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「信
濃
国
聖
事
」

の
な
り
た
ち
と
そ
の
語
り
手

*

木

村

紀

子

要

旨

古
本
説
話

・
宇

治
拾
遺

に
ほ
ぼ
同
文

で
収
め
ら
れ

て
い
る

「
信
濃
国
聖
事
」

は
、

そ

の
語
り

口
に
、

そ
れ
ら

の
作
品
成
立
期
以
前

の
大
変
古

い
要
素

が
指
摘

で
き
、
物
語

の

主
要
部
分

は
、
主
人

公
命
蓮

聖
が
活
躍
し
た
延
喜

の
こ
ろ
か

ら
さ
ほ
ど
下
ら
な

い
時
期

に
、
東
大
寺
界
隈

と
い
う
古

代

の
物
語
生
成

の
一聖
域

に
お
い
て
語

り
始
め

ら
れ

た

と

見
ら
れ

る
も

の
で
あ
る
。

現
伝

の
そ

の
物
語

は
、
冒
頭
部

・
飛
倉

の
段

・
延
喜
加
持

の

段

・
尼
君

の
段
と

い
う
起

承
転

結

の
四
段
構
成

で
成

り
立

っ
て
い
る
が
、
用
語

や
語

り

口
を
詳
し
く
検
討
す

る
と
、
冒
頭

部

・
飛
倉

の
段

・
尼
君

の
段

で
な

り
た

っ
て
い
た
老

女
か
ら

の
聞
書
き
風

の
物

語
に
、

こ
れ
も
ま
た
起
承
転
結
構
成

で

つ
く

り
物
語

さ
れ

た

延
喜

加
持

の
段
を
挿
入

し
て
成
立

さ
せ
た
も

の
と
見

て
と
れ

る
。
宇
治
拾
遺
中

の
過
半

を
占

あ
る
平
安
中
ご

ろ
以
前

の
多

く

の
物
語
と
も
用
語
や
語
り

口
を
共
有
す

る
こ
の
物

語
は
、

総
じ

て
宇
治
大
納
言
源
隆

国

の
語
り

口
で
あ

る
こ
と
が
検
証

で
き

る
も

の
で
あ

る
。

院
政
期
大
治

の
あ
た
り
に
成
立
し

た
か
と
見
ら
れ
て
い
る
古
本
説
話
集
に
は
、

下
巻
に
集
め
ら
れ
た
霊
験
謳
の
中
に
、

信
濃
国
聖
事
65

　　
　

　む
　

信
濃
国
沈
摩
陽
観
音
為
人
令
沐
給
事
69

と
い
う
信
濃
国
に
か
か
わ
り
を
も

つ
二

つ
の
物
語
が
あ
る
。
「信
濃
国
聖
事
」
は
、

実
は
下
巻
の
中
で
唯

一
目
録
を
欠
く
も
の
で
、
右
の
題
目
は
、
同
文
的
同
話
を
も

つ
宇
治
拾
遺

の
古
写
本

の
題
目
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
古
本
説
話

の
現
存
写
本

の
本
文

の
中
で
は
、
前
後
の
物
語
と
同
筆
で
異
和
な
く
書
写
さ
れ
て

お
り
、
後
半
部
分
に

一
丁
分
の
欠
落
が
あ
る
こ
と
以
外

に
は
、
あ
と
か
ら
挿
入
し

た
等

の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
古
本
説
話
下
巻
の
二
十
四
話
の
う

ち
、
右

の
二
話
も
含
め
た
十

一
話
は
、
宇
治
拾
遺

に
お
お
よ
そ
同
文
で
重
な
る
も

の
が
あ
り
、
う
ち
九
話
は
今
昔
物
語
集
と
も
重
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
の
つ

け
方
は
、
と
く
に
古
本
と
宇
治
と
で
、
次
の
よ
う
に
よ
く
似
て
い
る
。

丁
今 宇 古

依
清
水
利
生
落
入
谷
底

(少
児
令
生
)
事
49

検
非
違
使
忠
明
事
95

検
非
違
使
忠
明
於
清
水
値
敵
存
命
語
巻
19
1
第
40
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「一「一「 「-T-一 「

