感
じ
を
与



え
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

こ

の

「
鉢
か
づ
き
」

の
系
統
の
作
品
は
、

r

姥
皮
」

や

「
花
世
の
姫
」

に
し
て
も
、

す
べ
て
地
方
を
舞
台 

と
し
た
物
語
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
如
く
、
室
町
期
の
継
子
物
語
に
は
、
擬

古

物

語

の

系

統

を

引

く

「
伏

屋

」
「
秋
月
」
「
岩
屋
」

な
ど 

一
類
の
作
品
が
存
す
る
が
、

そ
れ
ら
が
都
の
公
家
の
世
界
で
の
物
語
で
あ
る
の
に
対
す
る
と
、

「
鉢
か
づ
き
」

r

姥
皮
」

「
花
世
の
姫
」
は 

顕
著
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
後
者
が
、

そ
の
素
材
に
お
い
て
、
民
間
説
話
と
深
い
交
渉
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
は
室
町
末 

期
に
お
い
て
、
物
語
の
享
受
者
層
が
地
域
的
に
拡
が
っ
て
き
た
の
に
伴
な
い
、
地
方
の
読
者
を
対
象
と
し
て
、
旧
来
の
都
の
物
語
に
な
ぞ 

ら
え
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
御
巫
本
は
何
ら
か
の
意
図
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
再
び
都
の
物
語
に
書
き
変
え 

た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
筋
の
運
び
が
自
然
さ
を
欠
く
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
：：

i

と
£
1
か
ら
は
、
御
巫
本
の
位
置
に
つ
い
て
、
全
く
逆
の
推
測
が
導
き
出
さ
れ
、
簡
単
に
は
結
論
を
下
し
難
い
こ
と
に
な 

る
。

し
か
し
、
ど

ち

ら

か
と
言
え
ば
、
⑴

の
方
の
観
音
へ
の
申
子
の
場
面
は
、
当
時
の
同
類
の
物
語
に
は
き
わ
め
て
類
型
の
多
い
、
常
套 

的
な
趣
向
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
場
面
が
無
く
と
も
、
読
者
は
さ
し
て
理
解
に
苦
し
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
、
御
巫
本
の
形 

は
、

「
さ
し
も
ぐ
さj

の
歌
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
増
補
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
何
と
言
っ
て
も
、
御
巫
本
が
さ 

し
て
書
写
の
古
い
伝
本
で
な
く
、

そ
の
上
他
に
こ
の
系
統
の
本
が
一
つ
も
見
ら
れ
な
い
以
上
は
、
御
巫
本
は
A
類
本
を
独
自
に
改
作
し
た 

も
の
と
し
て
お
く
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ニ

r

姥
皮
」

と

「
花
世
の
姫
」

の
ニ
篇
は
、

「
鉢
か
づ
き
」

に
較
べ
て
、

伝
本
が
著
し
く
少
な
い
。

「
姥
皮
」

の
伝
本
と
し
て
知
り
得
た
の 

は
、
左
の
四
本
で
あ
る
。



S
観
音
瞻
仰
会
文
庫
蔵
奈
良
絵
本 

一
冊

本
書
に
つ
い
て
は
、
尾

崎

久

弥

氏

が

雑

誌

「
観

音

」
卷
四
ノ
四
に
全
文
を
翻
刻
さ
れ
、

ま

た

近

年

「
名
古
屋
叢
書
第
十
四
巻
」
に
も
再 

び
収
め
ら
れ
た
。

尾
崎
氏
の
解
説
に
ょ
れ
ば
、
紺
地
金
泥
草
花
模
様
表
紙
。

縦
形
本
。

題

簽

「
ぅ
は
か
は
」
。

本
文
十
六
丁
、
挿
絵
六 

頁
。
書
写
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
書
形
と
図
版
の
写
真
と
か
ら
推
し
て
、
寛
文
か
ら
元
禄
の
間
の
典
型
的
な
奈
良
絵
本
と
思
わ 

れ
る
。

実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
奈
良
絵
本 

一
冊

紺

地

金

泥

草

木

模

様

表

紙

(
一
五
•
七

X
ニ

ニ

•
九
榧
)
、
見
返
し
布
目
銀
紙
。
料
紙
間
似
合
。

題

簽

「
む
は
か
わ
」
。

十
六
丁
、

十
三 

行

、

十
四
字
内
外
。
挿
絵
五
頁
。

「
黒
川
真
頼
蔵
書
」

「
黒
川
真
道
蔵
書
」

の
印
記
。

外
に
、
清
水
泰
氏
も
奈
良
絵
本
一
冊
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
右
二
本
と
同
系
統
で
あ
る
。

@

守
屋
孝
蔵
氏
旧
蔵
奈
良
絵
本 

一
冊

本

書

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
解
題
に
ょ
れ
ば
、

紺

地

金

泥

草

木

模

様

表

紙

(
五

•
五

X
八
寸
)
。
 

題
簽
、
金

泥

模

様

丹

紙

「
ぅ
は
か
わ
」
。

見
返
し
金
箔
散
ら
し
。

本

文

字

面

高

さ

約

四

•
一
寸
。

二
十 

一
丁
、

十
三
行
、

十
—

十
四 

字
。
挿
絵
六
頁
。

右
の
諸
本
の
詞
章
は
、

さ
し
て
大
き
な
違
い
は
な
い
。
：5
と
し
て
3

の
三
本
と
区
別
し
た
守
屋
本
も
、
語
句
の
細
部
に
出
入
異
同
が
見 

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
異
同
の
多
い
個
所
の
一
例
を
対
照
し
て
掲
げ
れ
ば
、



S

観
音
瞻
仰
会
本

さ
て
ひ
め
き
み
は
、
さ
て
も
あ
り
か
た
き
御
つ
け
か
な
と
ふ
し
お
か 

み
給

ひ
、

て
ん
あ
け
、
れ
は
、
う
は
か
は
を
き
給

ひ
て
、袅

ん
の
し 

た
を
い
て
た
ま
ふ
、

こ
れ
を
見
る
人
申
け
る
は
、

こ
れ
な
る
う
は
は 

お
そ
ろ
し
き
す
か
た
か
な
と
て
わ
ら
ひ
け
り

か
く
て
ひ
め
き
み
は
、
御
を
し
へ
に
ま
か
せ
て
、
あ
ふ
み
の
く
に
へ 

の
ほ
り
た
ま
ふ
、
お
そ
ろ
し
き
う
は
の
す
か
た
な
れ
は
、
野
に
ふ
し 

や
ま
に
ふ
し
た
ま
へ
と
も
、
め
を
見
か
へ
る
人
も
な
し
、
や
う
^
 ̂

ま
よ
ひ
給
ふ
ほ
と
に
、
さ

、
き
の
み
ん
ふ
た
か
き
よ
の
し
ゆ
く
し
よ 

に
つ
き
給
ふ
か
、
門
の
わ
き
に
や
す
ら
ひ
て
、
御
き
や
う
を
た
つ
と 

く
あ
そ
は
し
た
ま
ふ

た
か
き
よ
の
御
子
に
さ
、
き
の
十
ら
う
た
か
よ
し
と
申
て
、
御
と
し 

十
九
に
な
ら
せ
給
ふ
か
、
お
り
ふ
し
、
も
ん
の
ほ
と
り
に
た
、
す
み 

た
ま
ひ
て
、
さ
ふ
ら
ひ
を
ち
か
つ
け
て
、

の
た
ま
ひ
け
る
か
、
さ
て 

も
ふ
し
き
な
る
こ
と
の
有
け
る
そ
や
、

こ
れ
な
る
う
は
か
御
き
や
う 

を
よ
み
候
か
、
す
か
た
に
も
に
す
し
て
、

こ
^
の
い
つ
く
し
さ
か
れ 

う
ひ
ん
の
こ
と
し
、
か

、
る
ふ
し
き
な
る
も
の
は
、
あ
る
か
よ
き
そ 

や
、
う
ち
へ
よ
ひ
入
、
か
ま
の
ひ
を
た
か
せ
よ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
、
 

さ
ふ
ら
ひ
う
け
た
ま
は
り
、

い
か
に
う
は
よ
、

こ
れ
に
こ
の
ま
、
あ 

り
て
、
か
ま
の
ひ
を
た
け
と
申
け
れ
は
、
う
ち
に
い
り
て
、
か
ま
の 

ひ
を
こ
そ
た
き
に
け
る

一
〇

㈣

守

屋

本

ひ
め
き
み
は
、
さ
て
も
あ
り
か
た
き
御
つ
け
.か
な
と
ふ
し
お
か
み
給 

ひ
、

こ
か
う
の
て
ん
も
ひ
ら
く
る
れ
は
、
く
は
ん
お
ん
の
あ
た
へ
給 

ひ
し
う
は
か
わ
を
き
た
ま
ひ
て
、
^
ん
の
し
た
を
出
た
ま
ふ
、

こ
れ 

を
み
る
人
申
け
る
は
、

こ
れ
な
る
う
は
か
わ
は
お
そ
ろ
し
き
す
か
た 

か
な
と
て
わ
ら
ひ
侍
る

か
く
て
、
お
し袅

の
こ
と
く
、
あ
ふ
み
の
く
に
へ
の
ほ
り
給
ふ
、
お 

そ
ろ
し
き
う
は
か
わ
の
す
か
た
な
れ
は
、

の
に
ふ
し
や
ま
に
ふ
し
給 

へ
と
も
、
め
を
み
か
く
る
人
も
な
し
、
や
う
-
^
ま
よ
ひ
給
ふ
ほ
と 

に
、
さ

、
き
の
し
ゆ
く
し
よ
に
つ
き
給
ふ
か
、
門
の
わ
き
に
や
す
ら 

ひ
て
、
御
き
や
う
を
た
つ
と
く
あ
そ
は
し
給
ふ

た

力

き

よ

の

徒

子

に

さ

、
き
の
十
郎
た
か
よ
し
と
申
て
、
御
と
し 

十
九
に
な
ら
せ
給
ふ
か
、
折
ふ
し
、
も
ん
の
ほ
と
り
に
た
、
す
み
た 

ま
ひ
て
、
さ
ふ
ら
ひ
を
ち
か
つ
け
て
、

の
給
ひ
け
る
は
、
さ
て
も
ふ 

し
き
の
事
の
あ
り
け
る
そ
や
、

こ
れ
な
る
う
は
か
わ
御
き
や
う
を
よ 

み
候
か
、
す
か
た
か
た
ち
に
も
に
は
ん
へ
ら
す
、

こ
^
の
い
つ
く
し 

さ

力

れ

う

ひ

ん

の

こ

と

し

か

、
る
ふ
し
き
な
る
も
の
は
よ
も
あ
ら 

し
、

い
そ
き
う
ち
へ
よ
ひ
い
れ
、
か
ま
の
火
を
た
か
せ
よ
と
お
ほ
せ 

け
れ
は
、
さ
ふ
ら
ひ
う
け
た
ま
は
り
、
い
か
に
う
は
よ
、

こ
れ
に
こ 

の
ま
、
あ
り
て
、
か
ま
の
火
を
た
け
と
申
け
る
、

い
た
は
し
や
ひ
め 

き
み
、
ほ
と
け
の
お
し袅

な
れ
は
、
ち
か
ら
お
よ
は
す
う
ち
に
い 

り
、
か
ま
の
火
を
こ
そ
た
き
給
ふ



の
如
く
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、

一
方
が
他
方
を
写
し
な
が
ら
、
部
分
的
に
書
き
^
{
え
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

ど
ち 

ら
が
先
型
で
あ
る
か
は
、
明
ら
か
に
は
断
じ
が
た
い
。

た
だ
、

守
屋
本
の
方
に
誤
写
が
多
く
見
ら
れ
る
上
に
、

守
屋
本
の
系
統
の
伝
本
は 

他
に
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、S

の
系
統
の
方
が
元
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

次

に

「
花
世
の
姫
」

の
伝
本
と
し
て
は
、

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」

に
翻
刻
あ
る
い
は
解
題
さ
れ
た
左
の
三
本
の
外
に
、

管
見
に
入 

っ
た
も
の
が
無
い
。

〔
明
暦
〕
刊
絵
入
本
一
二
巻
(
天

理

図

書

館

•
東

北

大

学

図

書

館

•
東
洋
文
庫
等
蔵
)

本

書

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」

の
外
、

岩

波

文

庫

「
お
伽
草
子
」

の
中
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

天

理

本

•
東
洋
文
庫
本
は
元
表 

紙
、

元
題
簽
を
有
す
る
。
縹

色

行

成

表

紙

(
ニ

六

•
五X

一
七
•
五
極
)
。

題

簽

「
花

世

の

姫

さ

う

し

上

(
中
下
)
」
。

内

題

「
は
な
世 

の
姫
上
」

「
花
よ
の
ひ
め
中
」

「
花
よ
の
姫
下
」
。

匡
郭
、
双

辺

(
ニ
ー
X

ー
五
樞
)
。
板
心
、
丁
附
の
み
。
刊
記
、

な
し
。

(
上
)

三
十

一
丁 

(
中
)

ニ
十
八
丁 

(
下
)

二
十
六
丁
。

(
丁
附
は
上
中
下
通
し
。

但
し
挿
絵
は
丁
附
が
重
丁
と
な
っ
て
い
る
)
十
行
、

二
-一

-
-
-

二
十
六
字
。
挿
絵
、
(
上
)

十

頁

(
中
下
)
各
八
頁
。

鹿

田

静

七

氏

旧

蔵

奈

良

絵

本

一

一

一

巻

 

ニ
帖 

高
野
辰
之
氏
旧
蔵
写
本 

三
帖

右

二

本

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
解
題
せ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
未
見
で
あ
る
が
、

そ
の
解
題
に
よ
れ
ば
、

ニ
本
と
も
、
本 

文
は
前
記
の
板
本
に
拠
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。



「
鉢
か
づ
き
」r

姥
皮
」
「
花
世
の
姫
」

の
三
篇
は
、
共
通
し
た
説
話
を
骨
子
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
民
間
に
流
布
す 

る
昔
話
の
中
で
、
継
子
譚
の
ー
型
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
姥
皮
系
の
説
話
で
あ
る
。

「
日
本
昔
話
集
成
」

に
よ
る
と
、

こ
の
型
の
昔
話 

は
、
青
森
県
か
ら
鹿
児
島
県
に
至
る
全
国
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
発
端
が
継
子
譚
の
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
大
部
分
が 

蛇
聲
入
譚
の
蛙
報
恩
型
に
結
合
し
て
い
る
。

し
か
し
、

ョ
1

CT
ッ
パ
諸
国
の
例
で
は
、
継
子
譚
の
一
つ
の
挿
話
を
な
し
て
お
り
、

日
本
に 

お
い
て
も
、
文
献
に
残
さ
れ
た
古
い
伊
は
、

「
鉢
か
づ
き
」
以
下
の
三
篇
の
如
く
、

い
ず
れ
も
継
子
譚
で
あ
る
。

こ
の
型
の
話
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
山
中
の
老
婆
か
ら
姥
皮
を
授
か
っ
た
娘
が
、

そ
れ
を
被
い
て
身
を
窶
し
、
長
者
の
家
の
火
焚
き 

に
住
み
こ
む
。

あ
る
時
、
姥
皮
を
脱
い
で
い
る
と
こ
ろ
を
長
者
の
若
様
に
見
つ
け
ら
れ
、
嫁
に
貰
い
う
け
ら
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

こ 

れ
ら
の
民
間
伝
承
と
、

「
鉢
か
づ
き
」
以
下
三
篇
の
作
品
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、

市

古

貞

次

氏

が

「
お
そ
ら
く
現
在
の
民
間
伝
承 

そ
の
ま
ま
で
は
な
く
て
も
、
類
似
の
民
間
説
話
が
当
時
地
方
に
行
は
れ
て
ゐ
て
、

そ
れ
が
草
子
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
、

こ
の
三
篇
に
就
い 

て
は
考
へ
る
の
が
妥
当
で
あ
ら
う
。
」

(
中
世
小
説
の
研
究
九
八
頁
)

と
い
う
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
民
間
の
姥
皮
型
説
話
が
非
常
に 

広
い
分
布
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
、
市
古
氏
の
見
解
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
個 

々
の
昔
話
に
つ
い
て
見
る
と
、
中
に
は
、

こ
れ
ら
の
草
子
の
方
か
ら
、

か
え
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
っ 

て
、

こ
の
点
を
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
以
下
こ
の
三
篇
の
草
子
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、

こ
う
し
た
民
間
伝
承 

と

の

関
係
を
含
め
て
、
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

三
篇
の
中
で
、

今
日
残
さ
れ
て
い
る
伝
本
の
状
態
か
ら
い
っ
て
、
最
も
成
立
が
古
く
、

か
つ
広
く
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
「
鉢



か
づ
き
」

で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
、
す
ぐ
に
目
に
っ
く
特
徴
は
、
話
の
筋
は
姥
皮
型
の
説
話
で
あ
り
な
が
ら
、
姥
皮
と
い
う
も
の
が
現
れ 

ず
、

そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
実
母
が
死
に
臨
ん
で
、
姫

の

頭

に

「
世
に
重
げ
な
る
手
箱
」

を
戴
か
せ
、

そ
の
上
に
鉢
を
か
ぶ
せ
る
と 

い
う
趣
向
が
構
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
趣
向
は
、
草
子
の
作
者
の
創
案
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、

や
は
り
民
間
伝
承
か
ら 

採
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

天

野

信

景

の

「
塩
尻
」
巻

三

十

九

に

「
或
問
、
世
俗
蒙
昧
の
女
童
な
と
の
真
徳
丸
梅
若
丸
鉢
か
っ
き
な
と
い
ふ
草
紙
あ
り
。

是
等
も
出 

所
有
事
に
や
と
。
答
ふ
、
真
徳
丸
は
河
内
国
山
畑
村
の
長
者
の
子
な
り
。
鉢
か
っ
き
事
は
同
国
寝
屋
村
の
長
者
か
女
な
り
。

是
等
の
事
河 

州
紀
と
て
五
巻
の
書
あ
り
。
夫
に
は
あ
り
」

と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
河
内
国
寝
屋
村
の
長
者
の
女
を
主
人
公
と
す
る 

鉢
か
づ
き
型
の
伝
説
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
伝
説
の
内
容
が
全
く
分
ら
な
い
の
で
、

こ

れ

が

「
鉢
か
づ
き
の
草 

子
」

の
原
拠
と
は
速
断
で
き
な
い
。
文
献
に
よ
っ
て
流
布
し
た
話
が
あ
る
土
地
に
土
着
し
て
、

伝
説
化
す
る
過
程
も
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と 

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

今
日
ま
で
に
各
地
か
ら
採
集
さ
れ
た
民
間
説
話
の
類
を
見
る
と
、

「
日
本
昔
話
集
成
」

に
は
、

一
般
の
姥
皮
型
の
話
と
は
区 

別
し
て
、
鉢
か
づ
き
型
の
昔
話
が
四
例
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
般
の
姥
皮
型
の
話
に
較
べ
る
と
、
例
が
非
常
に
少
な
い
上
に
、

そ
の
内
容 

を
見
る
と
、
草

子

の

「
鉢
か
づ
き
」

に
余
り
に
も
近
い
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
、

そ
こ
に
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

以
下
、

そ
の 

四

例

を

「
日
本
昔
話
集
成
」

か
ら
引
用
し
、
草
子
と
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

⑴

徳
島
県
美
馬
郡
西
祖
谷
山
村
の
例

と

ん

と

昔
あ
っ
た
さ
う
な
。
分
限
者
の
家
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
家
で
は
お
母
あ
が
病
気
で
弱
っ
と
っ
た
。

ひ
と
り
娘
を
枕
元
に
呼
ん 

で
、
私
が
も
し
死
ん
だ
ら
お
前
は
困
る
。
鉢
と
衣
裳
を
持
っ
て
来
い
と
言
ひ
ま
し
た
さ
う
な
。
仰
山
の
衣
裳
を
鉢
の
中
に
入
れ
て
、

ニ
ニ



私
が
死
ん
だ
ら
鉢
を
か
ぶ
れ
と
云
う
た
さ
う
な
。

と
こ
ろ
が
お
母
は
暫
く
し
て
み
て
ま
い
つ
た
さ
う
な
。

お
父
は
後
妻
を
入
れ
た 

が
、

そ
の
後
妻
は
気
性
の
悪
い
女
な
の
で
、

そ
の
娘
を
追
出
さ
な
え
て
お
ら
ん
と
云
う
た
さ
う
な
。
娘
は
追
出
さ
れ
て
、
さ

き

く
 

行
く
と
、
大
き
な
家
に
行
き
か
か
つ
た
さ
う
な
。
ど

こ

へ

行
く
と
い
う
て
も
当
も
な
い
の
で
、
風
呂
焚
き
に
で
も
お
い
て
下
さ
い
と 

頼
ん
だ
さ
う
な
。
風
呂
焚
き
に
な
ら
雇
ひ
ま
せ
う
と
雇
は
れ
た
さ
う
な
。

あ
る
日
仕
事
が
済
ん
で
か
ら
、
夜
遅
く
古
三
味
線
を
借
り 

て
、

歌
を
う
た
つ
て
三
味
に
合
は
し
と
つ
た
さ
う
な
。

そ
の
家
の
若
息
子
が
壁
の
破
れ
目
か
ら
視
い
て
見
て
、

惚
れ
こ
ん
だ
さ
う 

な
。
若
息
子
は
寝
こ
ん
で
し
ま
う
た
さ
う
な
。

そ
こ
で
家
中
の
者
が
心
配
し
て
医
者
に
見
せ
る
と
、

こ
れ
は
惚
れ
た
病
だ
と
い
ふ
こ 

と
に
な
つ
た
さ
う
な
。

そ
こ
で
二
十
日
の
晚
に
若
息
子
に
村
中
の
若
い
娘
が
お
茶
を
汲
ん
で
呑
ま
す
こ
と
に
な
つ
た
さ
う
な
。

し
か 

し
娘
が
揃
う
て
汲
ん
で
も
飲
ま
ぬ
。

今
度
は
な
な
に
汲
ま
せ
た
が
や
は
り
飲
ま
ぬ
。

そ
こ
で
あ
の
鉢
か
ぶ
り
に
汲
ん
で
い
て
貰
う
た 

ら
と
い
ふ
。
鉢
か
ぶ
り
は
、
若
旦
那
さ
ん
お
悪
う
ご
ざ
い
ま
す
か
、

お
茶
で
も
飲
み
な
さ
れ
と
い
う
て
飲
ま
せ
る
と
、
若
息
子
は
飲 

ん
で
し
ま
ふ
。
娘
み
ん
な
が
あ
の
鉢
か
ぶ
り
か
と
指
し
て
笑
う
た
さ
う
な
。
鉢
か
ぶ
り
は
す
す
め
ら
れ
て
風
呂
に
入
り
、
化
粧
場
へ 

行
つ
て
、
私
の
や
う
な
も
の
が
こ
ん
な
家
の
奥
さ
ん
に
な
る
の
は
も
つ
た
い
な
い
と
い
ふ
。

さ
う
し
て
涙
を
ほ
と
^n/

と
落
す
と
、
 

頭
の
鉢
が
落
ち
た
さ
う
な
。
中
に
は
絹
衣
裳
の
立
派
な
着
物
が
入
つ
と
つ
た
さ
う
な
。

さ
う
し
て
そ
の
着
物
を
着
て
、
立
派
な
嫁
と 

な
つ
た
さ
う
な
。

こ
の
昔
話
で
、
母
親
が
衣
裳
を
鉢
の
中
に
入
れ
て
、

そ
れ
を
娘
の
頭
に
か
ぶ
ら
せ
た
と
い
う
語
り
方
は
、
合
理
化
し
た
新
し
い
形
で
あ 

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

ま
た
、
草

子

の

「
鉢
か
づ
き
」
と
比
較
し
て
異
な
る
の
は
、
恋
の
病
で
寝
込
ん
だ
若
息
子
に
、
村
中
の
若
い
娘
が 

お
茶
を
汲
ん
で
呑
ま
そ
う
と
す
る
と
、
誰
の
お
茶
も
呑
ま
ず
、
最
後
に
鉢
か
ぶ
り
の
お
茶
を
呑
ん
だ
と
い
う
条
で
、
草
子
に
は
こ
れ
に
類 