宇 古 今 宇 古

一 「一「一一「 「一噛「一噸「 「一 「一「一一「

宇 古 今 宇 古 今 宇 古 今 宇 古 今 宇 古

極
楽
寺
僧
施
仁
王
経
験
事
51

(同

右
)
餅

極
楽
寺
僧
講
仁
王
経
施
霊
験
語
巻
14
ー
第
35

留
志
長
者
事
56

(同

右
)
86

今

盧
至
長
者
語
巻
3
ー
第
22

清
水
寺
二
千
度
詣
者
打
入
双
六
事
57

清
水
寺
二
二
千
度
詣
者
打
入
双
六
事
87

清
水
寺
二
千
度
詣
男
打
入
双
六
語
巻
16
1
37

長
谷
寺
参
詣
男
以
虻
替
大
柑
子
事
58

長
谷
寺
参
籠
男
預
利
生
事
97

参
長
谷
男
依
観
音
助
得
富
語
巻
16
1
第
28

清
水
寺
御
帳
給
女
事
59

清
水
寺
御
帳
給
ル
女
事
搬

貧
女
仕
清
水
観
音
給
御
帳
語
巻
16
1
第
30

伊
良
縁
野
世
恒
給
毘
沙
門
下
文
鬼
神
田
与
給
物
事
61

伊
良
縁
野
世
恒
給
毘
沙
門
御
下
文
事
魏

生
江
世
経
仕
吉
祥
天
女
得
富
貴
語
巻
17
1
第
47

マ

マ

へ

観
音
経
変
化
地
身
輔
鷹
生
事
64

観
音
経
化
蛇
輔
人
給
事
88

丁
宇 古

「一「一一1一

今 宇 古 宇 古

(目
録
欠
)
65

信
濃
国
聖
事
皿

今

修
行
僧
明
練
始
建
信
貴
山
語
巻
11
1
第
36

自
賀
茂
社
給
御
幣
滅
程
用
途
僧
事
66

自
賀
茂
社
御
幣
紙
米
等
給
事
89

信
濃
国
沈
摩
陽
観
音
為
人
令
沐
給
事
69

信
濃
国
筑
虞
湯
二観
音
沐
浴
事
89

信
濃
国
王
藤
観
音
出
家
語
巻
19
ー
第
11

・
今
昔
で
、

一
段
落
し
た
も
の
は
、
同
文
的
と
は
み
な
せ
な
い
も
の
。

・
物
語
番
号
は
、
岩
波
新
古
典
大
系
に
よ
っ
た
。

こ
う
し
た
題
目
の
つ
け
方
の
近
似
性
や
、
傍
点
で
示
し
た
特
殊
用
字
の
同

一
性

は
、
両
者
と
も
に

一
本
に
ゆ
き
つ
く
よ
う
な
先
行
本
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
た
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
こ
と
は
措
い
て
、
冒
頭
に
挙
げ

た
二
話
の
こ
と
に
か
え
り
た
い
。
そ
の
前
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
信
貴
山
を

開
い
た
高
名
な

「
ま
う
れ
ん
聖
」
の
物
語
、
後
者
は
、
狩
で
け
が
し
て
湯
治
に
や

っ

て
来
た
筑
摩

の
湯

で
、
何
の
因
果
か
待
ち
う
け
て
い
た
人
々
か
ら
観
音
の
変
化
と

拝
み
に
拝
ま
れ
、
「わ
が
身
は
さ
ば
観
音

に
こ
そ
あ
り
け
れ
」

と
思
う
に
至
り
、

た
ち
所
に
出
家
し
て
し
ま

っ
た
上
野
国
の

「
わ
と
う
ぬ
し
」
な
る
聖
の
物
語
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
信
濃
国
で
、

い
わ
ば
私
度
的
に
法
師
に
な

っ
た
二
人
で
あ

っ
た
が
、

さ
て
そ
の
後
に
志
し
た
所
は
、
少
し
異
な

っ
て
い
た
。
ま
う
れ
ん
聖
は
、O
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○

さ
る
田
舎

に
て
法
師

に
な

り
に
け
れ
ば
、

ま
だ
受
戒

も

せ

で
、

い
か

に

で
京

に
の
ぼ

り

て
東
大
寺
と

い
ふ
所

に
て
受
戒

せ
ん
と
思

て
、

と
か

く

し

て
の
ぼ

り

て
受

戒

し

て

け
り
。

と
、

東

大
寺

を

目

指

し

て

「
京

に

の
ぼ

っ
」

た

の

で
あ

っ
た

が

、

他

方

、

わ

と

う

聖

の
方

は
、

○
法
師

に
成

て
後
、
横
川

に
の
ぼ
り
て
、

か
て
う
僧

都

の
弟
子

に
な

り

て
横
川

に
す

み

け
り
。

と
、
比
叡
山
を
目
指
し
て
上
京
し
た
。

ま
う
れ
ん

(命
運
)
聖
は
、
「信
貴
山
資
財
宝
物
帳
」
(九
三
七
)
に
よ
れ
ば
、

寛
平
か
ら
延
喜
の
頃
の
人
で
あ
る
。
他
方
わ
と
う
聖
は
、
師
と
し
た
横
川
の
か
て

う
僧
都
が
、
今
昔
物
語
集
で
は

「覚
朝
」
と
記
さ
れ
、
「覚
超
」

の
こ
と
だ
ろ
う

と
さ
れ
る
人
物

の
こ
ろ
の
人
だ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
兜
率
の
僧
都
と
も
呼
ば
れ

た
覚
超
は
、
命
蓮
か
ら
は
ほ
ぼ
百
年
後

の
御
堂
関
白
道
長

の
頃

の
人

で
あ
る
。

「
覚
超
」
が
平
安
盛
時

の
公
家
方
の
発
音
で

「
カ
ウ
テ
ウ
」
と
柔
ら
か
く
音
便
化

し
、
音
便
無
表
記
で

「
カ
テ
ウ
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
も
あ
る

(信
貴
シ
ン
ギ
↓
シ
ギ
と
同
様
)。
そ
の
百
年
ほ
ど
の
間
に
、
遠
い
国
々
で
の

「
み
や

こ
」
第

一
の
大
寺

の
聞
こ
え
は
、
東
大
寺
か
ら
叡
山

へ
と
緩
や
か
に
移

っ
た
の
だ

ろ
う
。

と
ま
れ
、
命
蓮
を
主
人
公
と
す
る

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
山
深
い
田
舎

の
少
年

僧
が
、
笈
を
背
負

っ
て
志
す

「京
の
大
寺
」
が
、
ま
ず
は
東
大
寺
だ

っ
た
頃

の
古

り
し
昔
の
物
語
で
あ

っ
た
。

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
周
知

の
よ
う
に
国
宝

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
詞
書
と

ほ
ぼ
共
通
す
る
。
し
か
し
、
宇
治
拾
遺
の
題
目
は
、
な
ぜ
か

「
信
貴
山
の
聖
」
と

は
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
宇
治
拾
遺
中
の
聖
の
物
語
の
題
目
の
つ
け
方

(さ
き
に

見
た
よ
う
に
、
そ
の
題
目
の
大
半
は
、
古
本
説
話

・
宇
治
拾
遺
と
い
う
作
品
成
立
以

前
に
あ

っ
た
可
能
性
を
も

つ
)

の
中
で
、
聖
の
肩
書

の
つ
け
方
は
、

○
大
和
国
に
龍
門
と
い
ふ
所
に
聖
あ
り
け
り
。
住
け
る
所
を
名
に
て
龍
門
の
聖
と
そ
い

ひ
け
る
。

(龍
門
聖
鹿
欲
替
事
7
)

○
清
滝
川
の
お
く
に
柴
の
庵
つ
く
り
て
お
こ
な
ふ
僧
有
け
り
。

(清
滝
川
聖
事
瑠
)