し
た
趣
向
は
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
趣
向
は
一
般
の
姥
皮
型
の
昔
話
に
は
幾
つ
か
見
ら
れ
る
。

「
日
本
昔
話
集
成
」
に
載
せ
ら



れ
た
も
の
の
中
で
も
、
長

崎

県

南

高

来

郡

小

浜

町

*
大
分
県
孰
珠
郡
飯
田
村
の
例
に
そ
れ
が
あ
り
、

ま
た
、

お
茶
で
な
く
て
、
御
膳
を
も 

っ
て
ゆ
く
と
い
う
形
は
、
青

森

県

三

戸

郡

五

戸

町

•
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
下
甑
島
の
例
に
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、

こ
の
徳
島
県
の
昔
話 

は
、

一
般
の
姥
皮
型
の
話
が
草
子
の
「
鉢
か
づ
き
」

の
影
響
を
う
け
て
変
形
し
た
も
の
と
考
え
て
も
支
障
の
な
い
鉢
の
も
の
で
あ
る
。

⑵

埼
玉
県
川
越
市
の
例

鉢
か
っ
ぎ
は
大
臣
の
娘
。

生
れ
た
時
か
ら
頭
に
鉢
を
か
ぶ
り
、

人
に
化
物
と
思
は
れ
家
を
追
は
れ
る
。
身
投
を
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る 

の
を
漁
夫
に
救
は
れ
、
大
名
の
邸
の
風
呂
焚
女
中
に
な
る
。
息
子
が
鉢
か
っ
ぎ
の
手
足
を
見
て
、

深
く
契
っ
て
父
に
咎
め
ら
れ
る
。
 

二
人
は
仲
を
さ
か
れ
る
こ
と
を

悲
し
み
、
家
出
し
よ
う
と
す
る
と
鉢
が
落
ち
、
朝
日
月
の
出
を
思
は
せ
る姬

に
な
る
。
落
ち
た
鉢
は 

ニ
っ
に
割
れ
金
銀
が
溢
れ
出
る
。

両
人
は
よ
い
暮
し
を
す
る
。

姫
が
生
れ
っ
き
頭
に
鉢
を
か
ぶ
っ
て
い
た
と
す
る
外
は
、
草
子
の
内
容
に
非
常
に
近
い
。
特
に
、
鉢
が
落
ち
て
、
朝
日
月
の
出
を
思
わ 

せ
る
姫
に
な
る
と
い
う
語
り
方
は
、
草

子

に

「
涙
と
共
に
二
人
な
が
ら
出
で
ん
と
し
給
ふ
時
に
、

い
た
^
き
給
ふ
鉢
か
っ
ぱ
と
前
に
落
ち 

に
け
り
。

宰
相
殿
驚
き
給
ひ
て
、姖

君

の

御

顔

を

っ

く

く

と

見

給

へ

ば

、

十
五
夜
の
月
の
雲
間
を
出
る
に

こ

と

な
ら
ず
」
。

と
あ
る
文 

と
符
合
す
る
。

こ
の
川
越
市
の
例
は
、

ど

う

も

草

子

の

「
鉢
か
づ
き
」

に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶

兵
庫
県
氷
川
郡
相
原
村
の
例

発
端
は
炭
焼
長
者
。
炭
焼
夫
婦
は
町
で
商
売
を
始
め
る
。
女
の
子
が
生
れ
る
が
、

七
八
歳
の
と
き
母
は
病
気
に
な
る
。
死
際
に
娘
の 

顔
に
鉢
を
か
ぶ
せ
る
。

後
妻
を
貰
ひ
女
の
子
が
生
れ
る
。

先
妻
の
子
を
鉢
っ
き
と
い
ひ
、

憎
ん
で
川
へ
は
ま
っ
て
死
に
さ
う
に
な 

る
。
船
頭
が
救
っ
て
京
都
の
長
者
の
小
間
使
に
世
話
す
る
。

長
者
の
息
子
が
そ
の
娘
に
惚
れ
る
が
、
親
類
に
十
二
人
の
女
の
子
が
あ 

る

か

ら

そ
れ
を
貰
へ
と
父
が
許
さ
な
い
。

し

か

し

遂
に
鉢
の
梅
の
木
に
鶯
を
止
ま
ら
せ
て
床
の
間
に
も
っ
て
来
た
も
の
を
嫁
に
す
る

一
五



こ
と
に
な
る
。
鉢
つ
き
娘
も
呼
ば
れ
る
。
化
粧
を
し
て
ゐ
る
と
鉢
が
と
れ
、

そ
の
中
に
は
金
や
着
物
が
入
っ
て
ゐ
る
。

十
二
人
の
娘 

が
梅
の
鉢
を
も
っ
て
来
る
と
鶯
は
逃
げ
る
が
、
鉢
っ
き
が
も
っ
て
来
る
と
逃
げ
な
い
。
鉢
っ
き
が
嫁
に
な
る
。

そ
こ
に
乞
食
が
三
人 

来
る
。

父
親
は
盲
目
。

聲
が
米
を
五
合
や
る
。

鉢
娘
が
聞
き
憶
え
の
あ
る
声
で
夫
に
訊
ね
さ
せ
る
と
、

父
親
で
あ
る
こ
と
が
わ
か 

り
、

そ
の
家
に
使
ふ
。

こ
の
話
も
、

発
端
に
炭
焼
長
者
の
話
が
結
合
し
て
い
る
点
は
別
と
し
て
、

前
半
は
草
子
の
語
り
口
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。

後
半 

の
、
鉢
の
梅
の
木
に
鶯
を
止
ま
ら
せ
て
床
の
間
に
も
っ
て
き
た
も
の
を
嫁
に
す
る
と
い
ぅ
条
は
、
⑴

の
徳
島
県
の
例
に
お
け
る
茶
汲
と
同 

種
の
趣
向
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
姥
皮
型
の
昔
話
の
中
に
幾
っ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
青

森

県

五

戸

町

•
岩

手

県

土

淵

村

.
長
野
県 

小
県
郡
等
)

な
お
、
結
尾
の
父
親
と
の
再
会
の
条
に
は
、
同
じ
継
子
譚
の
お
銀
小
銀
型
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
ょ
ぅ
に
、

こ
の
兵 

庫
県
の
例
は
、
種
々
の
説
話
と
の
混
合
が
見
ら
れ
る
が
、
骨
格
を
な
し
て
い
る
の
は
や
は
り
一
般
の
姥
皮
型
で
、

そ
れ
に
⑴

の
場
合
と
同 

様

、
草

子

の

「
鉢
か
づ
き
」
が
流
入
し
て
き
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
そ
ぅ
で
あ
る
。

⑷

熊
本
県
某
地
の
例

長
者
に
三
人
の
息
子
が
あ
り
、
兄
二
人
は
東
長
者
西
長
者
か
ら
嫁
を
貰
ふ
。

三
男
は
道
で
逢
っ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
頭
に
皿
を
か
ぶ
っ 

た
娘
を
嫁
に
す
る
。

兄
の
嫁
た
ち
は
皿
か
ぶ
り
を
軽
蔑
す
る
。

母
親
が
三
人
の
嫁
に
刺
繡
を
さ
せ
て
試
験
を
す
る
。

兄
嫁
二
人
は
立 

派
な
物
を
っ
く
る
が
、

皿
か
ぶ
り
は
出
来
な
い
で
泣
い
て
ゐ
る
。

や
っ
と
作
っ
て
も
っ
て
行
く
。
母
親
は
こ
れ
を
一
等
に
す
る
。

兄 

嫁
二
人
は
衣
裳
競
べ
を
申
出
る
。

皿
か
ぶ
り
は
一
枚
の
着
物
も
な
い
。

兄
嫁
は
い
や
が
る
弟
嫁
を
追
ひ
ま
は
し
、

頭
の
皿
を
と
る 

と
、

そ
の
中
か
ら
金
欄
、锻

子
、
緩
錦
が
出
る
。

こ
の
話
は
、
鉢
が
皿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
前
半
が
欠
け
て
嫁
較
べ
の
条
だ
け
で
あ
り
、
嫁
較
べ
の
方
法
も
特
殊
で
あ
る
こ
と
な
ど
、



前
の
三
例
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

断
片
化
し
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
、
草
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
言
え
な
い
が
、
嫁
較
べ
の
方
法 

は
、
姥
皮
型
の
昔
話
に
見
ら
れ
る
幾
つ
か
の
類
型
に
較
べ
て
、

む
し
ろ
草
子
の
嫁
較
べ
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
右
の
鉢
か
づ
き
型
の
昔
話
が
、
文

献

と

し

て

成

立

し

た

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」

の
元
を
な
し
た
民 

間
伝
承
で
あ
っ
た
と
言
う
に
は
躊
躇
を
感
ず
る
。

一
体
、
鉢
か
づ
き
の
鉢
は
、
姥
皮
型
の
昔
話
に
お
い
て
、

山
姥
か
ら
授
か
る
姥
皮
と
同 

じ
意
味
を
も
つ
古
い
伝
承
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

民
俗
学
者
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
昔
話
の
中
で
、

こ
う
し
た
姥
皮
の
類
を
か
ぶ
っ
て
あ
る
期 

間
を
過
し
た
後
、

こ
れ
を
脱
ぎ
す
て
て
結
婚
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
成

年

式

.
成
女
式
の
儀
礼
の
反
映
で
あ
ろ
う
と
し
、
鉢
か
づ 

き
の
鉢
も
ま
た
、
成
年
式
に
用
い
ら
れ
る
一
種
の
仮
面
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
民
俗
学
に
甚
だ
暗
い
の
で
、

こ
の
考
え 

方
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
資
格
に
欠
け
て
い
る
が
、
疑
問
に
思
う
の
は
、
姥
皮
や
そ
れ
に
類
し
た
も
の
は
、
世
界
的
な
分
布
を
有
す
る
説 

話
の
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

鉢
の
方
は
、
他
に
そ
の
類
例
の
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
の 

草
子
」

に
は
、
母
が
世
を
去
る
時
、
世
に
重
げ
な
る
手
箱
を
姫
君
の
御
ぐ
し
に
い
た
だ
か
せ
、

そ
の
上
に
肩
の
隠
る
る
程
の
鉢
を
き
せ
参 

ら
せ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
場
面
で
、

「
さ
し
も
ぐ
さ
深
く
ぞ
頼
む
観
世
音
誓
ひ
の
ま
、
に
い
た
だ
か
せ
ぬ
る
」

と
い
う
歌
を
詠
じ 

て
い
る
所
を
見
る
と
、

そ
の
手
箱
は
あ
る
い
は
観
音
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
鉢
が
落
ち
て
、

そ
の
手 

箱
か
ら
金
銀
財
宝
が
溢
れ
出
た
と
す
る
語
り
方
は
か
な
り
合
理
的
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
徳
島
県
西
祖
谷
山
村
の
昔
話
の
よ
う
に
、
鉢
の 

中
に
沢
山
の
衣
裳
を
入
れ
て
娘
に
か
ぶ
ら
せ
た
と
す
る
語
り
方
が
出
て
く
る
素
地
が
、
既
に
草
子
に
は
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

す
な
わ
ち
私
は
、

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」
が
民
間
伝
承
と
し
て
の
姥
皮
型
の
昔
話
を
素
材
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ 

う
が
、
鉢
を
か
づ
か
せ
る
と
い
う
趣
向
は
、

あ
る
い
は
草
子
作
者
の
創
案
で
あ
っ
て
、
鉢
か
づ
き
型
の
幾
つ
か
の
昔
話
は
、
文
献
と
し
て 

流
布
し
た
草
子
の
方
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」

は
江
戸
時
代
前
期
に
お
い
て
十

一
七



一
八

種
を
超
え
る
板
本
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
こ
れ
ら
御
伽
草
子
系
統
の
も
の
の
外
に
、
江
戸
後
期
の
草
双
紙
類
に
お
い
て
も
幾
つ
も
の 

作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
見
て
、

こ
の
物
語
が
書
物
に
よ
っ
て
広
い
範
囲
に
流
布
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
物
語
の 

場
合
は
、
文
献
の
影
響
力
を
相
当
程
度
に
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、

こ
の
鉢
を
か
ず
く
と
い
う
趣
向
に
つ
い
て
、
野
村
八
良
氏
は
徒
然
草
の
仁
和
寺
法
師
の
鼎
か
ず
き
の
話
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で 

あ
ろ
う
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
室
町
時
代
小
説
論
三
〇
九
頁
)

こ
の
点
は
何
と
も
言
え
な
い
が
、

私
は
、

こ
れ
は
あ
る
い
は
挿
絵
と 

関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」

の
板
本
の
挿
絵
に
は
、

盃
型
の
鉢
を
冠
っ
た
姫
の
姿
が
沢
山
描
か
れ 

て
い
る
が
、

そ
の
姫
の
姿
は
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
板

本

の

「
花
世
の
姫
」

で
は
、
本
文
で
は
姫
は
姥
皮
を
着
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の 

場
面
の
挿
絵
を
見
る
と
姫
は
姥
皮
を
着
た
姿
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
元
の
姿
の
儘
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
姥
皮
を
着
た
姿
と
い
う
の
は
具
体
的 

に
想
像
し
に
く
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
較
べ
て
鉢
を
か
ず
い
た
姿
は
絵
に
な
り
易
い
と
い
う
事
情
が
こ
の
よ
う
な
趣
向
を
生
み
出 

し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

四

次

に

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」
を
読
ん
で
、
も
う
一
つ
特
に
眼
に
つ
く
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
詞
章
で
あ
る
。 

こ
の

作
品
に
は
、
全
篇
に
亙
っ
て
七
五
調
の
詞
章
が
多
く
現
れ
て
く
る
と
共
に
、
縁
語
や
掛
詞
と
い
っ
た
修
辞
上
の
技
巧
が
随
所
に
用
い 

ら

れ

て
い
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

あ
け
く
れ
は
、
御
き
や
う
す
い
よ
、

は
ち
か
つ
き
と
て
、

三
か
う
四
か
う

も
、
す
き
さ
る
に
、

五
か
う
の
て
ん

も
、
あ
け
さ
る

に
、
 

せ
め
お
こ
さ
れ
て
、

い
た
は
し
や
、
又
ふ
し
な
れ
ぬ
、

し
の
た
け
の
、
を
の
れ
と
ゆ
き
に
、

う
つ
も
れ
て
、

ふ
し
た
を
れ
た
る
、

ふ



せ
い
し
て
、
も
の
ロ
か
な
け
に
、

お
き
な
お
り
、
思
ひ
を
し
は
の
、

ゆ
ふ
け
ふ
り
、

た
つ
名
も
く
る
し
と
、

う
ち
な
が
め
、
御
き
や 

う
す
い
は
、

わ
き
ま
い
ら
せ
候
、

は
や
と
り
給
へ
と
、
さ
い
そ
く
す
る
、

く
る
れ
は
、

御
あ
し
の
ゆ
、

わ
か
せ
や
、

は
ち
か
つ
き 

と
、

け
ち
を
す
る
、

う
き
身
な
か
ら
も
、

を
き
あ
か
り
、

み
た
れ
た
し
は
を
、

ひ
き
よ
せ
な
か
ら
、

か
く
こ
そ
、

つ
ら
ね
た
ま
ひ
け 

れ

く
る
し
き
は
、
を

り

た
く
し
は
の
、
夕
け
ふ
り
、

う
き
み
と
共
に
、

た
ち
や
き
え
ま
し 

と
、

か
や
う
に
う
ち
な
か
め
、

い
か
な
る
い
ん
く
わ
の
、

む
く
ひ
に
や
、

か

、
る
う
き
よ
に
、

す
み
そ
め
て
、

い
つ
ま
て
い
の
ち
、
 

な
か
ら
へ
、

か
ほ
と
に
物
を
、

お
も
ひ
ね
の
、

む
か
し
を
思
い
て
の
里
、

む
ね
は
す
る
か
の
、

ふ
し
の
た
け
、

そ
て
は
き
よ
み
か
、
 

せ
.き
な
れ
や
、

い
つ
ま
て
い
の
ち
、

な
か
ら
へ
て
、

う
き
に
は
た
え
ぬ
、

な
み
た
川
、

な
か
れ
て
す
急
も
、

た
の
ま
れ
す
、

き
く
の 

う
ら
は
に
、
を
く
つ
ゆ
の
、

な
に
と
な
り
ゆ
く
、
此
み
そ
と
、

ひ

と

り

く

と
き
て
、

か
く
は
か
り 

ま
つ
か
せ
の
、
空
ふ
き
は
ら
ふ
、

よ

に

い

て

、
、
さ
や
け
き
月
を
、

い
つ
か
な
か
め
ん 

か
や
う
に袅

い
し
、

あ
し
の
ゆ
を
そ
、

わ

か

し

け

る

(
引
用
は
古
活
字
板
甲
本
に
よ
る
。

A
類
第
一
種
の
慶
応
本
も
さ
し
て
変
ら 

な

ぃ

。
)

の
如
く
で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
修
辞
は
、
室
町
物
語
に
お
い
て
も
決
し
て
珍
し
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
他
の
作
品
に
較
べ 

る
と
、

そ
の
量
が
著
し
く
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

(
流
布
の
板
本
系
の
詞
章
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、

板
本
よ
り
古
態
を
存
す 

る
か
と
思
わ
れ
る
古
写
の
慶
応
本
で
は
、

そ
の
よ
う
な
部
分
が
一
段
と
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
後
半
に
お
い
て
は
、
板
本
系
は
そ
う
い
う 

個
所
を
大
分
省
略
し
て
い
る
。
)

ま
た
、
右
に
掲
げ
た
例
文
の
中
に
、

「
又
ふ
し
な
れ
ぬ
、

し
の
た
け
の
、
を
の
れ
と
ゆ
き
に
、
う
つ
も
れ
て
、

ふ
し
た
を
れ
た
る
、

ふ

一
九



せ
い
し
て
」

(
「
又
」

は

「
ま
だ
」

の
宛
字
か
。
古
活
字
板
乙

本

以

下

の

板

本

に

は

「
又
」
が
な
い
。
)

と

い

う

句
が
あ

る

が

、

こ
れ
に
類 

し
た
鉢
か
づ
き姬

の
風
情
を
形
容
す
る
句
が
殊
更
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
意
を
惹
く
。

そ
の
中
に
は
、

か
の
は
ち
か
つ
き
は
、

の
き
は
の
梅
に
、
う

く

ひ
す
の
、

ま
た
は
な
れ
ぬ
ふ
せ
い
し
て
、
と

か

く

か
へ
り
事
を
も
の
給
は
す 

さ
て
、

は
ち
か
つ
き
は
、

こ
く
ふ
ね
の
い
る
ふ
せ
い
し
て

の
如
く
、
意
味
を
明
確
に
理
解
し
.難
い
例
も
あ
る
。
前
者
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
本
文
に
は
「
は
な
れ
ぬ
」
に

「
離
れ
ぬ
」
と
宛 

て
て
い
る
が
、

こ
こ
は
、

鉢
か
づ
き
姫
が
宰
相
殿
御
曹
子
の
求
愛
に
対
し
て
恥

じ

ら

う

様
を
叙
べ
て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

個
所
で
、

「
離 

れ
ぬ
」

で
は
文
意
が
通
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
所
の
諸
本
の
本
文
を
見
る
と
、

(
慶
応
本
)

は

な

な

ら

ぬ

(
大
阪
府
立
図
書
館
本
)

は

な

な

れ

ぬ

(
万
治
ニ
年
松
会
板
)

は
な
れ
え
ぬ 

の
如
き
相
違
が
あ
る
。

松
会
板
は
前
述
の
如
く
、
古
活
字
板
系
の
本
文
に
訂
正
を
加
え
て
い
る
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
も
、

「
は 

な
れ
ぬ
」

に

疑

問

を

感

じ

て

「
離
れ
得
ぬ
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
大

阪

府

立

図

書

館

本

の

「
は
な
な
れ
ぬ
」
を

「
花
慣
れ
ぬ
」

の
意
と 

す
れ
ば
、
意
味
は
よ
く
通
る
が
、

こ
の
写
本
は
古
活
字
板
よ
り
写
し
が
古
い
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
確
証
と
は
な
し
難
い
。
但
し
、
古 

写

本

の

慶

応

本

の

「
は
な
な
ら
ぬ
」

は
、

こ
の
ま
ま
で
は
や
は
り
意
が
通
ぜ
ず
、

こ

れ

を

「
は
な
な
れ
ぬ
」

の
誤
写
と
す
れ
ば
、

「
花
慣 

れ
ぬ
」
説
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
個
所
は
、
古
活
字
板
の
元
に
な
っ
た
本
に
慶
応
本
の
如 

き
誤
写
が
存
し
た
た
め
に
、
不
分
明
な
形
容
を
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
次

に

後

者

の

「
こ
く
ふ
ね
の
い
る
ふ
せ
い
」
に
つ
い
て
は
、
 

日
本
古
典
文
学

大

系

本

の

頭

注

に

は

「
ゐ

(
居
)

る
。

と
ま
っ
て
い
る
。
漕
い
で
も
動
か
ぬ
こ
と
を
い
う
。

あ
る
い
は
入
る
か
。
」

と
あ 

る
。

こ
の
所
は
、
古

活

字

板

こ

本

に

は

「
こ
く
舟
の
入
ふ
せ
い
」
と
あ
り
、

万

治

ニ
年
松
会
板
系
統
の
本
文
で
も
「
入
」

の
字
を
宛
て
て 

い
る
所
を
見
る
と
、
板

本

系

諸

本

は

「
漕
ぐ
舟
の
入
.る
風
情
」

の
意
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
句
は
ど
の
よ
う
な
音5



味
な
の
か
理
解
に
苦
し
む
形
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
決
し
て
巧
み
で
は
な
い
し
、
作
者
の
教
養
、
知
識
の
程
も
知
れ
る
類
の
も
の
が
多
い
が
、
殊
更
に
七
五
調
の
文
を
多
く 

綴
り
、

縁
語
、

掛
詞
や
譬
喩
的
な
形
容
句
に
技
巧
を
こ
ら
す
な
ど
、

修
辞
に
力
を
注
い
で
い
る
の
が
、

こ
の
作
品
の
著
し
い
特
徴
で
あ 

る
。

そ
こ
に
は
、

こ
の
作
品
が
民
間
伝
承
を
素
材
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
ー
篇
の
文
芸
作
品
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
作
者
の
創 

作
意
識
が
露
骨
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
作
の
詞
章
に
は
、
右
の
如
き
擬
古
的
な
修
辞
の
反
面
に
、

口
語
調
の
混
入
と
い
う
逆
の
現
象
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目 

さ
れ
る
。
先

に

掲

げ

た

例

文

の

中

に

「
み
た
れ
た
し
は
」

と
い
う
語
の
あ
る
の
は
、

そ
の
も
っ
と
も
明
ら
か
な
例
で
あ
る
が
、

(
但
し
慶 

応

本

に

は

「
み
た
れ
し
し
は
」

と
あ
り
、

万

治

ニ

年

松

会

板

系

統

の

板

本

も

「
み
だ
れ
し
し
ば
」

と
改
め
て
い
る
。
)

「
さ
い
そ
く
す
るJ

 

「
け
ち
を
す
る
」

の
如
き
連
体
形
ど
め
に
も
、

そ
の
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
(
こ
の
ニ
例
は
慶
応
本
も
同
じ
。
)