と
、
修
行

の
場
を
冠
せ
て
呼
ん
で
い
る
。
何
よ
り
も
、
信
貴
開
山
の
祖
と
し
て
、

公
家
方

で
も

「志
貴
山
寺
住
沙
弥
命
蓮
」
(扶
桑
略
記
裏
書
)
「
信
貴
山
命
蓮
聖
人
」

(山
椀
記
)
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「
信
貴
山
の

(命
蓮
)
聖
の
事
」

と
題

し
た
方
が
、
通
り
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な

か

っ
た
の
は
、

こ
の
物
語
を
文
字
語
り
と
し
て
成
立
さ
せ
題
目
を

つ
け
た
人
が
、

と
く
に

「信
貴
山
の
聖
」
と
し
て
語

っ
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
物
語
中

「信
貴
」
の
名
が
出
る
の
は

(以
下
、
引
用
文

の
基
本
は
全
文
を
も

つ
宇
治
拾
遺

〈御
所
本
〉
に
よ
る
。
理
由
は
後
述
。
宇
、
古
、
絵

〈絵
巻
詞
書
〉
と

つ
け
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
)
、

○
あ
る
人

の
申

や
う
、
河
内

の
信
貴

と
申

所

に
此
年

来
行

て
里

へ
出

る
事

も
せ

ぬ
聖

候
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也

。

と

い

う

、

延

喜

加

持

の
段

に
出

る

も

の
と

、

○

さ
て
、
信
貴
と

て
え
も

い
は
ず
験

あ
る
所

に
て
、
今

に
人

々
あ
け
く
れ
ま

い
る
。

と

い

う
結

び

の
部

分

の

二
か

所

だ

け

で
、

し

か

も

そ

の
言

い
様

は

、

こ

の
物

語

圏

の
人

々

に

と

っ
て
、

「
信

貴

」

と

い
う

地

名

は

「
清

滝

川

」

ほ

ど

に

も

し

ら

れ

て

い
な

い

ら

し

い
言

い
様

で
あ

る
。

そ

し

て
場

面

は

お

お

む

ね
、

○
坤

の
か
た

に
あ
た
り

て
山
か
す
か

に
み
ゆ
。

そ

こ

に
お

こ
な

ひ

て
す
ま

む
と

思

て
行

て
、
山

の
中

に
え
も

い
は
ず
行

ひ
て
過
す
程

に
、

○
此
山

の
ふ
も
と

に
い
み
じ
き
下
す
徳
人

あ
り
け
り
。

○
河
内

国
に
此
聖

の
お

こ
な

ふ
山

の
中

に
飛
行

て
、

と

い

う

よ

う

に
、

そ

れ

は
、

た
だ
の
修
行
の
場

と
し
て
の
無
名
の
山
中
と
し
て
語
ら
れ
る
。

○

(姉

の
尼
)
東
大
寺

・
山
階
寺

の
わ
た
り
を
、

と

尋
ぬ
れ
ど
、

「
ま
う
れ
ん

こ
ゐ
ん
と

い
ふ
人
や
あ
る
」

と
、
突
然
、
当
然
の
よ
う
に
名
の
出

る

「山
階
寺
」
と
比
べ
て
も
、
や
は
り
周
知

の
地
名
と
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
。

他
方
、
「信
濃
国
」

の
聖
と
い
う
呼
称
は
、
お
そ
ら
く
は
聞
手

(
み
や
こ
人
)

に
独
特

の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
も

の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の

観

音

性

に
目

覚

め

る

や

、

た

ち

ま

ち

に
出

家

し

た

「
わ

と

う

聖

」

の
直

情

径

行

は

も

と

よ

り

、

○
あ
づ
ま

の
人

の
、
狩

と
い
ふ

こ
と
を
の
み
や
く

と
し

て
、

…

…

い
み
じ

う
身

の
力

つ

よ
く
、
心

た
け
う
、

む
く

つ
け
き
あ
ら
武
者

の
…
…

(吾
嬬
人
止
生
賛

事
㎜
)

と

い

っ
た

イ

メ
ー

ジ

に

も

通

う
、

果

敢

な
行

動

力

と

一
途

な
志

に

お

い

て
み

や

こ

人

を
超

え
、

女

の
尼

君

に

し

て
、

は

る
ば

る
弟

を

尋

ね

て

一
人

旅

も

い

と

わ

ず
、

か

つ
厚

い
思

い

や

り

の
人

々
、

と

い

う
あ

た

り

の

イ

メ

ー
ジ

だ

ろ

う

か
。

　　
　

と
こ
ろ
で
、
い
に
し
え
の
イ
モ
・
セ

(同
母
姉
弟
ま
た
は
同
母
兄
妹
)

の
情
愛
を

さ
な
が
ら
承
け
継
ぐ
、
弟
想

い
の
姉
君
の
手
み
や
げ
は
、

○

「
さ
て
い
か
に
さ
む
く
て
お
は
し

つ
ら

ん
、
こ
れ
を
き
せ
た

て
ま

つ
ら
ん
と

て
も

た

り

つ
る
物
也
」

と
て
、

ひ
き
い

で
た
る
を

み
れ
ば

ふ
く

た

い
と

い
ふ
物

を

な

べ
て

に
も

似

ず
、

ふ
と
き
い
と
し
て
あ

つ
く

と

こ
ま
か

に

つ
よ
げ

に
し

た
る
を

も

て
き

た
り
。

と
い
う

「
ふ
く
た
い
と
い
ふ
物
」
だ
っ
た
。
こ
の

「
ふ
く
た
い
」
は
、
当
時
の
古

辞
書
等
に
も
そ
の
ま
ま
で
は
見
出
せ
ず
注
釈
書
類
で
も
ど
ん
な
物
か
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
が
、
漢
字
を
宛

て
る
な
ら

「複
柄
」
で
、
そ
の

「複
」
と
は
、
新
撰

字
鏡
巻
四
衣
部
第
三
十
九

に

「複
。
方
六
反
入
。
紫
衣
也
、
厚
也
、
除
也
、
被
也
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か

さ

ね

和
太
己
呂
毛
」
と
あ
り
、
ま
た
、
和
名
抄
衣
服
具
の

「
襲
」
の
説
明
の
中
に
も

「衣

へ

ひ
と
へ

之
単
複
相
具
謂
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
単
」
に
相
対
す
る

「あ
わ
せ

・
わ
た

い

れ
」
(大
漢
和
辞
典
)
の
意
と
見
ら
れ
る
。
「
た
い
」

に
つ
い
て
は
、
す

で
に
指
摘

が
あ
る
よ
う
に
和
名
抄
僧
房
具
に

「柄

俗
云
能
不
。
一云
太
比
。
」
と
あ
る
も

の
で
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あ
る
。
古
本
説
話
は
こ
の
部
分
落
丁
部
に
あ
た
る
が
、
後
文
の
、

○
さ

て
お

ほ
く

の
年
比

此
ふ
く
た

い
を

の
み
き

て
行

ひ
け
れ

ば
、

は

て
は
や
れ

ノ
＼

と

き
な
し

て
あ

り
け
り
。

鉢

に
の
り

て
き

た
り
し
蔵

を
ば

飛

く
ら

と
そ

い

ひ
け

る
。

そ

の
蔵

に
ぞ

ふ
く

た
い
の
や
れ
な
ど

は
お
さ
め

て
ま
だ
あ
ん
な
り
。

と
あ
る
所
で
は
、
同
様

に

「
ふ
く
た

い
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
絵
巻
詞
書
で
は
、

た
だ

「
た
い
」
と
の
み
出

て

「
ふ
く
」
を

つ
け
な
い
。
お
そ
ら
く
、
真
綿
を
入
れ

刺
子
を
施
し
た
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
風
の
僧
の
暖
衣

「複
柄
」
は
、

○
貧
乏

し
き
僧

・
尼

に
維

・
綿

・
布
を
施
り
た
ま
ふ
。

(
日
本
書
紀

天
武
八
年

三
月
)