こ
れ
が
も
っ
と
も
著
し
い
の 

は
、

文

の

結

び

に

お

け

る

助

動

詞

「
け
り
」
が

大

部

分

「
け
る
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
、

係

助

詞

「
ぞ
」 

「
こ
そ
」
を
受时

て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
も
、

ほ
と
ん
ど
が
.
「
け
る
」

で
あ
る
。

も
と
よ
り
室
町
期
の
物
語
に
あ
っ 

て
は
、

こ
の
よ
う
な
語
法
の
乱
れ
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、

「
け
り
」
に
関
し
て
は
終
止
形
ど 

め
の
方
が
例
外
と
言
い
得
る
程
に
数
が
少
な
い
。

一
体
、
室
町
物
語
の
文
章
は
、
部
分
的
に
は
俗
語
が
入
っ
て
い
て
も
、
全
体
と
し
て
は 

文
語
調
が
基
調
を
な
し
て
い
る
。
文
脈
は
平
易
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
口
語
調
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て 

は
、

こ

の

「
鉢
か
づ
き
」

の
文
章
は
口
語
調
に
や
や
傾
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
修
辞
に
擬
古
的
な
技
巧
を
こ
ら
し
な
が
ら
、
 

一
方
に
口
語
調
の
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
、
文
体
の
上
で
は
作
品
毎
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
室
町
物
語
の
中
に
あ
っ
て
、

こ
の 

作
品
の
詞
章
に
特
に
特
徴
を
感
じ
さ
せ
る
所
以
な
の
で
あ
ろ
う
。

ニ
ー



奈

良

絵

本r

姥
皮
」
は
、
叙
述
が
著
し
く
簡
略
で
、

ほ
と
ん
ど
筋
書
程
度
で
あ
り
、
内
容
も
民
間
の
姥
皮
型
昔
話
の
基
本
型
そ
の
ま
ま 

と
言
っ
て
よ
い
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、

こ
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
尾
張
国
の
甚
目
寺
と
い
う
地
方
的
な
信
仰
の
中
心
で
あ
る 

観
音
の
霊
験
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
地
名
や
人
名
が
非
常
に
具
体
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
物
語
の
主
人
公
の
姫
君
は
、
父
が
王
番
勤
め
に
都
へ
上
っ
た
留
守
中
に
、
継
母
の
冷
遇
に
耐
え
か
ね
て
、
夜
半
に
紛
れ
て
家
を
出 

で
、
甚
目
寺
の
観
音
堂
に
着
く
。

そ

こ

は

「
こ
れ
こ
そ
、

は

、
う
へ
の
、

つ
ね
^
^
ま
い
り
た
ま
ひ
し
御
ほ
と
け
に
て
、

ま
し
ま
す
そ 

や
、

あ
け
く
れ
あ
ゆ
み
を
は
こ
ひ
給
ふ
は
、

み
つ
か
ら
か
ゆ
く
灸
を
い
の
り
給
ふ
と
、
う
け
た
ま
は
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

姫
が
こ
の 

観
音
の
申
子
で
あ
る
と
の
記
事
は
見
ら
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。

姫
は
こ
こ
で
観
音
か
ら
姥
皮
を
授
か 

り
、
近
江
国
の
佐
々
木
民
部
た
か
き
よ
の
館
へ
行
け
と
の
示
現
を
蒙
る
。

民
間
伝
承
で
は
、
姥
皮
を
授
け
る
の
は
普
通
山
姥
で
あ
る
が
、
 

日
本
の
姥
皮
型
の
昔
話
は
、
大
部
分
が
蛇
聲
入
譚
の
蛙
報
恩
型
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
山
姥
を
、

父
又
は
娘
自
身
に
助
け
ら 

れ
た
蛙
の
変
身
と
す
る
例
が
多
い
。

こ
れ
は
山
姥
の
原
義
が
不
明
に
な
っ
た
後
の
合
理
化
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
と
同
様
に
、
継
子
譚
で
は 

山
姥
の
役
割
を
実
母
が
果
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
が
そ
う
で
あ
る
が
、

し

か

し

「
鉢
か
づ
き
」

の
場
合
に
も
、
実
母
が 

「
明
く
れ
、

く
わ
ん
お
ん
を
し
ん
し
申
さ
れ
け
る
ほ
と
に
、

は
せ
の
く
わ
ん
お
ん
に
ま
い
り
て
は
、

か
の
ひ
め
き
み
の
、

す
爰
は
ん
ち
や 

う
の
く
わ
ほ
う
あ
ら
せ
た
ま
へ
と
そ
、

い
の
り
た
ま
ふ
」
と
い
う
文
が
あ
り
、

ま
た
、
母
が
死
際
に
姫
に
鉢
を
か
ず
か
せ
る
時
に
詠
ん
だ 

「
さ
し
も
ぐ
さ
深
く
ぞ
頼
む
観
世
音
誓
ひ
の
ま
、
に
い
た
^
か
せ
ぬ
る
」

の
歌
か
ら
す
る
と
、
鉢
を
か
ず
か
せ
た
の
は
観
音
の
示
現
に
よ 

る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
間
接
に
で
は
あ
っ
て
も
、
観
音
に
よ
っ
て
将
来
の
福
が
授
け
ら
れ
た
と
す
る
本
作
の
形
と
同
じ
で
あ



る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
観
音
か
ら
姥
皮
を
授
か
る
と
い
う
語
り
方
は
、
特
に
本
作
の
特
徴
で
は
な
い
が
、

た
だ
甚
目
寺
と 

い
う
地
方
的
な
寺
院
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
甚
目
寺
は
そ
の
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
推
古
天
皇
六
年
の
創
建
に 

か
か
り
、

天
智
天
皇
の
御
代
に
勅
願
所
と
な
っ
た
と
伝
え
る
歴
史
の
古
い
寺
で
、
尾
張
四
観
音
の
一
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
 

観
音
の
霊
験
を
説
く
作
品
の
多
い
室
町
物
語
の
中
に
あ
っ
て
も
、

こ
の
甚
目
寺
の
観
音
に
関
す
る
物
語
は
本
作
の
外
に
聞
く
と
こ
ろ
が
な 

い
。

し
か
も
、
本
作
の
伝
本
と
し
て
今
迄
に
知
り
得
た
範
囲
で
は
、
寛
文
期
以
降
の
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
筆
写
に
か
か
る
と
推
定
さ
れ
る
奈
良 

絵
本
ば
か
り
が
四
本
伝
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
単
に
こ
の
観
音
の
霊
験
を
説
く
巷
間
の
伝
え
を
書
き
と
め
た
と
い
っ
た
性
質
の 

も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
読
者
を
対
象
と
し
て
製
作
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、

地
名
や
人
名
の
点
で
あ
る
が
、

ま
ず
、
物

語

の

主

人

公

と

な

る姖

君

の

父

を

「
お
う
兔
い
の
こ
ろ
の
こ
と
な
る
に
、

お
わ
り 

の
く
に
、

い
は
く
ら
の
さ
と
に
、

な
る
せ
の
さ
へ
も
ん
の
き
よ
む
ね
と
申
人
侍
り
け
る
か
」

と
す
る
の
を
、

「
鉢
か
づ
き
」

の

「
な
か
む 

か
し
の
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
河
内
の
く
に
、

か

た

の

、

へ
ん
に
、

ひ

っ

ち

う

の

か

み

さ

ね

た

か

と

い

ふ

人

ま

し

く

け

る

」
や
、

「
花 

世
の
姫
」

の

「
さ
る
程
に
、

す
る
か
の
国
に
き
こ
え
た
る
、

ふ
し
の
す
そ
の
、
ほ
と
ち
か
き
山
さ
と
に
、

な
ら
ひ
な
き
と
く
人
お
は
し
ま 

す
、

こ
れ
は
、

わ
だ
の
一
も
ん
、

ふ
ん
こ
の
か
み
も
り
た
か
と
ぞ
き
こ
え
け
る
」

と
較
べ
る
と
、
時
代
と
場
所
の
限
定
が
明
確
で
あ
る
。 

次
に
、
姫
が
観
音
の
示
現
に
よ
っ
て
、
火
焚
女
と
し
て
住
み
込
む
場
所
を
、

近
江
国
の
佐
々
木
民
部
た
か
き
よ
の
館
と
す
る
。

「
花
世
の 

姫

」

で
は
、
単
に
京
か
ら
下
っ
た
中
納
言
の
館
と
い
い
、
場
所
も
、
個
有
の
人
名
も
記
し
て
い
な
い
。

「
鉢
か
づ
き
」

は
、

そ
の
所
の
国 

司
山
蔭
三
位
中
将
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、

今
昔
物
語
を
は
じ
め
、
中
世
の
説
話
に
出
て
く
る
山
陰
中
納
言
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で 

は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
較
べ
る
と
、
近
江
国
の
佐
々
木
家
と
す
る
の
は
、
実
在
の
家
に
拠
っ
た
も
の
で
、

そ
こ
に
は
何
か
理
由
が
考 

え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
雑

誌

「
観

音

」

に
観
音
瞻
仰
会
文
庫
本
を
翻
刻
さ
れ
た
尾
崎
久
弥
氏
は
、

そ
の
解
題
の
中
で
、



「
近
江
の
佐
々
木
家
云
々
は
、
甚
目
寺
鐘
楼
の
鐘
銘
か
ら
の
思
ひ
付
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
馬

琴

の

「
著
作
堂
一
夕
話
」

の
中
に
、

六
月
中
旬
尾
陽
に
あ
そ
び
て
、

一
日
鳳
凰
山
甚
目
寺
に
詣
。 

鐘

以

S

II
U
S
我
も
本
尊
正
観
世
音
は
。
推
古
天
皇
即
位
匹
年
丁 

已
、
甚
目
龍
麿
と
い
ふ
も
の
。
網
し
て
海
底
よ
り
引
上
ゲ
奉
る
、

よ
り
て
。
甚
目
寺

と

号
す
る
よ
し
縁
起
に
見
え
た
り
。

し
か
れ
ば 

千
百
余
年
の
霊
場
な
り
。

こ
の
寺
に
江
州
西
念
寺
の
鐘
あ
り
。
尋
常
の
鐘
よ
り
ち
ひ
さ
し
。
建
武
ニ
年
佐
々
木
佐
渡
入
道
道
誉
が
寄 

進
也
。

そ
の
銘
に
云
。

江
州
西
念
寺
鐘

晨

鐘

響

達

振

十

方

界

夕

梵

声

広

度

三

有

際

三

宝

久

住

四

生

倶

利

天

下

泰

平

海

内

安

全 

建
武
ニ
年
三
月
二
日 

大

工

藤

原

□

安

大
檀
那
道
誉 

住
持
比
丘
冷
海

外
に
文
あ
れ
ど
も
下
よ
り
は
読
ず
。

蓋
佐
々
木
氏
鼻
祖
、
宇
多
天
皇
の
御
子
、
敦
美
親
王
の
来
孫
、
兵
庫
頭
成
頼
、

は
じ
め
て
無
属 

の
臣
と
な
り
て
、
江
州
佐
々
木
の
城
に
居
住
し
佐
々
木
氏
と
称
ス
。

l
IIA
l
g
ll
相
は
入
道
道
誉
は
。

成
頼
よ
り
五
代
、
源
三
秀
義
六 

世
の
孫
に
し
て
、
事
迹
太
平
記
に
み
え
た
り
。

西
念
寺
旧
趾
い
ま
だ
考
ず
と
い
へ
ど
も
。

お
も
ふ
に
織
田
の
兵
乱
に
山
門
の
末
寺
回 

禄
せ
し
時
か
、
或
は
浅
井
滅
亡
の
時
な
ど

に

こ
そ
、

こ
の

鐘
を
も

て

来
た
る
も

の

な

ら

め

(
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
巻
五
)

と
あ
り
、

ま
た
、
「
尾
張
名
所
図
会
」

に
は
、
馬

琴

が

「
外
に
文
あ
れ
ど
も
下
よ
り
は
読
ず
」
と

し

た

鐘
銘
の
後
半
を
、
「
濃
州
大
野
郡
揖 

斐
庄
南
方
保
今
坂
之
御
社
御
宝
前
鐘
。

天
下
泰
平
故
也
。
文
明
三
年
辛
卯
潤
八
月
日
。

願
主|

g

御
代
官
左
衛
門
尉
橘
永
久
」
と
記
し
、
そ



れ
に
よ
っ
て
、

西
念
寺
の
鐘
が
甚
目
寺
に
齎
さ
れ
た
由
来
に
つ
い
て

按
ず
る
に
此
鐘
佐
々
木
佐
渡
判
官
入
道
道
誉铸

る
所
に
し
て
、

西
念
寺
に
懸
け
置
き
し
を
、
文
明
三
年
美
濃
に
移
し
て
、

今
坂
の
社 

の
鐘
と
せ
し
が
、
後
又
信
長
公
岐
阜
に
う
つ
り
給
ふ
時
、
甚
目
寺
の
大
鐘
を
以
て
城
下
報
時
の
用
と
し
、

そ
の
代
り
に
此
鐘
を
賜
ふ 

と
な
り
。

当
寺
の
鐘
も
古
鐘
な
り
し
が
、

今
は
濃
州
井
野
口
本
誓
寺
に
あ
り
と
ぞ
。

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
建
武
ニ
年
に
佐
々
木
道
誉
の
寄
進
し
た
江
州
西
念
寺
の
鐘
が
甚
目
寺
に
移
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る 

の
で
あ
る
が
、

こ

の

鐘

銘

に

「
犬
檀
那
道
誉
」

と
あ
る
の
を
、
直
ち
に
甚
目
寺
の
大
檀
那
と
と
り
違
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
本
作
の
近
江
国 

佐
々
木
家
と
い
う
着
想
が
生
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
尾
崎
氏
は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
甚
目
寺
と
佐
々
木
家
と
を
結
び
つ
け
得
る
資 

料
は
他
に
見
出
し
得
な
い
の
で
、

こ
の
鐘
銘
か
ら
の
思
い
つ
き
と
す
る
尾
崎
氏
の
説
は
妥
当
な
見
解
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
右
の
如
く
、

こ

の

「
姥
皮
」
な
る
ー
篇
は
、

甚
目
寺
の
観
音
の
利
生
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
し
、

地

名

.
人
名
等
を
具
体
化
し 

て
、
話
の
真
実
性
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
意
図
を
見
せ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
点
の
外
に
は
、
作
者
の
創
意
と
思
わ
れ
る
個
所
は
ほ
と
ん 

ど
な
く
、
民
間
伝
承
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
短
篇
の
害
に
は
和
歌
が
多
い
が
、

そ
の
和
歌
も

く
は
ん
を
ん
の
、

お
ん
を
き
た
り
し
、
う
は
か
は
を
、

す
兔
た
の
も
し
く
、

わ
れ
や
ぬ
か
せ
ん 

う

き

こ

と

を
、

か
さ
ね
て
き
た
る
、
う
は
か
は
を
、
き
み
よ
に
な
く
は
、

た
れ
か
ぬ
か
せ
ん 

の
如
く
、
何
の
技
巧
も
な
い
平
板
な
も
の
で
、
「
鉢
か
づ
き
」

の

き
み
こ
ん
と
、

つ
け
の
ま
く
ら
や
、

ふ
え
た
け
の
、

な
と
ふ
し
お
ほ
き
、

ち
き
り
な
る
ら
ん 

い
く
ち
よ
と
、

ふ
し
そ
い
て
み
ん
、

く
れ
た
け
の
、
契
り
は
た
へ
し
、

つ
け
の
ま
く
ら
に

ニ
五



ニ
六

と

い

っ

た

類
と
は
顕
著
な
相
違
を
見
せ
て
い
る
。

地
の
文
も

ま

た

同
様
で
、
描

写

の
ほ

と

ん

ど

な

い

筋
書
程
度
の
詞
章
で
あ
る
。
そ
こ
に 

は

「
鉢
か
づ
き
」

の
よ
う
に
、

ー
篇
の
文
芸
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
図
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

六

「
花
世
の
姫
」

は
、
基

本

的

な

筋

立

は

「
姥
皮
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
潤
色
が
多
く
、
全

体

の

分

量

はr

姥
皮
」

の
五
倍
以
上
に 

達
し
て
い
る
。

そ

れ

も

「
鉢
か
づ
き
」

の
よ
う
に
、
修
辞
に
技
巧
を
こ
ら
し
た
叙
景
や
抒
情
の
文
が
多
い
の
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
の
趣 

向
を
構
え
て
、
話
を
長
く
し
て
い
る
と
い
う
体
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
最
も
眼
に
つ
く
の
は
、
継
子
の
花
世
の
姫
と
父
親
と
の
再
会 

に
関
す
る
記
事
で
、

三
卷
の
う
ち
、
下
巻
の
大
部
分
を
こ
れ
に
費
し
て
い
る
。

「
鉢
か
づ
き
」

に
お
い
て
も
、

長
谷
の
観
音
に
お
い
て
父 

親
と
再
会
す
る
記
事
が
存
す
る
が
、
本
作
の
そ
れ
は
、
宰
相
の
君
と
結
ば
れ
た
花
世
の
姫
は
、

父
の
許
へ
文
を
送
る
。

父
は
文
を
見
て
夢 

か
と
喜
び
、
数
々
の
弓
出
物
を
用
意
し
て
、
行
列
美
々
し
く
宰
相
の
方
へ
赴
く
。
宰
相
一
家
の
も
て
な
し
を
受
け
て
、
十
日
余
滞
在
し
た 

後
我
が
家
に
帰
る
が
、

そ
の
後
、
宰
相
の
父
中
納
言
に
乞
う
て
宰
相
を
聱
に
迎
え
、
我
が
家
の
跡
を
譲
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
昔
話
で 

は
、
娘
の
行
方
を
失
な
っ
た
父
親
は
修
行
者
に
な
っ
て
跡
を
尋
ね
、

再
会
を
遂
げ
る
の
が
通
例
で
、

「
鉢
か
づ
き
」
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い 

る
が
、
本
作
の
趣
向
は
新
し
い
創
案
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

山
中
で
逢
っ
た
山
姥
が
、
姫
に
頭
の
虫
を
と
ら
せ
る
こ
と
、
夫
の
鬼
が
帰
っ
て
く
る
と
、
姫
を
岩
穴
の
奥
に
隠
し
、
 

人
臭
い
と
い
う
鬼
を
ご
ま
か
し
て姬

を
逃
が
す
こ
と
が
あ
る
、

こ
の
話
は
昔
話
の
中
に
よ
く
出
て
く
る
も
の
で
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
も
の 

か
ら
と
っ
た
趣
向
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
姥
が
人
里
へ
出
る
道
を
姫
に
教
え
る
の
に
、

「
山
き
わ
へ
し
ろ
き
水
の
な
か
れ
い
つ
る
を
み
て
、
 

そ
の
水
に
つ
き
て
ゆ
け
よ
」
と
言
う
の
に
は
、
山
中
の
生
活
の
実
感
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
な
ど
も
あ
る
い
は
昔
話
に
あ



っ
た
語
り
方
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
巻
頭
に
は
申
子
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
持
仏
堂
の
聖
観
音
に
祈
請
し
て
子
を
儲
け
る
と
い
う
も
の
で
、

「
鉢
か 

づ
き
」

の
長
谷
寺
、r

姥
皮
」

の
甚
目
寺
の
如
く
、
特
定
の
観
音
の
霊
験
を
説
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

全
体
と
し
て
も
、

霊
験
譚
と 

し
て
の
色
彩
は
、

「
鉢
か
づ
き
」
「
姥

皮

」

の
ニ
篇
よ
り
も
稀
薄
で
あ
る
。

た
と
え
ば
姥
皮
と
宝
の
入
っ
た
小
袋
を
与
え
る
の
も
、
本
作
で 

は
昔
話
の
通
り
の
山
姥
で
、

そ
れ
が
観
音
の
利
生
で
あ
る
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
山
姥
か
ら
姥
皮
の
外
に
、

「
わ
か
お
と 

こ
の袅

ん
さ
た
ま
り
て
あ
ら
は
、

あ
け
て
見
よ
」

と
て
小
袋
を
授
か
り
、
後
に
そ
の
袋
か
ら
金
銀
、
綾

錦

が

出

る

の

は

「
鉢
か
づ
きj

と 

同
エ
で
あ
る
。r

姥
皮
」

で
は
姥
皮
の
外
に
、

こ
の
よ
う
な
宝
物
を
授
か
る
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
が
本
来
の
形
で
、
「
鉢
か 

づ
き
」
や
本
作
の
如
き
は
、
話
を
合
理
的
に
す
る
た
め
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
の
外
に
、
本
作
に
は
嫁
較
べ
の
叙
述
が 

あ
り
、

や
や
簡
略
に
な
っ
て
い
る
が
、

「
鉢
か
づ
き
」

の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
本

作

は

部

分

的

に

は

「
鉢
か
づ
き
」
を 

粉
本
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、

「
姥
皮
」
と
は
、
文
献
上
の
直
接
の
交
渉
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

伊
豆
箱
根
の
本
地
•
月
日
の
本
地

「
鉢
か
づ
き
」r

姥
皮
」
「
花
世
の
姫j

の
三
篇
と
同
じ
く
、
民
間
説
話
に
基
づ
く
継
子
物
語
で
、

し
か
も
文
献
の
示
す
所
か
ら
、

そ
れ 

ら
よ
り
も
遙
か
に
古
い
成
立
に
か
か
る
こ
と
が

明
ら
か
な
作
品
に
、
伊

豆

ニ

所

権

現

•
箱
根
三
所
権
現
の
本
地
を
語
る
物
語
が
あ
る
。

す 

な
わ
ち
、

ニ
七



箱

根

神

社

蔵

絵

巻

一

軸 

神

道

集

巻

第

二

「
ニ
所
権
現
事
」

の
ニ
書
に
そ
の
内
容
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
。

前

者

は

普

通

「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
首
尾
を
欠
く
が
、
詞
書
十
一
段
、
画
図
十
一
面
を
存
す
る
。
夙
に
田
中 

一

松
氏
の
「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
に
就
い
て
」

(
日
本
美
術
協
会
報
告
第
十
六
•
十
七
輯
、
昭
和
五
年
)

や
、

藤

懸

静

也

氏

の

「
箱
根
権 

現
縁
起
絵
巻
に
就
て
」
(
国
華
第
五
三
八
号
、
昭
和
十
年
)
等

、

美
術
史
家
に
よ
る
研
究
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
本 

絵
巻
の
製
作
年
代
は
鎌
倉
時
代
末
乃
至
南
北
朝
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ

の

詞

書

の

全

文

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
収
め
ら
れ 

た
。

一
方
、

「
神
道
集
」

は
、

そ
の
成
立
事
情
に
未
詳
の
問
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
現
存
諸
本
の
本
文
の
中
に
、

文
和
三
年
或
は
延 

文
三
年
の
年
号
が
示
さ
れ
、

そ
れ
を
以
て
撰
述
の
時
期
と
解
釈
し
得
る
記
事
の
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
南

北

朝

初

期

の

文

和

•
延
文
の
頃 

に
著
録
さ
れ
た
と
見
る
説
が
有
力
で
.あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
文
献
と
し
て
の
成
立
時
期
は
さ
し
て
隔
た
ら
な
い
も
の
と
言
う
こ
と
が
で 

き

よ

う

。

右
の
ニ
書
に
記
さ
れ
た
伊
豆
箱
根
の
本
地
を
語
る
物
語
は
、

絵
巻
が
平
仮
名
文
、

神
道
集
が
真
名
文
と
い
う
表
記
法
の
違
い
が
あ
る 

が
、

内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
り
、

叙
述
の
運
び
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
、

同
一
の
伝
承
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ 

る
。

し
か
し
、
両
者
の
詞
章
を
対
照
す
る
と
、
和
歌
を
は
じ
め
と
し
て
語
句
の
異
同
は
か
な
り
多
く
、
両
者
の
間
に
直
接
の
書
承
関
係
を 

認
め
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。

あ
る
い
は
口
頭
の
伝
承
を
別
個
に
採
っ
た
も
の
と
言
う
の
が
妥
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
に 