と
い
う
奈
良
朝
か
ら
平
安
前
期

の
漢

語

一
辺
倒
だ

っ
た
頃
の
呼
称
で
、
平
安
中
ご

ろ
以
降
は
、
「
ふ
く
た
い
と
い
う
物
」
と
い
う
様
に
な
じ
み
が
薄
く
な

っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
宇
治
拾
遺
中
の

「上
緒
主
得
金
事

捌
」
で
あ
る
。
今
昔

に
も
重
出
す
る

こ
の
物
語
は
、
そ
の
終
り
の
方
に
大
納
言
源

の
貞

(嵯
峨
天
皇
子
)
と
の
か
か
わ
り
が
語
ら
れ
、
貞
観
あ
た
り
の
た
い
そ
う
古

い
事
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
緒

の
主
な
る
主
人
公
が
、
中
が
金
色
の
石
を
手

に
入
れ
る
代
り
に
、
持
主
だ

っ
た
女

に
、

○
わ
た
ぎ

ぬ
を

ぬ
ぎ

て
、
た

ゴ
に
と
ら

ん
が
罪

え
が
ま
し
け
れ
ば

、
此
女
に
と
ら
せ

つ
。

と

い

う

と

こ

ろ
が

あ

る
。

す

る

と

女

は
、

○

「
ふ
よ
う

の
石

の
か
は
り

に
、

い
み
じ
き
た
か

ら

の
御

そ

の
わ

た

の
い

み
じ
き

給

は

ら
ん
物
と
は
、
あ
な
お
そ
ろ
し
」
と

い
ひ
て
、
さ

ほ
の
あ

る
に
か
け

て
お
が
む
。

と
、
「綿
衣
」
を
よ
ほ
ど
貴
重
な
も
の
を
拝
領
し
た
と
い
う
風
に
受
取

っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く

「
ふ
く
た
い
と
い
ふ
物
」
も
、
そ
の
切
れ
端
に
縁
を
結
ぼ
う
と
い
う
よ

う
な
人
々
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
な
り
の

「宝
の
御
衣
」
の
響
き
が
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が

「上
緒
主
得
金
事
」

の
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
今
昔

(巻
26
ー

第
13
)
で
は
、
「着
タ
ル
衣
ヲ
脱
テ
堰

二
取
ラ
ス
レ
バ
、
」
「
娼
…
…
不
用
ノ
石

ノ

替

二
此
許
極
キ
財

ノ
御
衣

ヲ
給

ハ
ラ
ム
ト

ハ
不
思
ツ
。
穴
怖
シ
」
と
な

っ
て
い
て
、

わ
た
ぎ
ぬ

「綿
衣
」
が
単
な
る

「
衣
」
に
な

っ
て
い
る
。
今
昔
本
朝
世
俗
部
は
、
総
じ
て
、

今
昔
な
り
の

「今
」
の
感
覚
や
詞
で
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著

で
あ
り
、
そ
の

こ
と
は
、
伊
勢
物
語
に
重
な
る
話
な
ど
で
対
照
す
る
と
よ
く
わ
か
る
が
、
お
そ
ら

く
こ
こ
も
綿
衣
が
す
た
れ
重
ね
着
が

一
般
に
な

っ
て
い
た
院
政
期
初
め
頃
の
京
の

感
覚
で
語

っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
昔
と
成
立
時
期
が
近
い
と
み
ら
れ
る

絵
巻
の
詞
書
が
、
「
ふ
く
た
い
」
を
た
だ

「た
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
と

の
偶
合

は
た
い
そ
う
興
味
深
い
。

な
お
、
宇
治
拾
遺
中
の
平
安
前
期
の
こ
と
を
語
る
物
語
で
、
今
昔
に
同
文
脈
で

重
出
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
今
昔
は
用
い
な
い
古
め
か
し
い
用
語
を
、
宇
治
拾