本
文
の
一
部
を
対
照
し
て
掲
げ
て
み
る
。



絵 

巻

鶊
一
り
や
.う
さ
い
御
せ
ん
に
お
ほ
せ
あ
る
や
う
、
や

、
ひ
め
き
み
、
は
ま 

に
を
は
し
て
、

め
て
た
き
す
わ
う
か
ひ
、

ひ
ろ
い
て
お
は
し
ま
せ 

と
、
お
ほ
せ
あ
れ
は
、
り
や
う
さ
い
御
せ
ん
、
お
ほ
せ
あ
る
は
、

い 

か

、
み
つ
か
ら
な
ん
と
は
、
ま
か
り
さ
ふ
ら
ふ
へ
き
、
御
ま
へ
に
候 

は
ん
人
な
ん
と
を
こ
そ
、

つ
か
は
し
候
わ
め
と
申
給

鱗
ニ
さ
り
な
か
ら
、
に
し
き
の
し
と
ね
の
中
に
、
十
二
の
御
そ
を
た
て
ま 

つ
り
て
、
す
か
し
給
て

贿

三
此
ふ
な
う
と
は
舟
に
の
せ
、

-

ま
い
ら
せ
て
ゆ
く
時
、
り
や
う
さ 

い
御
せ
ん
、
御
ら
ん
す
れ
は
、
か
い
や
う
"

と
し
て
、
人
又
せ
う 

<

た
り
、
ま
ん 
<
 
と
し
て
、
又
ま
ん 
<

た
り
、
雲
の
な
み
た 

、
よ
ひ
て
、
あ
る
を
見
て
、

い
か
に
な
ん
ち
と
も
よ
、
我
を
は
見
て 

は
、

い
か
な
る
と
こ
ろ
へ
く
し
て
ゆ
く
そ
と
、

み
や
こ
に
ま
し
ま 

す
、
ち

、
の
中
将
殿
、
く
た
ら
せ
給
ほ
と
を
た
に
も
、

ひ
さ
し
く
お 

も
ふ
こ
、
ろ
に

媒
五
ぅ
み
に
舟
の
み
至
け
る
か
き
り
は
、

こ
れ
さ
せ
給
し
か
と
も
、
や
ぅ 

段

神

道

集

常

在

御

前
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や
く
御
め
の
ま
へ
も
す
き
ぬ
れ
は
、

い
ま
は
こ
の
よ
か
き
り
、

こ
せ 

の
た
め
に
と
お
ほ
し
め
し
て
、
か
く
な
ん 

あ
さ
ま
し
き
、

こ
の
は
た
り
の
、
す
み
か
な
り
、
む
か
へ
た
ま
へ 

よ
、

み
た
の
し
や
う
と
へ

と
な
か
め
さ
せ
給
て
、

い
の
ち
の
事
は
お
も
ひ
き
り
ぬ
、
ち

、
の
中 

将
殿
を
み
ま
い
ら
せ
ぬ
よ
し
を
、
か
く
な
ん

い
か
に
し
て
、
し
や
は
の
こ
の
よ
に
、

い
ま
い
ち
と
、
ち

、
の
す 

か
た
を
、
見
る
へ
か
る
ら
ん 

ま
た
か
く
な
ん

な
く
な
み
た
、

い
せ
の
み
つ
と
も
、
な
か
れ
よ
な
、

こ
ひ
し
き
ち 

、
の
、
か
け
や
み
ゆ
る
と

と
お
ほ
せ
あ
り
て
、
お
も
ひ
に
た
へ
か
ね
、
う
つ
ふ
き
て
、
ね
い
り 

給
ぬ

■
六
う
ち
お
と
ろ
き
て
、
御
ら
ん
す
れ
は
、
は
る
か
に
し
を
ひ
て
あ
り
け

れ
は
、
さ
り
な
か
ら
も
、
ゆ
き
て
見
と
お
ほ
し
て
、
三
と
き
は
か
り

あ
ゆ
み
給
け
れ
は
、
し
ほ
と
き
に
な
り
て
、
山
な
ん
と
の
や
う
に
な

D
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

り
て
四
は
う
よ
り
、
な
み
ま
ん
^
^
と
し
て
あ
る
を
み
て
、
お
ほ
す

や
う
、
た

、
し
か
い
を
せ
ん
と
そ
、

こ
か
れ
給
け
る
、
さ
れ
と
も
、

ほ
ん
ふ
の
身
の
か
な
し
さ
は
、
た
か
き
は
し
あ
り
け
る
に
、

の
ほ
ら

せ
給
て
あ
り
け
れ
は
、

ほ
う
ら
い
の
山
な
ん
と
の
や
う
に
波
た
か
け

れ
は
、

こ
の
た
か
き
山
も
ひ
き
く
な
り
け
れ
は
、

こ
れ
を
御
ら
ん
し

て
、
お
ほ
せ
あ
る
や
う
、

み
つ
か
ら
か
こ
、
ろ
く
た
き
給
は
ん
よ
り

も
、
た

、
と
く
む
か
へ
給
へ
、

こ
せ
の
は
、
御
せ
ん
と
、

こ
か
れ
さ
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カ
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ト
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隠
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茂
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引

波
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倒
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世
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迎
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ラ
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念
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せ
給
ふ
事
か
き
り
な
し
、
さ
て
か
く
な
ん 

大
ひ
し
や
の
、
ち

、
の
て
こ
と
の
、
ち
か
ひ
あ
り
て
、
む
か
へ
給 

へ
よ
、

み
た
の
し
や
う
と
^

か
や
う
に
お
ほ
せ
あ
り
て
、
と
し
こ
ろ
、
ま
い
に
ち
に
よ
み
給
け
る 

く
わ
ん
を
ん
き
や
う
を
、
よ
み
給
て
お
は
し
ま
す
ほ
と
に
、
な
み
な 

ん
と
、

い
し
の
う
^
を
あ
ら
い
け
る
、
さ
て
、
わ
に
、
ふ
か
と
申
、
 

う
み
の
い
ろ
く
つ
か
き
り
な
し
、
な
み
た
か
く
な
り
け
れ
は
、
な
み 

□
□
□
よ
0
0
0
0
り
か
み
は
う
き
た
り 

■
七

か

、
る
ほ
と
に
、

ひ
と
り
こ
と
に
、

た

、
と
く
^
^
む
か
へ
給
へ 

よ
、
ふ
た
ら
く
せ
ん
の
く
わ
ん
せ
お
ん
、
六
た
う
の
く
わ
ん
の
ち
さ 

う
ほ
さ
つ
と
、
さ
け
ひ
給
け
れ
は
、

こ
し
よ
り
か
み
の
う
き
給
け
る 

は
、

こ
せ
に
ま
し
ま
す
は
、
御
せ
ん
の
、

ほ
ん
て
ん
よ
り
、
さ
す
ん 

の
こ
ろ
も
を
申
て
、

こ
し
よ
り
か
み
に
は
ま
い
て
、
ま
し
<

け
れ 

は
、
し
つ
み
給
わ
す

_
八

か

、
る
ほ
と
に
、
く
わ
ん
お
ん
、
ち
さ
う
、
ふ
け
ん
の
ほ
さ
つ
の
、
 

こ
か
ね
の
舟
を
う
か
へ
て
、
あ
は
れ
な
る
に
よ
人
な
り
、
又
わ
か
ち 

か
ひ
を
た
か
ふ
へ
か
ら
す
と
て
、
し
ら
な
ゐ
こ

く

へ

と
つ
け
給
ぬ
、
 

さ
て
、
よ
ろ
こ
ひ
か
き
り
な
く
し
て
お
は
し
け
り

施
无
畏
者
ノ
、

千
々
ノ
手
コ
ト
ニ
、

誓
ヒ
ア
リ
、

イ
ソ
キ
迎
へ 

テ
、
母
ト
並
ハ
ム

荒
礒
ノ
、
波
ニ
我
身
ハ
、
沈
ム
ト
モ
、
御
法
ノ
船
ニ
、
我
ハ
乗
リ 

ナ
ン

南

方

一

一

補

陀

落

山
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御

願
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ス

迎

取

"

Z

観

音

ト

悲

ミ

？

事

限

ナ

シ
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腰

ョ

リ
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へ

ハ

浮

御

在
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、

後

世

ノ

路
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御

在

ケ

ル

母

御

梵
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、
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一
浮
フ 

衣

"申
テ
、

腰

？

上

へ
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懸
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セ
給
へ
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波

上
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ヒ

給

ケ

リ

斯

程

念
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観

音
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i

テ
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弘

誓
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？
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斯

羅
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国

へ

度

進

ゑ

給

ミ

姫

君

'
'
恭

敬

礼

拝

メ

尊

ミ

進

i

吾

程

右

は

継

子

の

姫

を

塩

引

島

へ

放

逐

す

る

条

で

あ

る

が

、

絵

巻

は

巻

首

を

欠

き

、

右

の

部

分

が

冒

頭

の

詞

書

で

あ

る

。

神

道

集

は

明

応

三 

年

釈

良

順

書

写

に

か

か

る

赤

木

文

庫

蔵

本

の

影

印

本

に

拠

っ

た

。

神

道

集

の

本

文

は

、

諸

本

に

ょ

り

異

同

が

や

や

多

い

が

、

以

下

に

問

題

三
一



と
す
る
範
囲
内
で
は
、
特
に
諸
本
の
校
異
に
及
ぶ
必
要
は
な
い
と
思
う
。

さ
て
右
に
対
照
し
.た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
E

の
句
の
如
く
位
置
の
前
後
し
て
.い
る
所
も
あ
る
が
、
叙
述
の
順
序
は
お
お
よ
そ
対
応
し
て 

い
る
し
、
第

一

•
七
段
の
よ
う
に
、
詞
章
の
か
な
り
近
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
和
歌
に
は
互
に
出
入
が
あ
り
、
そ
の
語
句
も
か
な
り 

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
の
文
に
お
い
て
も
、
ABCD

の
如
く
一
方
に
欠
け
て
い
る
語
句
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
絵
巻
が
神
道
集
を
和 

文
化
し
た
と
か
、
神
道
集
が
絵
巻
の
詞
書
を
真
名
体
に
書
き
改
め
た
と
か
い
っ
た
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
概
し
て 

い
う
と
、
ABC

が
示
す
よ
う
に
、
神
道
集
の
方
に
叙
述
の
細
か
な
部
分
が
多
い
。
第
四
段
の
如
き
は
、
絵
巻
に
大
き
く
欠
け
て
い
る
個 

所
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
神
道
集
の
よ
う
に
、
姫
が
塩
引
島
に
着
く
こ
と
を
語
る
記
事
が
な
い
と
、
第
三
段
と
第
五
段
と
が
つ
な
が
ら
な
い 

の
で
、

絵
巻
の
脱
文
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、

こ
の
部
分
の
絵
巻
の
本
文
だ
け
を
読
ん
で
ゆ
く
と
、

第
三
段
と
第
五
段
と
の
間 

に
、
は
っ
き
り
し
た
断
絶
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
転
写
の
際
の
脱
漏
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
体 

に
こ
の
絵
巻
の
本
文
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
、
誤
脱
と
考
え
る
べ
き
所
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
文
脈
が
論
理
的
に
続
か
な
い
個
所
が
随 

所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
叙
事
ば
か
り
の
起
伏
の
な
い
文
で
、
叙
景
や
抒
情
の
部
分
が
非
常
に
少
な
い
。
後
に
述
べ
る
こ
の
物
語
の 

素
材
の
問
題
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
絵
巻
の
本
文
は
、
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
話
を
、
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
ず
に
雑
然
と
書
き
流
し 

た
と
い
っ
た
体
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
道
集
の
方
は
、
編
者
の
潤
色
が
か
な
り
加
わ
っ
て
い 

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

詞
章
の
外
に
、
記
事
の
上
で
の
絵
巻
と
神
道
集
と
の
主
な
相
違
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
は
、
継
子
の
姉
と
本
子
の
妹
の
名
を
、
絵
巻
は
、
り
や
う
さ
い
御
前
.
り
や
う
し
ゆ
御
前
と
し
、
神
道
集
は
常
在
御
前
•
霊
黎
御 

前

と

す

る

。

こ
の

名
前
の
由
来
を
、

神

道

集

は

「
年
来
持
奉
5
法
花
経
廿
八
品

ノ

中

寿
命
无
量
ト
説
ヵ
レ
t

ハ
此
経
--准
ラ
へ
テ
常
在
御
前
ト
名
ッ
ヶ



進
ラ
セ
テ
」
、

ま

た

「
常
在
御
前
ノ

御

妹

ト

テ

御

在
ハ
ト
テ
霊

鷲
御
前
名
進
ラ
セ
テ
」

と
記
し
、

更
に
物
語
の
終

り

の

方
で
は
、

出
家
修
行
者
の
姿
と
な
 

っ
て
姉
妹
の
行
方
を
尋
ね
て
旅
に
出
た
父
が
波
羅
奈
国
に
到
り
、

「
仏
"御
示
現
ュ
任
行
程
彼
，
内
裏
ノ
内
ュ
尋
入
テ
法
花
経
"
読
^

一
六
ノ
卷
"
自 

我
偈
=常
在
霊
鷲
山
ト
云
"
処
打
返
々
々
読
」
こ
と
を
叙
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
す
る
と
、

姉
妹
の
名
は
法
華
経
の
「
常
在
霊
鷲 

山
」
の
句
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
姉
の
名
は
神
道
集
の
「
常
在
」
が
正
し
く
、
絵

巻

の

「
り
や
う
さ
い
」
は

妹

の

「
霊
鷲
」
に
ひ 

か
れ
た
訛
伝
と
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
は
、
物
語
の
登
場
人
物
が
日
本
の
神
と
し
て
垂
迹
す
る
こ
と
を
語
る
所
で
、
絵
巻
は
、
父
の
中
将
殿
•
り
や
う
し
ゆ
御
前
•
一
一
郎 

王
子
の
三
人
は
箱
根
三
所
権
現
と
、
太
郎
王
子
•
り
や
う
さ
い
御
前
の
二
人
は
伊
豆
ニ
所
権
現
と
顕
れ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
神
道
集 

は
、
父
の
入
道
殿
•
太
郎
王
子
•
常
在
御
前
の
三
人
が
箱
根
三
所
権
現
、
次
郎
王
子
.
霊
鷲
御
前
の
二
人
が
伊
豆
ニ
所
権
現
と
願
れ
た
と 

す
る
。
す
な
わ
ち
、
姉
夫
婦
と
妹
夫
婦
と
の
垂
迹
の
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
本
地
物
に
お
け
る
、

こ
の
よ
う
な
垂
迹
を
語
る 

部
分
は
、
他
の
作
品
に
お
い
て
も
諸
本
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
の
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し
た
組
合
せ
が
ど
の
程
度
の
意
味
を
も
つ
の
か
は
疑 

問
で
あ
る
。

こ
の
本
地
譚
に
お
い
て
も
、
後
に
述
べ
る
後
世
の
伝
承
を
見
る
と
、
や
は
り
両
方
の
形
式
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ど 

ち
ら
が
正
し
い
と
も
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
日
の
常
識
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
本
地
譚
の
最
も
中
心
的
な
人
物
は 

継

子

の

常

在

(
り
や
う
さ
い
)
御
前
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
と
夫
の
太
郎
王
子
と
が
、
父
と
共
に
箱
根
権
現
と
顕
れ
た
と
す
る
神
道
集
の
記 

述
の
方
が
妥
当
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

右
の
如
く
に
、
詞
章
と
同
様
に
記
事
内
容
の
上
で
も
、
神
道
集
の
方
が
絵
巻
よ
り
も
整
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
絵
巻
の
方
が
、

こ 

の
伝
承
の
素
朴
な
形
態
を
残
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、

一
面
で
は
く
ず
れ
た
部
分
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

で
あ
ろ
う
。

三
三



次
に
こ
の
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
見
る
。
天
竺
斯
羅
奈
国
の
大
臣
、
源
中
将
尹
統
は
観
音
に
祈
請
し
て
女
子
を
授
か
り
、
常

在

(
り
や 

う
さ
い
)
御
前
と
名
づ
け
る
。
姫
五
才
の
時
、
母
は
世
を
去
り
、
中
将
は
後
妻
を
迎
え
る
。
後
妻
に
も
女
子
が
生
ま
れ
、
霊
鷲
御
前
と
名 

づ
け
る
。
中
将
が
三
年
の
大
番
の
た
め
都
へ
上
っ
た
留
守
に
、
継
母
は
海
人
に
命
じ
て
、
常
在
御
前
を
塩
引
島
へ
放
逐
す
る
が
、
亡
母
の 

援
助
と
観
音
•
地
蔵
の
利
生
に
よ
っ
て
本
国
へ
帰
る
。
継
母
は
次
に
館
の
後
に
土
の
楼
を
造
り
、
姫
を
閉
じ
こ
め
る
と
、
妹
の
霊
驚
御
前 

が
衣
食
を
運
び
、
姫
は
命
を
全
う
す
る
。
さ
ら
ば
と
今
度
は
、
武
士
に
命
じ
て
旦
特
山
の
麓
に
姫
を
生
理
に
さ
せ
る
。
霊
鷲
は
、
輿
に
乗 

っ
て
送
ら
れ
る
常
在
に
、
檜
の
切
端
と
小
刀
を
与
え
、
道
々
木
屑
を
削
り
落
し
て
行
く
よ
う
に
教
え
、
や
が
て
削
り
屑
を
迎
っ
て
旦
特
山 

の
麓
に
至
る
。
折
柄
狩
を
し
に
来
た
波
羅
奈
国
の
大
王
の
二
人
の
王
子
が
、
姉
妹
を
助
け
て
本
国
へ
伴
な
い
、
常
在
御
前
は
太
郎
王
子
の 

妃
に
、
霊
驚
御
前
は
次
郎
王
子
の
妃
に
迎
え
ら
れ
る
。
都
よ
り
戻
っ
た
中
将
は
、
修
行
者
と
な
っ
て
姉
妹
の
行
方
を
尋
ね
、
あ
る
古
御
堂 

の
仏
の
示
現
に
よ
っ
て
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
を
得
る
。
そ
の
後
、
中
将
は
仏
法
流
布
の
日
本
を
志
し
て
、
太
郎
王
子
夫
婦
、
次
郎
王
子
夫
婦 

を
具
し
て
大
磯
に
渡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
箱
根
•
伊
豆
の
神
と
顕
れ
た
。
本
地
は
、
中
将
が
文
殊
、
太
郎
王
子
が
弥
勒
、
常
在
御
前
が
観
音
、
 

次
郎
王
子
が
無
量
寿
仏
、
霊
鷲
御
前
が
如
意
輪
観
音
で
あ
る
。

物
語
の
舞
台
を
天
竺
に
設
け
、

か
の
土
に
お
い
て
種
々
の
苦
難
を
経
た
人
間
が
、

日
本
へ
渡
っ
て
神
と
顕
れ
た
と
い
う
右
の
語
り
方 

は
、
「
熊
野
の
本
地
」
と
共
に
、
本
地
物
の
一
つ
の
典
型
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
熊
野
の
本
地
」
は
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
説
話
を
仏 

典
の
中
に
求
め
得
る
の
と
は
異
な
り
、
こ
の
物
語
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
継
子
譚
は
天
竺
種
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
型
の
継 

子

譚

は

「
鉢
か
づ
き
」

一
類
の
話
と
同
じ
く
、
現
存
の
日
本
の
民
間
説
話
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
銀



小
銀
型
と
い
う
名
で
分
類
さ
れ
て
い
る
昔
話
で
あ
る
。

こ
の
型
の
昔
話
も
'
 

「
日
本
昔
話
集
成
」
に
よ
れ
ば
、

日
本
全
土
に
亙
っ
て
採
集 

さ
れ
て
お
り
、
継
子
本
子
の
姉
妹
の
名
を
、
お
銀
小
銀
と
す
る
外
、
お
月
お
星
、
茶
筌
子
茶
碗
子
、
お
吉
お
玉
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
に
呼
ん 

で
い
る
が
、
最
も
多
い
の
は
、
お
銀
小
銀
•
お
月
お
星
の
二
種
で
あ
る
。

こ
の
型
の
継
子
譚
の
特
徴
は
、
継
母
が
姉
の
継
子
を
殺
そ
う
と 

し
て
、

い
ろ
い
ろ
の
手
段
を
試
み
る
が
、
そ
の
都
度
妹
の
本
子
が
姉
を
援
助
し
て
命
を
助
け
る
と
い
う
所
に
あ
る
。
そ
の
継
子
虐
待
の
手 

段
と
し
て
最
も
多
く
語
ら
れ
て
い
る
類
型
は
、
毒
饅
頭
を
食
わ
せ
る
、
鎗
で
突
き
殺
そ
う
と
す
る
、
天
井
か
ら
臼
ま
た
は
石
を
落
す
、
な 

ど
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
石
櫃
ま
た
は
桶
に
入
れ
て
山
に
生
理
に
す
る
こ
と
が
、
大
部
分
の
話
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
妹
が
石
櫃 

に
穴
を
明
け
さ
せ
、
姉
に
芥
子
種
な
ど
を
渡
し
て
、
道
々
そ
れ
を
蒔
い
て
ゆ
く
よ
う
に
教
え
る
。
春
に
な
っ
て
芥
子
の
花
が
咲
く
と
、
そ 

れ
を
迎
っ
て
姉
を
探
し
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

絵
巻
や
神
道
集
に
記
さ
れ
た
、
伊
豆
箱
根
の
本
地
を
語
る
継
子
譚
が
、

こ
の
型
の
昔
話
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
こ
と
は
、
前
記
の 

梗
概
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
継
子
虐
待
の
最
後
の
条
は
不
思
議
な
ほ
ど
の
一
致
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
も
、
お
銀
小 

銀
型
の
昔
話
の
分
布
の
広
さ
か
ら
推
し
て
、
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
が
民
間
に
流
布
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
民
間
伝
承
を
素
材
に 

と
っ
て
、

こ
の
本
地
譚
が
成
り
立
っ
た
と
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
、
個
々
の
昔
話
に
つ
い
て
言
う
と
、
そ
う
単
純 

で
は
な
い
場
合
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
た

と

え

ば

「
日
本
昔
話
集
成
」
に
は
次
の
よ
う
な
採
集
例
が
載
っ
て
い
る
。

山
梨
県
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
福
原
長
者
に
お
う
の
う
姫
と
千
代
姫
の
姉
妹
が
あ
る
。

二
人
と
も
継
子
。
継
母
は
都
に
上
っ
た
父 

親
か
ら
来
た
と
持
へ
手
紙
を
し
て
、
七
つ
の
竈
へ
青
松
葉
と
附
木
一
片
で
火
を
燃
し
つ
け
さ
せ
る
。
姉
が
困
つ
て
ゐ
る
と
、
妹
は
近 

所
の
婆
か
ら
油
を
も
ら
つ
て
火
を
つ
け
る
。

つ
ぎ
に
七
つ
の
甕
に
水
を
汲
め
と
手
紙
が
来
た
と
い
ふ
。
姉
が
泣
い
て
ゐ
る
と
、
妹
は 

小
袖
を
破
つ
て
籠
に
し
い
て
水
を
汲
み
込
む
。

二
人
を
島
流
し
せ
よ
と
い
つ
て
来
た
と
て
、
船
に
乗
せ
て
流
さ
れ
る
。

三
年
目
に
長



三
六

者
が
帰
っ
て
来
る
と
、
悪
者
に
浚
は
れ
、
船
で
っ
れ
去
ら
れ
た
と
継
母
は
歎
く
。
父
親
は
六
部
に
な
っ
て
探
し
歩
き
、
島
で
妹
が
い 

ま
息
が
絶
え
、
姉
が
抱
い
て
泣
い
て
ゐ
る
処
に
行
く
。
父
親
と
姉
の
涙
が
妹
の
ロ
に
入
る
と
甦
へ
る
。

三
人
は
継
母
の
仕
打
ち
を
憤 

り
、
神
に
な
ら
ぅ
と
い
ふ
と
、
姉
は
大
原
明
神
に
、
妹
は
三
島
の
明
神
に
、
父
親
は
箱
根
の
権
現
に
な
る
。
継
母
は
三
人
が
神
様
に 

な
っ
た
の
を
嫉
み
、

姉
姫
妹
姫
に
神
に
し
て
く
れ
と
願
ひ
、

最
後
に
父
の
箱
根
の
権
現
の
処
に
行
っ
て
諷
訪
の
明
神
に
し
て
も
ら 

ひ
、
湖
に
沈
め
ら
れ
る
。
祭
に
は
諷
訪
の
人
は
一
鉢
の
強
飯
を
湖
水
に
供
へ
る
。
母
親
が
機
嫌
の
ょ
い
と
き
は
水
が
澄
み
、
悪
い
と 

き
は
真
黒
に
濁
る
と
い
ふ
。

結
末
が
大
原
明
神
•
三
島
明
神
•
箱
根
権
現
.
諷
訪
明
神
な
ど
の
本
地
を
語
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
世
の
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚 

と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
右
の
昔
話
の
内
容
は
一
般
の
お
銀
小
銀
型
の
通
型
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
ょ 

ぅ
に
、
曾
我
物
語
や
幸
若
•
古
浄
瑠
璃
の
「
小
袖
曾
我
」

の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
は
、

こ
の
形
に
き
わ
め
て
近
い 

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
の
そ
も
そ
も
の
種
は
、
民
間
の
伝
承
説
話
が
提
供
し
た
と
し
て
も
、

こ
の
物
語
は
中
世
に
お 

け
る
伊
豆
箱
根
の
神
の
信
仰
宣
布
に
伴
な
っ
て
、
東
国
を
中
心
に
広
く
滲
透
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
れ
が
再
び
民
間
の
伝
承
に 

影
響
を
与
え
た
こ
と
も
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
。

三

伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
が
南
北
朝
初
期
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、

「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」
や

「
神
道
集
」

の
製
作
年
代
か
ら 

明
ら
か
で
あ
る
が
、

こ
の
種
の
物
語
が
最
も
広
く
行
な
わ
れ
た
室
町
時
代
の
写
本
や
絵
巻
の
類
の
伝
本
に
は
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

考
古
画
譜
に
は



伊

豆

権

現

縁

起

ニ

巻

皇
朝
名
画
拾
彙
云
、
森
村
弥
三
郎
、
業n

画
於
東
州i

永
正
十
六
年
三
月
、
絵n

伊
豆
権
現
縁
起
ニ
巻
(
今
在
，

t

般
若
院1 

と
載
っ
て
お
り
、
筑
土
鈴
寛
氏
は
右
の
伊
豆
般
若
院
蔵
「
伊
豆
権
現
絵
巻
」

の
外
に
、
前

田

家

蔵

「
伊
豆
権
現
縁
起
」

の
存
在
を
述
べ
て 

お
ら
れ
る
が
、

(
「
神
道
集
と
近
古
小
説
」
日
本
演
劇
史
論
叢
所
収
)

い
ず
れ
も
今
日
所
在
が
不
明
で
あ
る
。

室
町
時
代
の
文
献
と
し
て 

は
、
わ

ず

か

に

「
曾
我
物
語
」

の
彰
考
館
文
庫
本
(
室
町
末
期
写
本
)
及
び
万
法
寺
本
と
、
幸

若

舞

曲

の

「
小
袖
曾
我
」

の
中
に
、
挿
話 

の
形
で
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

彰
考
館
本
•
万

法

寺

本

「
曾
我
物
語
」
は
、
巻
八
の
巻
頭
に
「
箱
根
の
御
本
地
之
事
」
と
題
し
て
、
次
の
如
き
内
容
の
本
地
譚
を
語
っ 

て
い
る
。

天
竺
き
う
し
う
国
の
き
ん
か
む
大
王
の
后
く
わ
ん
や
う
夫
人
は
、
太
子
の
無
い
事
を
歎
き
、
仏
に
祈
る
と
、
汝
は
前
生
に
て
殺
生
の 

罪
を
犯
し
た
故
に
子
が
無
い
の
で
あ
る
が
、
願
い
深
重
な
れ
ば
女
子
を
授
け
よ
う
と
の
仏
の
告
げ
が
あ
り
、
間
も
な
く
姫
宮
二
人
を 

儲
け
る
。
法
華
の
文
の
心
に
よ
り
、
常

在

女

•
霊

鷲

女

(
万
法
寺
本
し
や
う
し
ゆ
女
)
と
名
づ
け
る
。

し
か
る
に
母
夫
人
は
や
が
て 

世
を
去
り
、
大
王
は
ま
た
き
う
し
や
う
き
う
と
申
す
后
に
心
を
移
す
。

こ
の
后
は
二
人
の姬

官
を
に
く
み
、
は
ん
り
や
う
(
万
法
寺 

本
は
ん
れ
い
)
と
い
う
臣
下
が
二
人
の姬

宮
を
立
て
て
謀
叛
を
起
す
た
く
ら
み
が
あ
る
と
、
大
王
に
議
言
す
る
。
大
王
は
は
ん
り
や 

う
を
殺
し
、

二
人
の
姫
を
桑
の
空
舟
に
乗
せ
て
南
海
へ
流
す
。
舟
は
伊
豆
国
め
ら
か
崎
に
吹
き
つ
け
ら
れ
、

二
人
は
^

^

(

万
法 

寺
本
や
う
か
く
)
と
い
う猸

師
に
助
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
姫
達
は
諸
国
を
修
行
し
、
機
縁
熟
し
て
後
、
常
在
女
は
伊
豆
権
現
、
霊 

鷲
女
は
箱
根
の
権
現
と
願
れ
た
。

ま
た
、
幸

若

の

「
小
袖
曾
我
」
に
引
か
れ
た
話
も
、
右
の
曾
我
物
語
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
を
更
に
簡
略
に
し
た
程
度
で
内
容
は
変
ら
ず
、



詞

章

も

「
曾
我
」
と
近
い
所
が
多
い
。

(
幸
若
の
と
同
じ
も
の
は
古
浄
瑠
璃
の
寛
永
二
十
年
刊
天
下
無
双
薩
摩
太
夫
正
本
「
小
袖
曾
我
」 

に
も
出
て
い
る
)
た
だ
、
幸
若
や
古
浄
瑠
璃
の
方
は
、
父
を
天
竺
き
や
う
し
ゆ
国
の
き
む
く
わ
大
王
と
し
、

二
人
の
姫
を
り
や
う
さ
い
.
 

り
や
う
し
ゆ
と
し
て
い
る
0

こ
の
姉
妹
の
名
は
、
曾
我
物
語
は
神
道
集
と
同
じ
で
あ
る
の
に
、

「
曾
我
」
と
同
じ
内
容
の
伝
承
を
記
す
幸 

若
や
古
浄
瑠
璃
の
「
小
袖
曾
我
」
に
お
い
て
はr

箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」
と
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
、

「
曾
我
」
の
方
も
、
万
法
寺
本 

は
し
や
う
さ

い

.
し
や
う
し
ゆ

と

い
う
風
に
変
化
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、

こ
の
名

前

は

か
な
り
流
動
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
こ 

れ
に
よ
っ
て
伝
承
の
系
統
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
室
町
期
の
伝
承
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
'
 

右
の
如
き
伊
豆
箱
根
本
地
譚
は
、

「
神
道
集
」
や

「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」
の 

そ
れ
と
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
一
に
姉
妹
が
二
人
と
も
継
子
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
継
子
虐
待
の
条
が
、
し
ほ 

み
つ
島
に
流
す
こ
と
だ
け
で
、
し
か
も
、
う
つ
ぼ
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
流
さ
れ
た
姉
妹
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
漂
着
し
た
と
し
て
い
る
こ
と 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
継
子
を
殺
そ
う
と
す
る
数
度
の
試
み
が
本
子
の
妨
害
で
失
敗
す
る
こ
と
や

、

父
親
が
姉
妹
を
尋
ね
て
め
ぐ
り
逢
う 

こ
と
な
ど
の
、
お
銀
小
銀
型
の
説
話
の
通
型
か
ら
著
し
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
が
何
故
生
じ
た
の
か
。
「
神
道
集
」 

な
ど
の
古
い
本
地
譚
の
形
を
簡
略
に
し
た
と
い
う
の
に
は
や
や
飛
躍
が
あ
り
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
意
を
惹 

く
の
は
、
右

の

「
曾
我
」
に
語
ら
れ
て
い
る
本
地
譚
と
き
わ
め
て
近
い
内
容
を
も
っ
た
伝
承
が
別
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
夙
に
柳
田
国
男
翁
が
「
広
益
俗
説
弁
」
に
拠
っ
て
と
り
上
げ
、
論
じ
ら
れ
た
、
常
陸
国
蚕
影
山
の
縁
起
と
し
て
知
ら
れ
る
、
 

養
蚕
の
由
来
を
語
る
伝
え
で
あ
る
。

(
う
つ
ぼ
舟
の
話
)

こ
の
伝
承
を
記
し
た
古
来
の
文
献
に
つ
い
て
は
、

前
沢
明
氏
が
く
わ
し
く
調
査 

を
さ
れ
て
い
る
が
、
(
「
庭
訓
往

来

抄

『
蚕
養
』

の
注
と
し
て
見
え
る
一
説
話
——

蚕
影
山
の
縁
起
」
成
城
文
芸
第
二
十
九
号
.
昭
和
三
十 

七
年
四
月
)
そ
の
最
も
古
い
も
の
に
永
禄
元
年
書
写
のr

戒
言
」
と
題
す
る
写
本
(
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
)
が
存
し
、

こ
の
伝
承
の
成
立



が
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

こ
の
写
本
「
戒
言
」
は
墨
付
十
四
丁
の
大
形
本
で
、
巻

末

に

「
永
禄
元
稔
初
春
下
旬 

八
幡
山
滝
本
坊
筆
」

の
奥
書
を
有
す
る
。
打
曇
鳥
の
子
紙
の
元
表
紙
に
朱
色
の
元
題
簽
が
附
さ
れ
、
「戒
言
」
と
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

横

山

重

氏

が

「
神
道
物
語
集
」
に
翻
刻
さ
れ
た
が
、
横
山
氏
は
そ
の
解
題
で
、
本
書
の
書
名
は
ヵ
ヒ
コ
と
訓
む
べ
き
か
と
述
べ
ら
れ
て
い 

る
。
巻
頭
に
、

そ
れ
、

こ
か
ひ
と
い
ふ
こ
と
た
い
せ
つ
な
り
、
そ
も
^
^
"
、
わ
か
て
う
は
か
ん
こ
く
な
り
、

こ
の
わ
た
と
い
ふ
こ
と
の
な
か
り
し
は 

し
め
は
、
人

こ

と

く

く

、
さ
む
き
に
つ
め
ら
れ
、
し
す
る
な
り
、
雪
の
う
ち
に
、

つ
ち
の
な
か
を
か
ね
て
よ
り
ほ
り
て
、
あ
な
の 

こ
と
く
に
し
て
、
さ
む
き
を
ふ
せ
き
し
な
り
、
そ
の
こ
ろ
の
よ
に
は
、
さ
む
き
こ
と
つ
よ
か
り
し
と
き
は
雪
鬼
と
V
ふ
け
し
や
う 

の
物
、
固
土
を
め
く
り
て
、
ゆ
き
を
ふ
ら
し
、
人
を
と
り
、
く
ち
に
の
む
な
り
、
し
か
る
に
、
き
ん
め
い
て
ん
わ
う
の
み
よ
に
、
こ 

か
ひ
あ
り
、
そ
の
ゆ
ら
い
を
く
わ
し
く
た
つ
ぬ
る
に 

と
#*
置
し
て
、
次
の
如
き
物
語
を
叙
べ
て
い
る
。

北
天
竺
き
う
ち
う
国
の
り
ん
ゐ
大
王
と
く
わ
う
け

い

，
夫
人
と
の
間
に
金
色
姫
と
い
う
王
女
が
あ
っ
た
。
夫
人
が
亡
く
な
り
、
大
王
は 

新
し
い
后
を
迎
え
た
と
こ
ろ
、

こ
の
后
は
金
色
姫
を
憎
む
こ
と
限
り
な
く
、
最
初
は
し
、
く
山
、

二
度
目
は
よ
う
ぐ
ん
，山
、
三
度
目 

は
^
X

^I
A,!
山
と
い
う
島
に
流
す
が
、
そ
の
都
度
助
け
ら
れ
て
王
宮
へ
帰
る
。

四
度
目
は
清
凉
殿
の
庭
に
生
理
に
す
る
が
、

こ
れ
も 

博
士
の
占
に
よ
つ
て
掘
り
出
さ
れ
る
。
大
王
は
こ
の
国
に
お
い
て
、

い
つ
ま
で
も
憂
き
目
を
見
せ
ん
よ
り
は
と
て
、
桑
の
木
の
う
つ 

ぼ
舟
に
姫
を
作
り
こ
め
て
海
へ
流
す
。
う
っ
ぼ
舟
は
常
陸
国
と
よ
ら
の
湊
に
寄
り
着
き
、
所
の
浦
人
に
助
け
ら
れ
て
養
育
さ
れ
る
。
 

程
な
く
姫
は
空
し
く
な
っ
た
が
、
棺
の
中
で
蚕
と
な
っ
て
復
活
す
る
。
そ
の
頃
筑
波
山
に
ほ
ん
だ
う
仙
人
と
い
う
者
が
お
り
、
山
を 

下
っ
て
こ
の
繭
を
以
て
綿
糸
を
作
っ
た
。

こ
こ
に
ま
た
、
欽
明
天
皇
の
息
女
か
く
や
姫
が
筑
波
山
へ
飛
ん
で
神
と
い
わ
わ
れ
た
。
あ

三
九



四
〇

る
時
神
託
に
、
我
は
き
う
ち
う
国
り
ん
い
大
王
の
娘
で
あ
る
が
、
此
国
は
仏
法
流
布
の
国
故
に
衆
生
済
度
の
た
め
に
来
り
、

こ
が
ひ 

の
神
と
な
つ
た
と
の
告
げ
が
あ
る
。
そ
の
後
、
神
は
ま
た
富
士
山
へ
飛
び
給
い
、
竹
取
翁
達
に
斎
か
れ
た
。
本
地
は
勢
至
菩
薩
で
あ 

る
。

こ
の
金
色
姫
の
物
語
は
、
寛
永
八
年
板
以
下
の
「
庭
訓
往
来
抄
」
卯
月
五
日
状
の
「
蚕
養
」
の
注
と
し
て
、
右

の

写

本

「
戒
言
」
と
ほ
と 

ん
ど
同
文
の
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
外
、

(
そ
の
注
文
は
、

前
沢
氏
が
前
掲
の
論
文
の
中
に
全
文
を
翻
刻
さ
れ
て
い
る
)
延
宝
八
年
駿 

河
屋
徳
兵
衛
板
「
富
士
山
の
本
地
」

の
中
に
も
「
常
陸
国
筑
波
権
現
之
事
」
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の 

他

、
前
沢
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
広
益
俗
説
弁
」
を
は
じ
め
、
「
養
蚕
秘
録
」
(享
和
三
年
刊
)
「
蚕
影
山
略
縁
起
」
(
刊
年
不
明
)
等
の
江 

戸
後
期
の
文
献
に
も
見
え
、
ま
た
、
口
承
の
民
間
説
話
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。

(
「
日
本
昔
話
集
成
」
に
は
、

「
本
格
昔
話
•
婚

姻

•
美
女 

と
獸J

の
分
類
の
下
に
「
蚕
由
来
」
と
し
て
、
山
梨
県
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
•
岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
村
•
長
野
県
南
安
暴
郡
明
盛
村 

の
三
例
を
載
せ
る
。

中
で
も
山
梨
県
上
九
一
色
村
の
例
は
、
右

の

r

戒
言
」
の
語
る
所
と
細
部
に
至
る
ま
で
実
に
よ
く
一
致
す
る
。
)

こ 

れ
ら
を
見
る
と
、
中
世
以
来
広
く
流
布
し
た
伝
承
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
右
の
蚕
養
の
由
来
譚
の
中
の
金
色
姫
の
日
本
漂
着
を
語
る
ま
で
の
物
語
が
「
曾
我
」
に
見
え
る
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
と
き
わ
め 

て
近
い
形
を
有
す
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
金
色
姫
の
物
語
も
継
子
話
で
あ
る
が
、

「
曾
我
」

の
と
同
様
に
、

継
子
だ
け
で 

本
子
の
妹
は
登
場
し
な
い
し
、
父
母
を
天
竺
ぎ
う
ち
う
国
の
り
ん
ゐ
大
王
と
く
わ
う
け
い
夫
人
と
す
る
の
も
、

「
曾
我
」

の
き
う
し
う
国 

の
き
ん
か
む
大
王
く
わ
ん
や
う
夫
人
と
の
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
何
よ
り
も
、
う
つ
ほ
舟
に
よ

る

日
本
漂
着
と
い
う
こ
と
が
、
 

話
の
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
二
つ
の
伝
承
の
同
根
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、

「
神
道
集
」
や
古
い
絵
巻 

に
載
せ
ら
れ
た
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
と
、

こ
ち
ら
の
方
の
話
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



「
曾
我
」
に
引
か
れ
た
本
地
譚
を
見
る
と
、
蚕
の
こ
と
は
何
も
出
て
こ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姫
を
流
す
た
め
の
う
つ
ぼ
舟
を
、
蚕 

養
の
由
来
譚
と
同
様
に
、
桑
の
木
で
造
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
一
点
か
ら
し
て
、
蚕
の
由
来
を
語
る
形
の
方
が
原
型
で
あ
っ
た
と
考 

え
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、

「
曾
我
」
に
お
い
て
、

常

在

•
霊
鷲
の
姉
妹
が
二
人
と
も
継
子
に
な
っ
て 

い
る
の
も
、
蚕
養
の
由
来
譚
の
方
の
本
子
が
登
場
し
な
い
形
に
、

「
神
道
集
」

の
二
人
の
姉
妹
の
名
だ
け
を
借
り
て
き
た
た
め
に
生
じ
た 

変
化
と
し
て
解
釈
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
「
曾
我
」
に
採
ら
れ
た
伊
豆
箱
根
の
本
地
に
つ
い
て
の
伝
承
は
、
「
神
道
集
」
や 

古
絵
巻
の
そ
れ
か
ら
自
然
に
変
化
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
蚕
神
の
本
縁
を
語
る
金
色
姫
の
流
離
譚
に
由
っ
た
も
の
で
、
系
統
を
異
に
す 

る
伝
承
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
金
色
姫
の
物
語
の
方
も
、
内

容

に

は

「
神
道
集
」
や
古
絵
巻
の
伊
豆
箱
根
本 

地
譚
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。
特
に
金
色
姫
が
継
母
の
た
め
に
四
度
ま
で
も
危
難
に
逢
う
く
だ
り
は
、
本
地
譚
と
同
じ
お
銀
小
銀
型
説
話 

の
型
に
入
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
伝
承
が
全
く
別
個
に
成
立
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

「
曾
我
」
系
統
の
本
地
譚
を
も
加
え 

た
三
者
の
関
係
は
複
雑
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

大
ま
か
に
見
れ
ば
、

「
曾
我
」
系
統
の
伝
承
を
直
接
に
結
び
つ
け
得 

る
の
は
金
色
姫
流
離
譚
で
あ
る
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
本
地
を
語
る
の
に
別
の
伝
承
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
理 

由
に
つ
い
て
、

春

田

宣

氏

は

「
神
道
集
」
系
統
の
本
地
譚
は
箱
根
権
現
の
側
の
伝
承
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
曾
我
」

の
系
統
の
方
は
、
 

伊
豆
権
現
側
の
手
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
物
語
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
、

示
唆
に
富
ん
だ
見
解
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
国
学
院
大
学 

日
本
文
化
研
究
所
紀
要
第
七
•
八
輯
)
そ

れ

は

「
曾
我
」

の
方
の
話
に
は
、
う
つ
ぼ
舟
が
め
ら
が
崎
に
漂
着
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る 

が
、
伊
豆
権
現
の
縁
起
類
に
は
、
海
上
よ
り
神
が
上
陸
し
た
伝
承
を
い
く
つ
か
記
し
て
い
る
こ
と
、
め
ら
が
崎
に
は
三
島
明
神
と
白
鳥
明 

神
が
上
陸
し
た
と
い
う
伝
え
を
残
し
て
お
り
、

こ
れ
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
に
拠
っ
て
立
て
ら
れ
た
仮
説
で
あ
る
。

こ
の 

よ
う
な
問
題
は
実
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
伊
豆
箱
根
の
本
縁
に
関
す
る
二
種
の
伝
承
の
関
係
を
考
え
る
上
に
は
興
味
あ
る
問
題

四
一



っ
い
で
江
戸
時
代
に
入
る
と
、

「
い
づ
は
こ
ね
の
御
本
地
」
と
題
す
る
板
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
き
わ
め
て
稀
覯
で
、
慶
応 

義
塾
医
書
館
所
蔵
の
一
本
の
外
に
所
在
を
聞
か
な
い
。
そ
の
慶
応
本
も
上
中
二
巻
の
零
本
で
、
下
巻
は
未
だ
見
る
こ
と
を
得
な
い
。
下
巻 

を
欠
く
た
.め
刊
記
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
延
宝
三
年
の
「
新
増
書
^
^
目
録
」
に

「
箱
根
本
地
三
」
と
あ
る
の
が
本
書
を
指
す
と
思
わ 

れ
る
。

寛
文
末
延
宝
初
年
頃
の
刊
行
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
書
形
は
左
の
如
く
で
あ

る

。

表
紙
、
上
巻
は
縹
色
地
、
中
巻
は
黒
地
の
行
成
表
紙
。
中
巻
は
原
表
紙
と
思
わ
れ
る
。

美
濃
紙
袋
綴
(
ニ
七x

一

八

*
五
Is
)
。

中 

巻
に
は
子
持
罸
の
題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
文
字
は
剝
落
。
内
題
、
(
上
巻
)
「
い
づ
は
こ
ね
の
御
本
地
」
(
中
巻
)
「
い
づ
は
こ
ね
の 

本
地
中
」
。
尾

題

「
伊
豆
箱
根
之
本
地
上
終
」
「
伊
豆
箱
根
之
卷
中
終
」。
匡
郭
、
単

辺

(
ニ
ニ
•
五 
>
<
ー
六
.
五喱

}
。
版
心
、
白
ロ
、
 

「
は

こ

ね

上

(
中
)
(
丁
附
)
」
。
(
上
)
十
八
丁
、
(
中
)
十
八
丁
半
。
十
四
行
、

ニ
ニ
——

ニ
九
字
。
挿
絵
、
(
上
)
十

頁

(
下
)
十 

頁
。
挿
絵
の
肩
の
部
分
に
「
ぎ
や

う

じ

ゆ

国

太
子
ひ
め

官
出
給
」
の
如
く
、
場
面
の
説
明
の
詞
が
附
し

て

あ

る

。

こ
の
板
本
「
い
づ
は
こ
ね
の
御
本
地
」

の
内
容
は
「
曾
我
」
に
見
え
る
本
地
譚
に
近
い
が
、
ま
た
著
し
く
潤
色
を
加
え
て
い
る
。

西
天
竺
行
寿
国
の
き
ん
く
わ
大
王
と
り
や
う
な
ん
夫
人
は
子
の
無
い
こ
と
を
歎
き
、
観
音
に
祈
請
を
か
け
る
。

三
日
目
の
夜
半
に
示 

現
が
あ
り
、
前
世
の
宿
業
に
よ
っ
て
成
人
の
後
敵
と
な

る

が
、
そ
れ
で
も
よ
け
れ
ば
と
て
、
男
子
一
人
女
子
二
人
を
授
か
る
。7

7
^

 

tfl
太

子

•
り
や
う
ざ
い
姫
•
り
や
う
じ
ゆ
姫
と
名
づ
け
る
。
太
子
十
八
才
の
時
、
急
ん
ら
国
の
姫
君
を
妃
に
迎
え
、
大
王
は
太
子
に 