遺

で
は
、
古
語
の
稀
少
例
と
し
て
伝
え
遺
し
て
語

っ
て
い
る
も
の
が
、
次

の
よ
う

に
折
々
見
出
せ
る
。

○

陽
勝
仙
人
と
申
仙

人
、
空

を
飛

て
こ
の
坊

の
う

へ
を

過
け

る
が

…

…
お

り

て
高

欄

の

ほ
こ
木

〈
高
欄

の
上
位
の
横

木

11
鳥
居
桁
〉

の
上

に
居
給

ぬ
。
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(千
手
院
僧
正
仙
人

逢
事
鵬
)

○
長
高
き
僧

の
鬼

の
ご
と
く
な

る
が
、
信
濃
布

〈科

の
繊
維

に
よ
る
粗
布
〉

を
衣

に
き

、

杉

の
足
駄

を
は
き

て
、

(相
応
和
尚
上
都
卒
天
事
鵬
)

○
棒

・
榊

・
鈴

・
鏡
を
ふ
り
あ

は
せ
て

〈
タ

マ

(霊

)

ブ
リ

の

ブ
リ

ア

ハ
セ
〉

さ
き

を

ひ
の
の
し
り

て
も

て
ま

い
る
さ
ま

い
と

い
み
じ
。

(
吾
嬬
人
止
生

賛
事
舶
)

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
そ
れ
ら

「
昔
」
の
物
語
と
、
宇
治
拾
遺

の
中

で
一群
も

成
し
な
が
ら
、
主
人
公
命
蓮
の
生
き

た
延
喜
の
頃
か
ら
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
古
き
よ

き
時
代
の
語
り
口
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
伝
え
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二

 

「
信
濃
国
聖
事
」

の
第
一場
は
、
「東
大
寺
の
仏
の
御
ま

へ
」

で
あ
る
。
信
貴
山
は
、

そ
こ
か
ら
ち

ょ
う
ど

「
坤
の
か
た
に
あ
た
り
て
山
か
す
か
に
み
ゆ
」
と
遠
望
さ
れ

る
実
在
性
を
も

っ
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
展
開
の
上

で
の
重
要
句

で
あ

り
、
後
に
ま
た
、
信
濃
か
ら
は
る
ば

る
東
大
寺
を
目
当

て
に
尋
ね
て
来
た
姉
の
尼

君
が
、

○

こ
れ
よ
り

ひ

つ
じ
さ
る

の
か
た

に
山
あ
り
。
其
山

に
雲

た
な
び
き
た
る
所
を
行

て
尋
よ
。

と
、
夢
に
大
仏
の
仰
せ
を
う
け
て
、

○

ひ

つ
じ

さ
る
の
か
た
を
見
や
り
た
れ
ば
、

き
た
り
。

山
か
す

か

に
見

ゆ

る
に
、

紫

の
雲

た
な

び

と
、
三
た
び
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
て
、
聞
手
に
反
復
効
果
に
よ
る
そ
の
後
の
展
開

を
暗
示
し
、
い
か
に
も
口
語
り
に
発
し
た
ら
し
い
物
語
の
名
残
り
を
伝
え
る
も
の

で
あ
る
。
語
り
手
も
ま
た
、
信
貴
山
が
東
大
寺
か
ら
坤
の
方
に
あ
た
る
と
い
う
位

置
関
係
の
実
感
を
も

っ
て
語

っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
腎
の
信
貴

山

の
こ
と
と
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
風
に
人
跡
ま
れ
な
け
わ
し
い
山
だ
と