位
を
譲
る
。
折
節
、
太
子
の
母
^

^

^

夫
人
は
病
に
か
か
り
世
を
去
る
。
大
王
は
並
び
の
国
の
帝
の
娘
く
わ
う
か
う
夫
人
を
後



の
后
に
迎
え
る
。
そ
の
後
、
大
王
と
太
子
は
観
音
の
告
げ
の
如
く
互
に
敵
と
な
り
、

二
人
の
間
に
葛
藤
が
起
る
。
父
大
王
は
太
子
の 

も
つ袅

ん
も
つ
き
り
の
剣
の
た
め
に
斬
ら
れ
、
太
子
も
ま
た
戦
の
中
に
命
を
落
す
。
大
王
太
子
と
も
に
亡
き
後
、
く
わ
う
か
う
夫
人 

が
位
を
継
ぐ
。
夫
人
は
り
や
う
ざ
い
•
り
や
う
じ
ゆ
の
二
人
の
姫
を
う
と
み
、
そ
し
や
う
が
湊
よ
り
う
つ
ぼ
舟
に
乗
せ
て
、
し
ほ
み 

づ
島
の
方
へ
流
す
。
夫
人
は
大
王
の
追
善
の
た
め
に
伽
藍
を
建
立
し
、
日
本
よ
り
だ
う
せ
う
法
師
を
招
い
て
供
養
を
営
む
。

(
以
下 

欠
)

申
子
に
よ
っ
て
授
か
っ
た
二
人
の
姫
が
、
継
母
の
た
め
に
う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
る
と
い
う
所
だ
け
を
抜
き
出
せ
ば
、
前

述

の

「
曾
我
」
に 

引
か
れ
た
伝
承
と
全
く
一
致
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
作
品
で
は
新
に7

7
^

太
子
と
い
う
人
物
が
登
場
し
、
前
世
の
宿
縁
に
よ
っ
て
父
の 

大
王
と
互
に
敵
と
な
り
相
争
う
と
い
う
筋
が
加
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
こ
く
ば
太
子
に
関
す
る
記
事
が
上
中
巻
の
大
部
分
を
占
め 

て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
合
戦
の
場
面
を
含
む
こ
の
部
分
の
構
想
は
、
古
浄
瑠
璃
に
お
け
る
類
型
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
中
巻
の 

末
の
、
夫
人
が
大
王
の
追
善
の
た
め
に
伽
藍
を
建
立
し
、
供
養
を
営
む
く
だ
り
で
は
、
導
師
の
^
^
也
引
法
師
の
ロ
を
借
り
て
、
阿
弥
陀 

の
名
号
の
功
徳
を
な
が
な
が
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
浄
土
教
系
の
説
経
に
拠
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
部
分
は
仮
名
草
子 

風
の
色
彩
が
濃
い
。

こ
く
ば
太
子
の
物
語
の
直
接
の
典
拠
は
明
ら
か
に
な
し
得
な
い
が
、

と
に
か
く
こ
の
作
品
は
、

「
曾
我
」
に
見
え
る 

よ
う
な
伝
承
を
骨
格
に
し
て
、
新
な
脚
色
を
試
み
た
近
世
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
上
中
巻
の
範
囲
で
見
る
限
り
、
 

徒
ら
に
筋
を
複
雑
に
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
も
本
来
の
継
子
物
語
と
、

太
子
の
物
語
と
の
結
び
つ
き
に
は
全
く
必
然
性
の
感
じ
ら
れ 

な
い
、
構
成
力
の
甚
だ
貧
弱
な
作
品
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
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以
上
が
文
献
に
よ
っ
て
迎
る
こ
と
の
で
き
る
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
を
経
て
江
戸
期
に
至
る
、
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
の
推
移
の
跡
で
あ 

る
が
、

こ
の
物
語
の
場
合
は
、
今
日
伝
存
す
る
文
献
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
そ
の
ご
く
一
部
で
あ
っ
て
、
背
後
に
は
複
雑
な 

関
係
に
あ
る
多
く
の
伝
承
が
埋
没
し
て
い
る
も
の
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
言
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
献
資
料
と
し
て
は
や
や
時
代
の
降
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
助
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
特 

異
な
内
容
を
有
す
る
一
伝
本
が
存
在
す
る
。
そ
の
本
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
既
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
(
「
箱
根
本
地
譚
伝
承
考
— 

—
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
の
一
伝
本
を
め
ぐ
っ
て
」
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
.
文

学

昭

和

三

十

三

年

)
本
稿
の
性
質
上
こ
こ
に 

概
略
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
本
と
い
ぅ
の
は
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
の
「
箱
根
本
地
由
来
」
と
題
す
る
江
戸
中
期
頃
の
写
本
で
あ
る
。

(
本
文
共
紙
表
紙
、

ニ 

五X

一
七
•
五
極
。

四
十
四
丁
、
八
行
、

二
十
字
内
外
)
本
文
は
漢
字
を
や
や
多
く
交
え
た
平
仮
名
文
で
あ
る
が
、
非
常
に
癖
の
あ
る
読 

み
に
く
い
書
体
で
、
宛
字
、
誤
字
、
脱
字
等
が
か
な
り
多
い
。
そ
の
本
と
し
て
の
体
裁
や
書
体
に
は
奥
浄
瑠
璃
の
写
本
な
ど
と
類
似
し
た 

所
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
を
、
上
述
の
伊
豆
箱
根
本
地
譚
の
諸
形
態
と
較
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

主
人
公
の
父
は
中
天
竺
原
田
国
の
佐
原
中
将
光
氏
と
す
る
。

こ

れ

は

「
神
道
集
」
に
天
竺
斯
羅
奈
国
の
大
臣
源
中
将
尹
統
と
あ
る
の
に 

近
い
。

「
神
道
集
」
で
は
、

二
人
の
姫
は
後
に
波
羅
奈
国
の
王
子
に
救
わ
れ
る
が
、

伝
本
に
よ
っ
て
は
姫
の
父
を
も
波
羅
奈
国
の
大
臣
と 

し
て
お
り
、
伝
承
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
本
書
の
原
田
国
は
こ

の

波
羅
奈
国
を
訛
っ
た
か
、
あ

る

い

は

「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」
に
は 

は
ら
な
い
国
と
し
て
い
る
の
に
照
す
と
、
原
内
国
を
書
き
誤
っ
た
も
の
と
解
釈
し
得
る
。
次
に
、
継
子
と
本
子
の
二
人
の
姫
が
登
場
す
る



の

も

「
神
道
集
」
や
古
絵
巻
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
名
は
、
姉
の
継
子
を
常
住
御
前
、
妹
の
本
子
を
常
住
女
と
し
、
区
別
が
は
っ
き 

り

し

な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

伝
承
そ
の
も
の
が
く

ず

れ

て

い
た
の
か
、
ま
た
は
口
語
り
を
筆
写
す
る
際
に
書
き
誤
っ
た
の 

か
、
い

ず

れ

と

も
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ

ら

に

対
し
て
、
継
母
の
名
を
光
け
い
夫
人
と
す
る
の
は
板
本
「
い
づ
は
こ
ね
の
本
地
」

の 

く
わ
：̂

う
夫
人
に
類
似
し
て
い
る
。

次
に
継
子
苛
め
の
部
分
は
四
つ
の
話
か
ら
成
っ
て
お
り
、

こ

れ

も

「
神
道
集
」
な
ど
の
古
伝
承
に
近
い
。
第
一
は
、
常
住
御
前
を
う
つ 

ぼ
舟
に
つ
く
り
こ
め
て
海
へ
流
す
。
舟
は
鬼
住
国
に
流
れ
着
く
が
、
鬼
の
大
王
の
情
を
う
け
て
姥
皮
と
い
う
宝
を
授
か
る
。
そ
れ
を
着
て 

本
国
へ
帰
り
、
我
が
館
へ
火
焚
き
女
と
し
て
住
み
こ
む
。
十
五
夜
の
管
絞
の
折
、
女
房
達
の
技
の
拙
な
さ
を
笑
っ
た
こ
と
か
ら
、
姥
皮
を 

ぬ
い
で
正
体
を
あ
ら
わ
す
仕
儀
と
な
る
。

こ
こ
に
は
姥
皮
型
の
継
子
譚
の
語
り
口
が
混
入
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
除
け
ば
、

「
神
道
集
」 

の
第
一
話
の
塩
引
島
へ
遺
棄
す
る
条
に
相
当
す
る
。

し
か
し
一
方
、
う
つ
ぼ
舟
を
出
し
て
き
た
所
は
「
曾
我
」
な
ど
に
見
え
る
伝
え
と
も 

関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
第
二
は
長
空
と
い
う
豪
の
者
を
頼
み
、
持
仏
堂
に
い
る
姫
を
斬
ら
せ
る
が
、
肌
の
守
り
の
法
華
経
が
身
代
り 

と
な
る
。
第
三
は
猛
火
の
上
に
綱
を
渡
し
、
そ
の
上
を
渡
ら
せ
る
。
妹
の
常
住
女
が
見
か
ね
て
母
を
諫
め
る
と
、
母
は
怒
っ
て
実
子
の
妹 

を
も
罪
せ
ん
と
す
る
。
そ
の
時
一
人
の
僧
が
現
れ
、
衣
で
火
を
消
し
と
め
る
と
い
う
話
で
、

こ
の
二
つ
は
共
に
「
神
道
集
」
に
は
該
当
す 

る
も
の
が
な
い
が
、
民
間
説
話
の
中
に
は
、

こ
れ
に
類
し
た
手
段
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
四
は
、
武
士
に
命
じ
て
姉
妹 

を
鉄
貝
山
の
千
尋
が
滝
に
投
げ
落
す
。

こ

れ

は

「
神
道
集
」
の
第
三
話
、
且
特
山
の
麓
に
五
丈
の
穴
を
堀
っ
て
落
す
の
と
や
や
類
似
し
て 

い
る
。
上
記
の
よ
う
な
継
子
苛
め
の
個
々
の
手
段
は
変
化
し
易
い
部
分
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、

「
神
道
集
」
や
古 

絵
巻
の
形
式
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
違
う
の
は
、
本
子
の
妹
姫
の
援
助
に
よ
っ
て
姉
が
助
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
点 

で
あ
る
。
第
三
話
で
、
妹
姫
が
母
を
諫
め
る
の
が
や
や
そ
れ
に
近
い
が
、
そ
の
た
め
に
継
母
は
妹
姫
を
も
姉
と
共
に
亡
き
者
に
し
よ
う
と

四
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四
六

す
る
。

い
わ
ば
本
子
も
継
子
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
訳
で
、
む
し
ろ
姉
妹
共
に
継
子
と
す
る
「
曾
我
」

の
伝
承
に
近
い
性
質 

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
本
書
が
特
徴
を
有
す
る
の
は
特
に
こ
の
後
の
部
分
で
あ
る
。
千
尋
が
滝
に
落
さ
れ
た
姉
妹
は
不
動
明
王
に
救
わ
れ
る
。
明
王
は
姉 

妹
に
地
獄
極
楽
を
見
せ
た
後
、
日
本
へ
送
る
。
雲
路
を
分
け
て
越
中
の
立
山
に
着
い
た
姉
妹
は
、
そ
れ
よ
り
越
後
.
佐

渡

•
信
濃
を
め
ぐ 

っ
て
、
大
磯
の
法
来
寺
(
高
麗
寺
の
こ
と
か
)

の
ほ
と
り
の
笹
谷
に
庵
を
結
ぶ
。

一
方
、
父
の
中
将
も
不
動
明
王
の
示
現
を
蒙
っ
て
日
本 

へ
渡
り
、
姉
妹
の
跡
を
追
っ
て
廻
国
し
た
後
、
笹
谷
へ
着
く
。
折
し
も
姉
の
常
住
御
前
は
息
を
引
取
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
三
人
の 

山
伏
が
現
れ
て
、
行
法
に
よ
っ
て姬

を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
中
将
と
ニ
人
の姬

は
そ
の
後
行
な
い
を
す
る
こ
と
九
十
余
年
に
及
び
、
撤
っ 

て
往
生
を
遂
げ
る
。
姉
姫
は
箱
根
権
現
、
妹
姫
は
伊
豆
権
現
、

中
将
は
三
島
明
神
と
顕
れ
た
と
あ
る
。

「
神
道
集
」
で
は
物
語
と
し
て
の 

敍
述
が
す
べ
て
終
っ
た
後
に
、
登
場
人
物
が
日
本
へ
渡
っ
て
神
と
顕
れ
た
こ
と
を
語
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
物
語
の
途
中
で
舞
台
が
日 

本
へ
移
っ
て
い
る
所
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
父
と
姉
妹
の
再
会
な
ど
、
物
語
の
大
筋
で
は
「
神
道
集
」
に
近
い
と
も
言
え
る
。

し
か 

し
、
姉
妹
が
日
本
へ
渡
っ
た
後
、

二
人
を
し
て
廻
国
の
修
行
を
な
さ
し
め
て
い
る
の
は
、

「
神
道
集
」
に
は
見
え
な
い
著
し
い
特
徴
で
あ 

る
。
曾
我
系
統
の
伝
承
に
は
、
「
そ
の
、
ち
宮
は
諸
国
を
め
ぐ
り
云
々
」
(
彰
考
館
本
曾
我
物
語
)
、
「
こ
れ
を
ほ
た
い
の
た
ね
と
し
て
、
世 

を
の
か
れ
む
と
の
給
ひ
て
、
た
け
な
る
か
み
を
そ
り
お
と
し
、

日
本
あ
き
つ
島
を
修
行
し
給
ひ
け
り
」

(
大
頭
左
兵
衛
本
小
袖
乞
)
と
あ 

る
の
を
見
る
と
、
本
書
の
よ
う
な
廻
国
修
行
の
話
が
室
町
期
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
本
書
に
は
そ
の
道
筋
が
具 

体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
を
ひ
く
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
道
筋
が
真
名
本
曾
我
物
語
に
お
け
る
大
磯
の
虎
の
廻
国 

の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
既
に
先
学
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
曾
我
物
語
は
箱
根
山
の
信
仰
と
深
い
関
係
を 

有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
よ
う
な
女
性
の
廻
国
の
物
語
が
つ
け
加
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
前
掲
の
論
稿
の
中
で
、
そ
れ
は



箱
根
本
地
譚
の
管
理
者
、
伝
承
者
の
姿
が
投
影
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
考
し
た
。
伊
豆
箱
根
の
信
仰
を
宣
布
す
る
女
性
の
唱
導
者
の 

旅
の
生
活
が
、
「
神
道
集
」
に
見
え
る
如
き
古
伝
承
を
こ
の
よ
う
な
物
語
に
変
貌
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時 

代
の
考
証
随
筆
の
類
に
よ
る
と
、
熊
野
比
丘
尼
な
る
者
が
諸
国
を
め
ぐ
り
、
地
獄
極
楽
の
絵
と
き
な
ど
を
し
な
が
ら
唱
導
の
業
を
行
な
っ 

た

こ

と

が
知
ら
れ
る
が
、
本
書
に
不
動
明
王
が
姉
妹
に
地
獄
極
楽
の
様
を
見
せ
て
回
る
と
い
っ
た
、
物
語
の
筋
に
は
必
要
の
な
い
記
事
が 

挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も

、

そ
の
よ
う
な
比
丘
尼
の
徒
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
が
唱
導
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
そ
の
理
由
が
理 

解
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

本
書
の
特
徴
と
し
て
今
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
不
動
明
王
の
利
益
を
強
調
す
る
趣
向
が
設
け
ら
れ
た
り
、
主
人
公
の
常
住
御
前
を
蘇 

生
さ
せ
る
た
め
に
山
伏
が
登
場
す
る
こ
と
な
ど
、
修
験
の
徒
の
信
仰
宣
伝
の
匂
い
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
点
で
あ
る
。
特
に
巻
末
に
は
、
父 

娘
三
人
が
往
生
を
遂
げ
た
後
、
相
模
国
大
山
の
不
動
明
王
が
、

こ
の
人
々
を
神
と
い
わ
い
奉
れ
と
の
示
現
を
示
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い 

る
。
ま
た
、
姉
妹
が
日
本
へ
渡
来
し
た
時
の
最
初
の
場
所
を
、
「神
道
集
」
は
大
磯
の
高
麗
寺
と
し
、
「
曾
我
」

の
系
統
で
は
伊
豆
国
の
め 

ら
が
崎
と
す
る
の
に
対
し
て
、
本
書
が
越
中
国
立
山
と
い
う
遠
隔
の
地
に
変
え
て
い
る
の
も
修
験
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
。
本
書
の
こ 

れ
ら
の
特
徴
は
、

こ
の
本
地
譚
が
流
布
す
る
過
程
に
お
い
て
修
験
と
の
関
係
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
記
の
熊
野 

比
丘
尼
の
類
の
女
性
唱
導
者
が
こ
の
本
地
譚
を
伝
承
し
た
と
す
る
推
定
は
想
像
に
亙
る
所
が
多
い
が
、
熊
野
比
丘
尼
に
は
修
験
の
徒
と
夫 

婦
関
係
を
結
ん
で
い
た
者
が
多
い
と
い
う
事
実
と
、

こ
う
し
た
特
徽
と
を
結
び
つ
け
る
と
、
そ
れ
に
更
に
一
つ
の
証
拠
を
加
え
る
こ
と
が 

で
き
そ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
巻
末
の
神
と
し
て
の
垂
迹
を
述
べ
る
所
で
、
本
書
が
父
の
中
将
は
三
島
明
神
と
顕
れ
た

と

し
て
い
る
の
も
、
他
の
伝
承
と
は
異 

な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
春
田
宣
氏
の
論
文
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
、

「
曾
我
」
系
統
の
伝
え
で
姉
妹
が
漂
着
し
た

四
七



四
八

処
と
し
た
伊
豆
の
め
ら
が
崎
に
は
、
三
島
の
神
の
上
陸
を
語
る
伝
説
が
存
す
る
(
増
訂
豆
州
志
稿
卷
之
九
上
)

こ
と
な
ど
か
ら
、
地
域
的 

に
近
い
箱
根
•
伊

豆

•
三
島
の
三
社
の
伝
承
は
ま
じ
り
合
い
重
な
り
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
辺
の
経
緯
に
つ 

い
て
は
、
筆
者
は
そ
れ
以
上
の
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、

こ
こ
で
思
い
起
さ
れ
る
の
は
、
先
に
掲
げ
た
山
梨
県
西
八
代
郡
上
九 

一
色
村
か
ら
採
集
さ
れ
た
お
銀
小
銀
型
の
昔
話
で
あ
る
。

(
三
五
頁
参
照
)
そ
の
話
で
は
姉
は
大
原
明
神
、

妹
は
三
島
明
神
、
父
は
箱
根 

権
現
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
民
間
伝
承
は
、
や
は
り
中
世
の
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
が
広
く
流
伝
し
て
い
っ
た
も
の
の
一
つ
の
痕 

跡
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
神
の
本
縁
譚
は
、
流
伝
し
て
い
っ
た
先
の
地
域
的
な
信
仰
な
ど
に
よ
っ
て
、
結
び
つ
け
ら 

れ
る
神
も
変
化
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
本
書
は
文
芸
作
品
と
し
て
見
る
時
は
、

筋
の
運
び
に
数
々
の
不
自
然
が
あ
っ
て
構
成
に
一
貫
性
が
な
く
、

「
神
道
集
」 

な
ど
に
記
載
さ
れ
た
物
語
に
較
べ
て
著
し
く
く
ず
れ
た
形
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
伊
豆
箱
根
本
地
譚
の
伝
承
と
唱
導
と
の
交
渉
を 

明
ら
か
に
示
す
点
に
お
い
て
興
味
あ
る
資
料
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
説
話
の
形
態
と
し
て
見
る
時
は
、

「
神
道
集
」
に 

載
せ
ら
れ
た
そ
れ
と
、

「
曾
我
物
語
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
と
の
、

両
方
に
あ
い
ま
た
が
る
形
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

先
に
両
者
は
系
統
を
別
に
す
る
伝
承
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
本
書
を
そ
の
中
間
形
態
の
一
種
と
す
る
こ
と
が
可 

能
で
あ
れ
ば
1

「
神
道
集
」
と

「
曾
我
」
と
の
二
つ
の
伝
承
の
間
に
は
、
前
述
の
金
色
姫
説
話
の
介
在
を
も
含
め
て
、

非
常
に
複
雑
な
交 

渉
の
存
し
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

六

伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
と
物
語
の
内
容
に
類
似
し
た
所
の
見
ら
れ
る
作
品
に
「
月
日
の
本
地
」
あ

る

い

は

「
つ
き
み
つ
の
さ
う
し
」
と
題



す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
作
品
の
伝
本
は
、
左
記
の
如
く
刊
本
系
と
写
本
系
の
二
種
に
分
類
し
得
る
。

第
一
種

S

〔
寛
永
〕
刊
古
活
字
板
絵
入
本
(東
大
国
文
学
研
究
室
蔵
)

本

書

は

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

古
活
字
十
一
行
の
丹
緑
本
で
、

内

題

は

「
つ
き
み
つ
の
さ
う
し
」
と
あ 

る
。

「
月
み
つ
の
草
子
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
題
名
の
意
味
は
未
だ
考
え
得
な
い
。
後
補
の
表
紙
に
は
「
継
光
乃
草
子
」
と
外
題
が
墨 

書
し
て
あ
る
。

内

閣

文

庫

蔵

「
墨
海
山
筆
巻
四
十
六
」
所
収
天
保
十
二
年
写
本

「
国
文
東
方
仏
教
叢
書
」
第
二
輯
第
七
巻
所
収
。
奥

書

に

「
右
月
日
の
草
子
一
巻
活
字
古
板
慶
長
本
可
成
歟
以
所
持
秘
本
令
写
之\

天 

保
十
二
辛
丑
年
端
月
念
三
日\

梅
処
閑
人
」
と
あ
り
、
古
活
字
本
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
前
記
の
古
活
字
本
「
つ
き
み 

つ

の

さ
う
し
」

と

較
べ
る
と
、
そ
の
忠
実
な
写
し
で
は
な

く

、

意
味
の
通

り

に

く

い

個
所
な
ど

を

直
し
た
と
思
わ
れ
る
所
が
あ
る
。

$

〔
正
保
〕
刊

絵

入

本

(
天
理
図
書
館
•
京
大
図
書
館
.
横
山
重
氏
等
蔵
)

本

書

も

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
題

簽

「
月
日
の
本
地
上
」
「
つ
き
ひ
の
ほ
ん
地
下
」
。
内

題

「
月
日
の
御
本 

地
」
。
刊
記
な
し
。

寛

文

七

年

松

会

刊

絵

入

本

一

一

卷

(
横

山

重

氏

旧

蔵

)

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
解
題
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
ょ
れ
ば
、
内

題

「
月
日
の
御
本
地
上
(
下
)
」
。
刊

記

「
寛
文
七
釘 

年
林
鐘
吉
日\

松
会
開
板
」
。

本

文

は

〔
正
保
〕
板
を
そ
の
ま
ま
採
っ
て
お
り
、

挿
絵
の
構
図
も
正
保
板
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採

四
九



五
〇

つ
て
い
る
。

第
二
種

S

横
山
重
氏
蔵
写
本 

一
軸

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
巻
子
本
。
題
簽
欠
、
内
題
も
な
い
。
解
題
に
ょ
れ
ば
元
は
絵
巻
で
ぁ
っ
た
の
を
、
 

そ
の
画
図
を
除
い
た
も
の
と
ぁ
る
。

㈣

東
洋
文
庫
蔵
奈
良
絵
本 

ニ
冊

「
室
町
時
代
物
語
集
第
三
」
に
解
題
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
題

簽

「
つ
き
日
の
本
地
上
(
下
)
」。

第
一
種S

の
古
活
字
本
は
、
現
存
伝
本
中
で
は
最
も
成
立
の
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
は
誤
脱
が
か
な
り
多
く
、
意
味
の
通
じ 

な
ぃ
所
ゃ
文
脈
の
乱
れ
て
ぃ
る
個
所
が
随
所
に
見
ら
れ
、
善
ぃ
本
文
と
は
言
ぃ
難
ぃ
。
@

の
正
保
頃
無
刊
記
本
は
古
活
字
本
を
基
に
し
て 

本
文
を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
詞
章
は
古
活
字
本
の
そ
れ
と
相
違
す
る
所
が
相
当
に
多
い
。
古
活
字
本
の
本
文
よ
り
整
え
ら 

れ
て

お

り

、

ま
た
概
し
て
叙
述
が
く
わ
し
く
な
つ
て
い
る
。

一
例
を
挙
げ
て
対
照
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

古活字本

三
月
十
八
日
と
申
せ
は
、
は
ん
し
か
き
り
に
そ
見
え
さ
せ
給
と
き
、
 

法
王
の
き
み
を
は
み
き
の
ひ
さ
、
さ
ん
さ
う
の
き
み
を
は
ひ
た
り
の

ひ
さ
に
い
た
き
参
ら
せ
て
、

み
た
る
か
ん
さ
し
を
し
な
て
さ
せ
給
ひ 

て
、
な
ん
ち
と
も
か
十
四
五
に
な
る
ま
て
、
そ
ひ
そ
た
て
つ
る
も
の 

な
ら
は
、

い
か
ほ
と
う
れ
し
か
る
へ
き
に
、

い
ま
を
か
き
り
の
む
さ 

ん
さ
よ
、

後
生
を
よ
く
^
^
と
ふ
ら
い
て
た
ひ
給
へ
、

な
ん
ち
と

正

 
保

 
板

三
月
十
八
日
と
申
に
は
、

い
ま
を
か
き
り
と
見
へ
さ
せ
た
ま
ふ
時
、
 

ほ
う
お
う
の
君
を
は
右
の
ひ
さ
、
さ
ん
そ
う
の
君
を
は
左
の
ひ
さ
に

い
た
き
ま
い
ら
せ
て
、
御
か
ん
さ
し
を
な
て
さ
せ
給
ひ
、
な
ん
ち
共 

か
十
四
五
に
な
る
ま
て
そ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
あ
る
な
ら
は
、

い
か

ほ
と
う
れ
し
か
る
へ
き
に
、
^
'
を
か
き
り
の
我
い
の
ち
、
た

、
な
こ 

り
を
し
き
は
き
や
う
た
い
な
り
、

こ
し
や
う
を
よ
く
^
^
と
ふ
ら
ひ



も
、
ふ
た
ら
く
の
せ
ん
し
ゆ
く
は
ん
を
ん
に
、

み
つ
か
ら
か
命
に
か 

へ
て
申
た
る
事
な
れ
は
、

い

よ

く

菩

提

を

と

ふ

ら

い

て

た

ひ

給 

へ
、
な
ん
ち
共
、
夢
ま
ほ
ろ
し
に
、
朝
か
ほ
の
に
し
な
る
か 

こ

と

く

、

を
し
か
る
へ
き
よ
は
ひ
か
な
、
廿
七
と
申
せ
し
に
、
あ
し 

た
の
露
と
き
え
給
ふ

さ

ん

さ

う

の
き
み
御
て
に
す
か
り
た
ま
へ
は
、
法
王
の
き
み
御
ひ

さ
 

を
お

り

さ

せ

給
ひ
て
、

の
給
ふ
、
さ

ん

さ

う

殿
、

い
そ
き
御
ひ

さ

を
 

お

り

さ

せ

給
へ
、

こ
す
い
め
ん
と
申
せ
は
、

い
に
し
へ
の
ね
ふ
り
に 

て
候
は
す
、
ま
と
お
と
ろ
か
し
ま
い
ら
せ
け
れ
共
、
な
ん
の
ね
ふ
り 

に
て
ま
し
ま
す
や
、
む
し
や
う
の
か
せ
に
さ
そ
は
れ
て
、
む
な
し
く 

な

ら

せ

給
ふ
そ
と
、

て
ん
に
あ
を
き
地
に
ふ
し
、
り

う

て

い
こ
か
れ 

さ
.せ
給
ふ
、

こ
は
ゆ
め
か
う
つ
、
か
、
な
に
こ
と
そ
、
ゆ
め
な
ら
は
、
 

さ
め
て
の
ち
は
い
か
、
せ
ん
と
、
あ
す
よ
り
後
は
、
た
れ
を
母
と
は 

い
ふ
へ
き
そ
と
て
、
な
き
か
な
し
み
た
ま
う
事
か
き
り
な
し

七
日
か
ほ
と
は
を
き
参
ら
せ
申
け
る
は
、
も
と
よ
り
く
わ
こ
の
い
ん 

く
わ
に
よ
り
て
、
な
き
御
子
を
く
は
ん
を
ん
に
御
申
あ
り
て
、
く
わ 

ん
お
ん
の
御
や
く

-?:'
く
の
か
き
り
に
て
さ
ふ
ら
ひ
し
上
は
、
御
な
け 

き
は
さ
に
て
候
へ
共
、

二
人
の
若
君
け
な
け
に
て
候
へ
は
、
た

、
御 

あ
と
を
と
ふ
ら
は
せ
給
ひ
候
へ
と
、

み
な
^
^
け
う
く
ん
申
て
、
そ 

れ
よ
り
物
の
あ
た
り
に
を
き
給
は
す
、
七

日

と

申
せ
は
、
せ
ん
た
ん 

の
た
き

、

に
つ
み
こ
め
て
、
む
し
や
う
の
け
ふ
り
に
ふ
し
給
ふ
そ
あ

て
た
ひ
給
へ
、
な
ん
ち
と
も
、
ふ
た
ら
く
せ
か
い
の
せ
ん
し
ゆ
く
は 

ん
を
ん
に
、

み
つ
か
ら
か
い
の
ち
に
か
へ
申
た
る
事
な
れ
は
、

い
よ 

ほ
た
い
を

と

ふ
ら
ひ
て
た
ま
は
れ
、
な
ん
ち
ら
、
四
つ
五
つ
ま 

て
そ
ひ
け
る
、
ゆ
め
ま
ほ
ろ
し
に
、
朝
か
ほ
の
日
か
け
を
ま
た
ぬ
い 

の
ち
な
り

と

の

た
ま
ひ
て
、
お
し
か
る
へ
き
よ
は
ひ
か
な
、
廿
七
と 

申
に
は
、
あ
し
た
の
露
と
き
え
給
ふ

さ
ん
そ
う
の
君
御
手
に
す
か
り
た
ま
へ
は
、

ほ
う
わ
う
の
君
御
ひ
さ 

を
お
り
さ
せ
給
ひ
て
、

の
た
ま
ふ
、

い
か
に
さ
ん
そ
う
殿
、

い
そ
き 

御
ひ
さ
よ
り
お
り
さ
せ
給
へ
、

こ
す
い
め
ん
と
申
は
、

い
に
し
へ
の 

ね
ふ
り
に
て
さ
ふ
ら
は
す
、
な
に
と
お
と
ろ
か
し
ま
い
ら
せ
け
れ 

共
、
な
に
の
ね
ふ
り
に
て
ま
し
ま
す
や
、
む
し
や
う
の
か
せ
に
さ
そ 

は
れ
て
、
む
な
し
く
な
ら
せ
た
ま
ふ
そ
と
、

て
ん
に
あ
こ
か
れ
地
に 

ふ
し
、
り
う
て
い
こ
か
れ
さ
け
は
せ
た
ま
ふ
、

こ
は
ゆ
め
か
う
つ
、 

か
や
、
ゆ
め
な
ら
は
、
さ
め
て
の
け
、
あ
す
よ
り
の
ち
は
、
た
れ
を 

か
は
、
う
へ
と
い
ふ
へ
き
そ
と
、
な
き
か
な
し
み
た
ま
ふ
事
か
き
り 

な
し

七
日
か
ほ
と
は
御
し
か
い
を
も
を
く
り
た
ま
は
さ
り
け
る
か
、
人
 々

申
さ
れ
け
る
は
、
も
と
よ
り
く
わ
こ
の
ゐ
ん
く
わ
に
よ
り
、
な
き
御 

子
を
く
は
ん
を
ん
に
御
申
あ
る
に
よ
り
、
く
わ
ん
を
ん
の
御
や
く
そ 

く
の
う
へ
は
、
御
な
け
き
は
さ
に
て
候
へ
と
も
、

二
人
の
わ
か
君
け 

な
け
に
て
候
へ
は
、
た

、
銜
あ
と
を
と
ふ
ら
は
せ
給
ひ
て
こ
そ
、
は 

、
う
へ
の
御
き
や
う
爰
ふ
に
も
あ
そ
は
さ
れ
候
は
、
、
草
の
か
け
に 

て
も

、

う
れ
し
く
お
ほ
し
め
し
候
は
ん
と
、

み
な
^
/
-
け
う
く
ん
申

五
一



は
れ
な
り

長
者
は
た
、

一
す
ち
に
思
ひ
き
‘り
て
、
け
ふ
り
の
中
へ
と
ひ
入
た
ま 

ふ
を
、
人
々
と
り
つ
き
て
、
引

と

、
め
た
ま
ふ
ほ
と
に
、
ち
か
ら
な 

く
れ
ん
た
い
よ
り
帰
り
給
ひ
て
、
む
な
し
き
あ
と
を
御
ら
ん
す
れ

は
、
ち
ん
の
ま
く
ら
に
き
ら
ん
の
し
と
ね
引
ち
ら
し
つ
、
、
何
に
つ 

け
て
も
い
よ
^
^
思
ひ
は
ま
さ
り
け
る
、

二
人
の
若
君
の
御
な
け 

き
、
め
も
あ
て
か
た
く
こ
そ
お
は
し
ま
す

給
ひ
て
、
そ
れ
よ
り
は
御
な
け
き
も
し
は
し
は
と
、
め
給
ひ
て
、

七 

日
と
申
に
は
、
せ
ん
た
ん
の
た
き
、
つ
み
く
へ
て
、
む
し
や
う
の
け

ふ

り

と

な
し
た
ま
ふ
そ
あ
は
れ
な
る
、
上
下
は
ん
み
ん
お
し
な
へ
て 

二
人
の
わ
か
き
み
、
ち

、
う
へ
の
御
心
の
う
ち
お
し
は
か
り
ま
い
ら

せ
て
、
袖
を
し
ほ
ら
ぬ
人
は
な
し

执

あ
る
へ
き
に
あ
ら
さ
れ
は
、
な
く
^
^
た
き
、
を
と
り
く
へ
て
、

天
も
く
も
れ
と
や
き
け
れ
は
、
ち
や
ぅ
し
や
は
あ
ま
り
の
な
け
き 

に
、
御
な
こ
り
お
し
^

^

T
t>l
、
た

、

一
筋
に
お
も
ひ
き
り
、
け
ふ 

り
の
な
か
へ
と
ひ
い
り
給
ふ
を
、
人
々
と
り
つ
き
、
と

、
め
た
て
ま 

つ
り
け
る
に
よ
り
、
ち
か
ら
を
よ
は
す
れ
ん
た
い
野
よ
り
か
へ
り
給

ひ
て
、
む
な
し
き
あ
と
を
御
覧
す
れ
は
、
ち
ん
の
枕
に
き
こ
ん
の
し 

3
7
;
^

ひ
き
ち
ら
し
つ
、
、
な
に
、
つ
け
て
も
、

い
よ
^
^
御
お
も
ひ 

ま
さ
り
け
る
、

二
人
若
君
の
御
な
け
き
、
め
も
あ
て
か
た
く
そ
お
は 

し
ま
す

主
な
相
違
個
所
に
傍
線
を
附
し
て
対
照
し
た
が
、
AcDFGJ

は
古
活
字
本
の
意
味
の
通
り
に
く
い
句
を
直
そ
う
と
し
た
も

の

と

思
わ 

れ
る
。

B
I
KLM

は
正
保
板
が
新
た
に
附
け
加
え
た
句
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

EH

は
反
対
に
正
保
板
が
省
略
し
た
句
で
あ
る 

が
、
こ

の

よ

う

な

個
所
は
少
な
い
。
総
じ
て
正
保
板
は
古
活
字
本
の
本
文
を
合
理
化
し
よ
う
と
企
て
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
充 

分

と

は

言
え
な
い
個
所
が
見
ら
れ
る
。
古
活
字
本
と
正
保
板
と
の
本
文
の
関
係
は
、
全
篇
を
通
じ
て
右
に
掲
げ
た
部
分
と
大
差
は
な
い
。
 

次
に
第
二
種
の
5
横
山
本
と
©
東
洋
文
庫
本
と
は
、
(̂ )
の
方
が
や
や
簡
略
に
な
っ
て
い
る
が
同
系
統
の
写
本
で
あ
る
。

第
一
種
本
と
第
二
種
本
と
の
本
文
の
関
係
は
、
叙
述
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
詞
章
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
総
じ
て
第
二
種
本
は
第



一
種
本
よ
り
叙
述
が
簡
略
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
第
一
種
本
を
不
用
意
に
省
略
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
不
備
の
個
所
が
見 

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

二
人
の
若
君
が
継
母
の
命
に
よ
っ
て
塩
引
島
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
時
、
冥
土
に
い
る
実
母
の
霊
が
大
鳥
の
姿
を 

借
り
て
飛
び
来
り
、

二
人
の
子
を
保
護
す
る
場
面
で
、
第
一
種
本
に
は

我
ー
人
な
け
れ
は
、
ご
の
島
へ
な
か
さ
^ 1
て
あ
る
に
よ
り
、
あ
ま
り
の
か
が
し
さ
に
、
是
ま
て
と
ひ
き
た
れ
共
、
三
日
三
夜
か
程
食 

事
な
け
れ
は
、
さ
そ
う
か
つ
ら
ん
、
心
の
う
ち
の
む
さ
ん
さ
よ
、
ち
お
出
し
て
の
ま
せ
ん
と
す
る
.に
、
か
り
の
す
か
た
な
れ
は
、
む 

ね
を
う
ち
、
か
う
へ
た
、
き
、
な
き
か
な
し
み
給
へ
共
、
さ
ら
に
其
し
る
し
な
し
、
あ
ら
む
さ
ん
や
、
た

、
今
た
へ
し
な
ん
事
の
か

ま
X

は
乂
に
す
か
し
い
た
さ
れ
て
、
な
き
く
す
り
を
も
と
め
ん
と
て

な
し
さ
よ
と
の

給
ひ
て
、
こ
、

ろ
に
思
ひ
出
し
た
る
事
あ
り
、
な
ん
ち
ら
か
父
、
な
き
く
す
り
を
す
か
し
い
た
さ
れ
て
、

ひ
ふ
ら
山 

に
て
、
し
よ
天
さ
ん
ほ
う
に
、

ふ
つ
く
を
そ
な
へ
て
き
ね
ん
す
る
、
是
を
と
つ
て
や
し
な
は
ん
と
お
ほ
し
め
し
、
し
ほ
水
島
を
立
い 

て
給
ふ
に
、

ひ
ふ
ら
山
を
と
ひ
こ
え
給
ひ
て
、
き
ね
ん
申
ひ
ま
に
、
た
な
の
ふ
つ
く
を
く
わ
へ
て
、
と
ひ
給
へ
は
、
ち
や
う
し
や
殿 

を
は
し
め
ま
い
ら
せ
て
、
人
々
、
し
よ
て
ん
三
ほ
う
や
う
か
ふ
は
一
ち
や
う
あ
る
へ
し
と
、
ら
い
は
い
す
る
内
に
、
ふ
つ
く
を
取
て 

や
し
な
ひ
た
ま
ふ
、
扨
は
は
か
い
の
し
た
に
た
い
て
ね
て
、
雨
風
を
し
の
か
せ
給
ひ
て
、
す
こ
さ
せ
給
ふ
な
り
(
古
活
字
本
、
傍
注 

は
正
保
板
)

と
あ
る
所
を
、
第
二
種
本
は

い
か
.に
も
し
て
、
な
ん
ち
ら
を
ニ
た
ひ
み
や
こ
に
か
へ
し
つ
、
、
ち

、
に
あ
は
す
へ
し
、
心
や
す
く
お
も
へ
と
て
、
両
の
つ
は
さ
の 

し
た
に
、

二
人
の
わ
か
君
を
を
し
い
れ
て
、
あ
め
か
せ
露
し
も
を
ふ
せ
き
給
ひ
、
あ
る
と
き
は
と
を
き
山
ち
に
と
ひ
ゆ
き
、
木
の
み 

を
と

S
N
、

た

に

.に

く

た

S
N

て
は
、

つ
は
さ
に
水
を
ひ
た
し
つ
、
、
あ
け
ぬ
く
れ
ぬ
と
つ
き
そ
ひ
て
、
わ
か
き
み
の
い
の
ち
を
た
す
け 

給
ふ
そ
あ
り
か
た
け
れ
、

ふ
た
ら
く
の
く
わ
ん
お
ん
も
、
ひ
か
り
を
そ
へ
て
ま
も
ら
せ
給
へ
は
、
ふ
わ
う
も
さ
ん
さ
う
も
、

つ
か
れ



五
四

を
わ
す
れ
給
ひ
、
あ

ん

を

ん

に

こ

そ

ま

し

く

け

れ

(横
山
本
)

と
し
て
い
.て
、
大
鳥
が
ひ
ふ
ら
山
の
仏
供
を
取
っ
て
子
に
与
え
る
記
事
が
無
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
で
ひ
ふ
ら
山
か
ら
帰
っ
た
父
の
長 

者
が
、
我
が
子
を
尋
ね
て
島
に
到
っ
た
所
で
は

ち

や

う

し

や
、
か
の
し
ま
の
た
つ
み
に
あ
た
り
て
御
ら
ん
す
る
に
、
ひ
ほ
う
さ
ん
に
き
た
つ
て
、
ふ
つ
く
を

と

り

し

大
と

り

こ

そ
、

こ
、
に
ふ
し
た
り

と
叙
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
種
本
に
は
、
不
用
意
な
省
略
の
た
め
に
、
前
後
が
照
応
し
な
い
叙
述
を
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
所
が 

存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、

お
そ
ら
く
第
一
種
の
刊
本
系
よ
り
後
出
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
現
存
伝
本
の
範
囲
で 

は
、
古
活
字
本
よ
り
も
古
態
を
存
す
る
と
言
い
得
る
写
本
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七

次
に
本
作
の
内
容
で
あ
る
が
、
刊

本

系

•
写
本
系
と
も
に
、
物
語
の
大
筋
は
変
ら
な
い
。
天
竺
摩
迦
陀
国
の
^

^

^

長
者
は
、
宿
業 

に
よ
っ
て
子
種
に
恵
ま
れ
な
い
の
を
、
補
陀
落
山
の
千
手
観
音
に
強
い
て
祈
請
し
て
、
ほ
う
王
•
引
ん
さ
う
の
二
人
の
若
君
を
授
か
る
。
 

し
か
し
観
音
と
の
約
束
に
よ
り
母
は
や
が
て
世
を
去
る
。
長
者
の
迎
え
た
後
妻
は
二
人
の
若
を
亡
き
者
に
せ
ん
と
考
え
、
仮
病
を
つ
か
っ 

て
、
長
者
を
ひ
ふ
ら
山
に
秘
薬
を
採
り
に
行
か
せ
、
そ
の
留
守
に
若
の
乳
人
の
し
ゆ
ん
王
を
語
ら
う
が
、
し
ゆ
ん
王
は
同
じ
な
い
。
そ
こ 

で
、
さ
か
い
の
浜
の
む
く
み
の
て
う
を
頼
み
、
若
君
を
し
ほ
み
つ
島
へ
棄
て
る
。
亡
き
実
母
が
大
鳥
と
化
し
て
飛
び
来
り
若
君
を
保
護
す 

る
。
や
が
て
ひ
ふ
ら
山
か
ら
帰
っ
た
父
の
長
者
は
、
む
く
み
の
て
う
の
案
内
で
し
ほ
み
つ
島
を
尋
ね
、
若
達
を
救
い
出
す
。
継
母
は
う
つ 

ぼ
舟
に
つ
く
り
こ
め
て
鬼
が
島
へ
流
す
。

ほ
う
王
は
日
、

さ
ん
さ
う
は
月
と
現
じ
、

そ
の
外
の
人
々
も
星
と
現
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ



る

こ
の
物
語
が
前
述
の
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
の
系
統
の
も
の
と
交
渉
を
も
つ
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二
人
の
継
子
が
男
子 

で
あ
る
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
前
半
は
曾
我
物
語
な
ど
に
引
か
れ
た
伝
承
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
継
母
を
う
つ
ぼ
舟
に
入
れ
て
流
す 

の
も
、
神
の
漂
着
を
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
「
曾
我
」
な
ど
の
そ
れ
を
、
懲
罰
の
方
法
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
継
子
を 

し
ほ
み
つ
島
へ
放
逐
す
る
条
は
、
「
神
道
集
」
や

「
箱
根
権
現
縁
起
絵
巻
」

の
一
部
を
採
っ
た
も
の
の
如
く
に
見
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
 

筋
の
上
で
の
本
作
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
所
を
挙
げ
れ
ば
、

二
人
の
若
君
の
乳
人
に
し
ゆ
ん
王
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ 

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
た
め
に
物
語
の
筋
が
き
わ
め
て
不
自
然
に
な
っ
て
い
る
。
し
ゆ
ん
王
は
継
母
か
ら
二
人
の
若
を
殺
す
よ
う
に
頼
ま 

れ
る
と
、
憤
然
と
し
て
こ
れ
を
断
っ
て
家
に
帰
る
。
更
に
彼
の
女
房
が
財
宝
に
目
が
く
ら
み
、
夫
に
若
を
殺
す
よ
う
に
勧
め
る
と
、
大
い 

に
怒
っ
て
女
房
を
追
い
出
す
。

こ
こ
ま
で
は
良
い
の
で
あ
る
が
、
継
母
が
今
度
は
さ
か
い
の
浜
の
む
く
み
の
て
う
な
る
者
を
語
ら
っ
て
若 

を
連
れ
出
さ
せ
る
と
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
し
ゆ
ん
王
は
何
も
し
な
い
で
手
を
こ
ま
ね
い
て
お
り
、
長
者
が
ひ
ふ
ら
山
か
ら
帰
っ
て
来
る 

と
、
は
じ
め
て
そ
の
事
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
辺
の
し
ゆ
ん
王
の
行
動
は
不
可
解
で
あ
り
、

一
方
継
母
の
方
も
大
事
を
知
ら 

れ
た
し
ゆ
ん
王
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
長
者
が
帰
る
と
す
ぐ
に
悪
事
が
露
顕
し
て
し
ま
う
の
も
頗
る
不
自
然
な
話
で
あ
る
。

こ
う 

し
た
点
か
ら
見
る
と
、

こ
の
作
品
は
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
系
統
の
説
話
に
お
座
な
り
の
潤
色
を
加
え
て
、

ー
篇
の
物
語
に
仕
立
て
よ
う
と 

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
し
ゆ
ん
王
の
如
き
人
物
は
、
古
浄
瑠
璃
の
中
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
人
間
と
同
類
型
に
属
す
る 

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
以
て
こ
の
作
品
の
成
立
の
年
代
も
お
よ
そ
察
せ
ら
れ
る
と
思
う
。

ま
た
こ
の
物
語
の
結
末
は
、
第
一
種
の
刊
本
系
で
は
、

二
人
の
若
君
が
日
月
と
現
じ
、
そ
の
他
の
人
々
は
星
と
現
じ
た
と
語
り
、
第
二 

種
の
写
本
系
で
は
、
若
君
は
日
天
子
•
月
天
子
と
現
じ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

一
応
本
地
物
風
の
形
式
を
採
っ
て
は
い
る
が
、
垂
迹
を

五
五



五

六

語
る
の
み
で
本
地
を
記
さ
ず
、
そ
の
垂
迹
も
具
体
的
に
何
処
の
神
仏
と
言
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
本
地
物
と
し
て
は
不
完
全
な
形
で
あ 

る
。

こ
の
こ
と
は
伊
豆
箱
根
の
本
地
譚
の
よ
う
に
、
特
定
の
神
の
本
縁
を
語
る
も
の
と
し
て
長
い
間
の
伝
承
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
そ 

の
よ
う
な
本
地
譚
を
模
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
そ
の
成
立
は
比
較
的
新
し
い
も
の
と
言 

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
既
述
の
お
銀
小
銀
型
の
民
間
説
話
の
中
に
は
、
継
子
の
姉
妹
を
お
月
お
星
と
呼
ぶ
一
類
が
あ
り
、

こ
れ
が
草 

子

の

「
月
日
の
本
地
」

の
結
末
の
語
り
方
と
、
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
の
疑
問
が
存
す
る
。
特
に
秋
田
県
角
館
町
の
採
集 

例
に
は
、
最
後
に
お
月
お
星
の
姉
妹
は
鶴
に
連
れ
ら
れ
て
天
上
に
昇
り
、
お
月
は
月
に
、
お
星
は
星
に
な
る
と
い
う
か
な
り
類
似
し
た
語 

り
方
が
見
ら
れ
る
。

「
日
本
昔
話
集
成
」
に
は
、

こ
の
話
に
つ
い
て
後
半
は
創
作
の
き
ら
い
が
あ
る
と
の
注
記
を
加
え
て
い
る
が
、

本
作 

と
の
類
似
が
偶
然
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
な
お
問
題
で
あ
ろ
う
。

むすび

本
稿
が
対
象
と
し
た
「
鉢
か
づ
き
」r

姥
皮
」
「
花
世
の
姫
」

の
三
篇
と
、
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
「
月
日
の
本
地
」
の
ニ
篇
と
の
ニ
系
列 

の
継
子
物
は
、
民
間
に
流
布
す
る
昔
話
と
同
型
の
説
話
を
素
材
に
し
た
点
で
共
通
し
た
性
質
を
有
し
て
い
る
が
、
物
語
の
も
つ
雰
囲
気
に 

は
か
な
り
違
っ
た
所
の
あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
、
単
に
素
材
を
民
間
説
話
に
仰
い
だ
と
い
う

点
の
み
で
、
こ
の

ニ
系
列
の
諸
篇
を
一
括
し 

て
、
擬
古
物
語
系
の
作
品
群
と
区
別
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
存
す
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
ニ
系
列
に
更
に
前
稿
で
と
り
上
げ
た
「
伏
屋
」 

「
岩
屋
」
「
一
本
菊
」
等
の
擬
古
物
語
系
諸
篇
を
加
え
て
、
相
互
の
関
係
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
以
上
の
三
系
列
の
物
語
の
成
立
の
先
後
を
時
間
的
に
跡
づ
け
て
み
る
と
、
文
献
の
示
す
限
り
で
は
、
最
も
早
い
と
考
え
ら
れ
る 

の
は
、
南
北
朝
初
期
ま
で
遡
り
得
る
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
で
あ
る
。

「
伏
屋
」
系
列
の
諸
篇
は
、
室
町
後
期
に
於
て
広
く
流
布
し
、

そ



の
間
に
現
存
諸
本
に
見
ら
れ
る
如
き
多
様
の
本
文
を
分
岐
せ
し
め
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
成
立
を
ど
の
辺
ま
で
遡
ら
せ
得
る
か
は
不 

明
で
あ
る
。
し
か
し
鎌
倉
期
の
古
物
語
が
現
存
本
の
如
き
形
に
変
貌
し
た
の
は
室
町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
る
の
が
至
当
で
は
な
か 

ろ
う
か
。

「
鉢
か
づ
き
」
系
の
三
篇
は
伝
存
す
る
諸
本
の
性
質
か
ら
推
測
す
る
と
、

以
上
の
ニ
系
列
よ
り
も
成
立
の
時
期
が
遅
れ
る
と
言 

い
得
る
。
す
な
わ
ち
、r

姥
皮
」
は
江
戸
時
代
前
期
の
奈
良
絵
本
数
本
を
残
す
の
み
で
、
そ
の
本
文
も
ほ
ぼ
同
系
で
あ
り
、
「
花
世
の
姫
」 

は
明
暦
頃
の
板
本
の
外
に
異
本
が
存
在
し
な
い
。

こ
れ
を
以
て
す
る
と
、

こ
の
ニ
篇
は
現
存
伝
本
の
成
立
年
代
を
以
て
作
品
の
成
立
時
期 

と
考
え
て
大
過
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
は
こ
れ
ら
ニ
篇
よ
り
は
古
い
作
品
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
も
諸
本
の
調
査
の
結 

果
か
ら
す
る
と
、
古
活
字
板
以
前
の
写
本
時
代
が
そ
れ
程
長
か
っ
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
し
大
胆
か
も
知
れ
な
い
が
、
慶
長
期 

を
さ
し
て

遡
ら
な
い
頃
の
成
立
に
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
物
語
の
内
容
の
上
か
ら
見
る
と
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
と

「
伏
屋
」
系
の
作
品
と
は
、

同
じ
継
子
物
語
と
言
い
な
が
ら
も
非
常 

に
異
な
っ
て
い
る
所
が
多
い
。
後
者
が
都
の
公
家
の
世
界
の
出
来
事
と
し
て
物
語
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
天
竺
に
舞
台 

を
置
い
て
い
る
こ
と
が
第
一
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
が
主
人
公
の
姫
君
の
父
を
斯
羅
奈
国
の
大
臣
源
中
将
尹
統
と
し 

た
り
、
そ
の
父
や
姫
君
が
和
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
な
ど
、

登
場
す
る
人
間
は
公
家
の
物
語
と
余
り
違
わ
な
い
と
も
言
え
る
が
、

後
者
が
一 

応
読
者
と
同
じ
世
界
に
住
む
人
間
の
現
実
的
な
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
に
較
べ
れ
ば
、

前
者
が
遠
い
異
国
の
出
来
事
と
し
て
語 

り
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
物
語
の
真
実
性
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
物
語
に
対
す
る
姿
勢
に
お
い 

て
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
点
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、

「
伏
屋
」
系
の
作
品
は
、
男
女
主
人
公
の
恋
愛
が
継
母
の
妨 

害
に
逢
い
な
が
ら
も
遂
に
は
成
就
す
る
と
い
う
恋
物
語
が
構
想
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
に
あ
っ
て
は
、

そ
の 

よ
う
な
恋
物
語
が
全
く
欠
け
て
い
る
。
常

在

•
霊
鷲
の
二
人
の
姫
は
最
後
に
波
羅
奈
国
の
太
郎
王
子
•
次
郎
王
子
に
救
わ
れ
て
、
そ
れ
ぞ

五
七



五
八

れ
の
妃
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
恋
を
語
る
敍
述
は
全
く
無
い
の
で
あ
る
。
曾
我
物
語
や
写
本
「
箱
根
本
地
由
来
」
に
見
え
る
伊
豆 

箱
根
本
地
譚
の
後
世
の
伝
承
に
な
る
と
、
女
主
人
公
の
結
婚
と
い
う
こ

と

さ

へ

も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
を
見
て
も
、
こ

ち

ら

に

あ
っ
て
は 

恋
愛
と
か
結
婚
に
よ
る
幸
福
と
か
は
物
語
の
主
題
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
は
、
継
子
物
語
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、

「伏
屋
」
系
は
、

女
君
の
流
離
の
原
因
は
継
子
の
境
遇
に
あ
っ
た
所
か
ら
生
じ
た
と 

す
る
語
り
方
で
、
継
母
の
継
子
虐
待
そ
の
も
の
が
主
要
な
モ
チ

ー

フ

と

は

な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
の
方 

は
、
継
母
が
継
子
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
く
り
返
す
所
に
ー
篇
の
中
心
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
が
苦
難
の
生
活
を 

経
る
こ

と

は

共
通
し
て
い
る
が
、

そ
の
苦
難
の
描
き
方
が
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
の
方
は
詳
し
く
残
酷
な
の
で
あ
る
。
こ

れ

は

主
人
公 

を
神
の
前
身
と
し
て
説
く
本
地
物
の
形
式
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

衆
生
の
苦
し
み
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
神
仏
の
資
格
を
得
る
に 

は
、
前
生
に
お
い
て
苦
難
の
極
限
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
を
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
右
の
ニ
系
列
の
作
品
の
間
に
は
、
か
な
り
顕
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
成
立
の
基
盤
を
異 

に
す
る
所
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
反
面
に
お
い
て
、
相
互
の
間
に
交
渉
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

で
あ
ろ
う
。
市
古
貞
次
氏
は
「
こ
の
や
う
な
継
子
物
(筆
者
注
、
公
家
小
説
と
し
て
の
継
子
物
)
が
鎌
倉
時
代
の
物
語
か
ら
中
世
小
説
と 

し
て
改
作
も
し
く
は
再
生
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
は
、
恐
ら
く
仏
教
説
話
や
唱
導
文
芸
に
み
ら
れ
る
本
地
物
の
流
入
、
混
淆
が
行
は
れ
た
で 

あ
ら
う
事
を
注
意
し
た
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
徴
証
と
し
て
、

明
応
八
年
写
本
「
ふ
せ
や
の
も
の
か
た
り
」
で
、

少
将
が
観 

音
、
姫
が
地
蔵
菩
薩
と
現
じ
た
と
記
し
て
、
形
の
上
で
本
地
物
と
同
一
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
姫
君
が
武
士
に
斬
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
、
 

太
刀
が
三
段
に
折
れ
、
射
よ
う
と
し
た
ら
弦
も
切
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
着
想
は
「
熊
野
の
本
地
」
「
巌
島
の
本
地
」
「
阿
弥
陀
の
本
地
」 

等
か
ら
得
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
中
世
小
説
の
研
究
九
六
頁
)

「
伏
屋
」

系
の
物
語
に
広
く
本
地
物
一
般



か
ら
の
影
響
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
市
古
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
同
じ
継
子
物
で
あ
る
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
に
限
っ
て
見
て 

も
、
「
伏
屋
」
で
瀬
田
の
橋
か
ら
湖
に
沈
め
ら
れ
た
姫
を
、
実
母
の
魂
が
亀
と
な
っ
て
助
け
た
り
、
「
岩
屋
」
で
海
中
の
岩
の
上
に
置
き
去 

り
に
さ
れ
た
姫
に
、
空
中
か
ら
母
の
声
が
あ
っ
て
励
ま
す
と
い
っ
た
趣
向
は
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
の
、

塩
引
島
に
棄
て
ら
れ
、
波
に 

引
か
れ
て
溺
れ
か
か
っ
て
い
る
常
在
御
前
を
、
冥
土
の
母
が
梵
天
か
ら
授
か
っ
た
波
に
浮
ぶ
衣
を
以
て
救
助
す
る
こ
と
と
関
係
づ
け
る
こ 

と

が

可
能
で
あ
る
。
「伏
屋
」
の
亀
が
助
け
る
と
い
う
の
は
、
「
今
昔
物
語
集
」
な
ど
で
知
ら
れ
る
山
陰
中
納
言
の
説
話
か
ら
得
た
着
想
か 

も
知
れ
な
い
が
、
山
陰
中
納
言
の
場
合
は
、
か
っ
て
命
を
助
け
ら
れ
た
亀
の
報
恩
の
行
為
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

こ
れ
を
実 

母
の
霊
の
化
身
と
し
た
の
は
、
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
風
の
民
間
説
話
と
の
接
触
に
よ
る
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

な
お
逆
に
、

伊 

豆
箱
根
の
本
地
譚
の
方
に
、
擬
古
物
語
系
の
物
語
か
ら
受
け
た
と
思
わ
れ
る
影
響
は
稀
薄
の
よ
う
で
あ
る
。
登
場
す
る
人
物
が
日
本
の
公 

家
で
あ
っ
た
り
、
和
歌
を
よ
ん
だ
り
し
て
い
る
の
が
、

一
般
的
に
言
え
ば
伝
統
的
な
物
語
の
枠
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
結
果
と
言
い 

得
る
が
、
も
っ
と
具
体
的
な
痕
跡
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
伊
豆
箱
根
の
本 

地
譚
は
東
国
を
中
心
に
流
布
し
た
物
語
で
、
都
の
物
語
と
は
享
受
者
の
層
を
異
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か

。

今

一

つ

の

「
鉢
か
づ
き
」
系
の
三
篇
は
、
前
述
の
よ
う
に
上
記
の
ニ
系
列
の
作
品
よ
り
も
成
立
が
遅
れ
、
享
受
さ
れ
た
時
代
は
江
戸
期 

に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
市
古
貞
次
氏
は
こ
の
系
列
の
諸
作
に
つ
い
て
も
、
擬
古
物
語
系
の
諸
篇
と
対
比
す
る
時
、
次
の 

よ
う
な
諸
点
で
異
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
前
掲
書
九
八
頁
)

㈠

舞
台
が
京
都
で
な
く
、
河

内

•
尾

張

•
駿
河
の
諸
地
方
で
あ
り
、
人
物
も
公
家
で
な
く
地
方
の
豪
族
で
あ
る
こ
と
。

㈡

公
家
の
継
子
物
が
前
代
以
来
の
物
語
を
承
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
三
篇
は
民
間
説
話
か
ら
生
れ
た
と
い
う
素
姓
の
違
い
が
見 

ら

れ

る

こ

と

。

五
九



六

〇

㈢

そ
の
結
果
と
し
て
、
興
味
の
中
心
が
継
子
の
幸
福
な
結
婚
と
い
う
明
る
い
面
に
移
り
、
物
語
と
い
う
よ
り
御
伽
噺
的
で
あ
る
こ
と
。
 

こ
の
市
古
氏
の
御
説
は
き
わ
め
て
穏
当
な
見
解
で
、
両
者
の
間
に
右
の
如
き
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
相
違
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て 

は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
こ
の
三
篇
は
、
同
じ
く
民
間
説
話
に
取
材
し
て
物
語
が
構
成
さ
れ
た
「
伊
豆
箱 

根
の
本
地
」
と
共
通
し
た
性
質
を
有
す
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
者
を
並
べ
て
見
る
と
、

「
鉢
か
づ 

き
」
系
の
三
篇
は
「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
と
は
大
分
色
彩
を
異
に
し
て
お
り
、
む

し

ろ

「
伏
屋
」
系
列
の
諸
篇
に
近
い
所
を
も
つ
こ
と
が 

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
尨
わ
ち
全
体
と
し
て
見
る
と
、

継
子
苛
め
に
関
す
る
敍
述
が
淡
白
で
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
の
よ
う
な
残 

酷
さ
、
陰
鬱
さ
が
な
く
、
そ
れ
が
筋
立
の
中
心
と
な
っ
て
い
な
い
点
は
「
伏
屋
」
系
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
幸
福
な
結
婚
を
主
題
と
す 

る

点

も

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
と
は
異
な
り
、

「
伏
屋
」
系
の
結
末
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、

こ
う
し
た
関
係
を
も
っ 

と
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、

擬
古
物
語
系
と
「
鉢
か
づ
き
」
系
の
両
者
の
接
点
と
し
て
、

「
岩
屋
」
と

「
鉢
か
づ
き
」
の
ニ
篇
を 

挙
げ
得
る
。
「
伏
屋
」
系
の
諸
篇
に
共
通
し
た
筋
立
は
、

ま
ず
男
女
主
人
公
の
恋
物
語
に
は
じ
ま
り
、

や
が
て
女
の
方
が
継
母
の
た
め
に 

家
を
追
わ
れ
て
失
踪
す
る
と
い
う
の
が
前
半
で
、
後
半
は
男
が
女
の
行
方
を
尋
ね
て
辛
苦
を
重
ね
た
後
、

二
人
は
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
を
得 

て
め
で
た
く
結
ば
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と

こ

ろ

が

「
岩
屋
」
は
前
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
前
半
と
後
半
と
で
男
主
人
公
が 

交
代
す
る
と
い
う
珍
し
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
が
、
前
半
の
四
位
少
将
と
対
の
屋
姫
と
の
恋
物
語
は
著
し
く
簡
略
で
、
恐
ら
く
こ
の
部
分 

は

古

本

「
い
は
や
」
を
筋
書
程
度
に
縮
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
は
、
海
土
の
岩
屋
に
養
わ
れ
て
い 

た
姫
を
湯
治
帰
り
の
二
位
中
将
が
偶
然
の
機
会
か
ら
見
出
し
、
都
へ
伴
な
い
帰
っ
て
嫁
較
べ
の
結
果
、
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
構 

想
で
あ
る
が
、

こ

れ

は

「
鉢
か
づ
き
」

の
、
鉢
か
づ
き
姫
が
山
蔭
三
位
中
将
の
館
に
住
み
込
ん
で
、
宰
相
殿
御
曹
司
の
求
愛
を
受
け
妻
に 

迎
え
ら
れ
る
過
程
と
非
常
に
類
似
し
た
形
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
「
鉢
か
づ
き
」
で
は
、
宰
相
殿
御
曹
子
が
鉢
か
づ
き
姫
に



想
い
を
懸
け
、
比
翼
連
理
の
契
り
を
結
ぶ
に
至
る
く
だ
り
が
、

か
な
り
丁
寧
に
敍
ベ
ら
れ
て
い
て
、

「
伊
豆
箱
根
の
本
地
」
で
恋
物
語
が 

全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
の
に
較
べ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
岩
屋
」
と
比
較
し
て
も
、

そ
れ
よ
り
も
こ
ま
や
か
に
敍
述
さ
れ
て
い
る
と 

言
う
事
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
擬
古
物
語
の
改
作
と
し
て
成
立
し
た
答
のr

岩
屋
」
が
、
本
来
の
恋
物
語
の
性
格
を
失
い
か
け
、
説
話 

的
興
味
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
民
間
説
話
に
取
材
し
た
「
鉢
か
づ
き
」
に
は
、
か
え
っ
て
擬
古
物
語
の
型
を
と
り
入
れ
よ
う 

と
し
た
趣
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前

述

の

如

く

「
鉢
か
づ
き
」
の
文
章
が
正
格
の
擬
古
文
と
は
言
え
な
く
と
も
、

こ
と
さ
ら
に
擬
古
的 

修
辞
を
用
い
て
飾
り
立
て
て
い
る
理
由
も
、
や
は
り
同
じ
見
地
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

「
鉢
か
づ
き
」
系
の
三
篇
は
、

伊
豆
箱
根
本
地
譚
と
全
く
交
渉
が
無
か
っ
た
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し 

て

も

、

そ
の
内
容
は
「
伏
屋
」
「
岩
屋
」
「
一
本
菊
」
と

い

っ

た

擬
古
物
語
の
改
作
作
品
の
系
譜
を
承
け
て
い
る
も
の
と
解
し
た
方
が
妥
当 

で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
作
品
の
成
立
動
機
は
「
伏
屋
」
系
列
の
作
品
と
の
閨
係
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ

れ

は

「
伏 

屋
」
系
の
物
語
の
類
型
を
抜
け
出
し
、
目
新
し
さ
を
求
め
る
た
め
に
民
間
説
話
に
取
材
し
た
と
い
っ
た
単
純
な
理
由
も
あ
っ
た
か
も
し
れ 

な
い
が
、

「
鉢
か
づ
き
」
系
の
作
品
が
い
ず
れ
も
地
方
の
豪
族
と
い
う
階
級
の
人
間
を
主
人
公
に
設
定
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
読
者 

層
と
も
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
都
を
中
心
に
し
て
い
た
物
語
草
子
の
享
受
者
層
が
地
方
へ
拡
大
し
た
こ
と
に
伴
な
っ 

て
、

こ
の
よ
う
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
、
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
地
方
の
読
者
層
を
対
象
に
身
近
な
題
材
を
取
っ
て
、
都
の
物 

語
に
な
ぞ
ら
え
た
作
品
を
作
り
出
し
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

「
伏
屋
」
系
の
継
子
物
と
は
別
の
類
型
を
な
し 

て
い
る
が
、
同
じ
く
擬
古
物
語
の
改
作
と
し
て
成
立
し
た
「
し
ぐ
れ
」
系
統
の
一
類
の
作
品
の
中
に
も
、
「
千
手
女
の
草
子
」

の
よ
う
に
、
 

都
の
物
語
が
地
方
へ
流
伝
し
て
い
っ
た
結
果
の
変
貌
と
考
え
得
る
作
品
が
存
在
す
る
。
(
斯
道
文
庫
論
集
第
四
輯
所
載
の
拙
稿
参
照
)
「
鉢 

か
づ
きj 

r

姥
皮
」
「
花
世
の
姫
」
の
三
篇
も
、

こ
の
時
代
の
物
語
享
受
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
現
象
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

六
一



六
ニ

ぅ
の
で
あ
る
。

(補
遺
)

前

稿

(
斯
道
文
庫
論
集
第
五
輯
所
収
「擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語
(続
)
」
)
に

お

い

て

ニ

本

菊

」
の
諸
本
を
解
題
し
た
が
、
 

そ
の
後
、
新
に
同
書
の
一
古
写
本
を
見
出
し
た
の
で
、
左
に
附
記
す
る
。

愛
媛
県
大
洲
市
立
図
書
館
矢
野
文
庫
蔵
〔室
町
末
江
戸
初
間
〕

写
本 

一
冊

鳥
の
子
紙
内
曇
表
紙
(
ニ

四

•
八X

一
九
.
七
榧
)
。
外
題
、
表

紙

左

肩

「
一
も
と
き
く
物
語
」
。
内
題
、
扉
紙
裏
に
本
文
と
同
筆
に
て 

「
ー
も
と
菊
の
物
か
た
り
」
。
本
文
字
面
高
さ
約
ニ
ー喱

。
五
十
丁
、
毎
半
葉
十
ー
行
、
各
行
ニ
十
字
内
外
。

本
書
の
本
文
は
、
前
稿
に
お
い
て
分
類
し
た
「
一
本
菊
」
諸
本
の
類
別
に
当
て
は
め
れ
ば
、
A
頮
第
三
種
に
属
す
る
。

こ
の
種
に
属
す
る 

の
は
、
万
治
三
年
野
田
板
を
は
じ
め
と
す
る
板
本
系
諸
本
で
、

そ
の
本
文
は
特
有
の
増
補
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、

(前
稿
七
七
頁
よ
り 

九
八
頁
ま
で
の
諸
本
の
本
文
対
照
表
参
照
)
本
書
も
ま
た
そ
の
増
補
部
分
を
等
し
く
す
る
所
が
あ
る
。
た
だ
し
詞
章
の
細
部
に
は
板
本
と 

異
同
が
多
い
。

こ
の
矢
野
文
庫
本
は
、
A
類
第
一
種
の
慶
応
本
、
第
二
種
の
天
理
本
と
並
ん
で
、

「
一
本
菊
」
諸
本
中
、

最
も
古
い
時
代
の
書
写
に
か 

か
る
善
本
で
あ
る
。
右
の
如
く
そ
の
本
文
は
、
板
本
の
そ
れ
が
最
も
近
い
が
、

「
一
本
菊
」

の
板
本
と
し
て
は
、

万
治
板
以
前
に
現
在
所 

在
不
明
の
寛
永
頃
の
刊
行
に
か
か
る
古
活
字
本
が
存
在
す
る
。
(
川

瀬

一

馬

氏

「
古
活
字
版
の
研
究
」)

こ
の
古
活
字
本
と
の
先
後
関
係
が 

問
題
と
な
る
が
、
矢
野
本
の
書
写
年
代
は
そ
れ
よ
り
遡
る
と
推
定
で
き

る

の
で
、
本
書
は
板
本
系
諸
本
の
祖
本
と
し
て
位
置
づ
け
を
な
し 

得
る
注
目
す
べ
き
伝
本
で
あ
る
。