か
、
ど
こ
に
庵
を
結
び
堂
を
建
て
て
ど
ん
な
修
行
を
し
た
か
と
い
っ
た
具
体
性
は

皆
無

で
、
た
だ
、

○
行
て
山
の
中
に
え
も
い
は
ず
行
ひ
て
過
す
程
に
、
す
ゴ
う
に
ち
い
さ
や
か
な
る
厨
子

仏
を
お
こ
な
ひ
い
だ
し
た
り
。

と
い
う
の
み
で
あ
り
、
尼
君
が
尋
ね
て
ゆ
く
場
合
に
も
、

○
そ
な
た
を
さ
し
て
行

た
れ
ば

、
ま

こ
と
に
堂

な
ど
あ
り
。

と
、
至

っ
て
簡
略
に
す
ま
さ
れ
る
。
鹿

の
遊
ぶ
美
し
い
生
駒
信
貴
山
系

の
景
が
描

か
れ
る
絵
巻
の
詞
書
で
も
あ
る

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
実
は
、
信
貴
山
が
ど
ん
な

所
か
は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
昔
巻
11
1
第
36

の

「修
行
僧
明
練
始
建
信
貴
山
語
」
と
見
比

べ
る
と
、
そ
の
違
い
が
明
白
で
あ
る
。

「明
練
」
は

「常
陸
国
人
」
と
す
る
今
昔
の
方
で
は
、
東
大
寺

の
名
も
大
仏
と

の

か
か
わ
り
な
ど
も

一
切
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
諸
国
修
行

の
間
に
大
和
国

に
至

っ
た
修
行
僧
が
、

○
東

ノ
高

キ
山

ノ
峯

二
登

テ
見

レ
バ
、
西

ノ
山

ノ
東

面

二
副

テ

一
小

山
有

り
。

其
山

ノ
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上

二
五
色

ノ
奇
異

ナ

ル
雲
覆

ヘ
リ
。

と
、
五
色
の
雲
の
覆
う
山
を
目
に
と
め
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
、

○
其

ノ
雲

ヲ
注

ニ
テ
尋
ネ
行

ク
。

山

ノ
麓

二
至

ヌ
。
山

二
登

ラ

ム
ト
為

ル

ニ
、

人

跡
元

シ
ト
云

ヘ
ド
モ
、
草

ヲ
分

チ
木

ヲ
取

テ
登

ル

ニ
、
山

ノ
上

二
猶

此

ノ
雲

有

リ
。

其
所

ヲ
指

テ
登

リ
立

チ
見

ル

ニ
、
東

西
南
北

ハ
遙

二
谷

二
下

タ
リ
。
峯

一
ツ
有

リ
。

…

…
木

ノ
葉

多
積

テ
地

モ
不
見
、
只
指
出

タ

ル
物

ハ
大

二
喬
立

テ
ル
石
共
也
。

○
忽

二
柴

ヲ
折

テ
庵

ヲ
造

テ
、
其

レ
ニ
居

ヌ
。
亦
、

忽

二
人

ヲ
催

テ
其
櫃

ノ
上

二
堂

ヲ

造

リ
覆

ヘ
リ
。
大
和

・
河
内

ノ
両
国

ノ
辺

ノ
人
、
自

然

ラ
此
事

ヲ
聞

キ
継

テ
、

各

力

ヲ
加

ヘ
テ
此
堂

ヲ
造

ル

ニ
、
靱

ク
成

ヌ
。

な
ど
と
、
信
貴
山

の
山
容
や
開
山
の
さ
ま
が
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
具

体
性
は
、
「
資
財
宝
物
帳
」
に
記
さ
れ
た
近
在
か
ら
の
多
く
の

「
施
入
」

や

「
造

堂
」
の
記
述
に
も
よ
り
近
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
今
昔
は
、
現
実
に
信
貴
山
の
よ

う
な
山
で
修
行
も
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
修
行
僧
系

の
語
り
口
が
も
と
に
な

っ

た
、
そ
の
題
目
ど
お
り
の

「始
建
信
貴
山
」
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
古

本

.
宇
治
が
伝
え
る
よ
う
な
語
り
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
語
り
手

に
発
す
る

も
の
だ
ろ
う
か
。

「
信
濃
国
聖
事
」
は
、
絵
巻
が
冒
頭
部
を
省
い
た
三
巻
仕
立

て
で
伝
わ
る
よ
う

に
、
冒
頭
部
分
に
続
き
、
飛
倉
の
段

・
延
喜
加
持
の
段

・
尼
君
の
段
の
、
明
ら
か

な
四
段
仕
立
て
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
起
承
転
結
構
成

で
も
あ

り
、
宇
治
拾
遺
の
中
の
源
隆
国
没
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
古
い
物

　　
　

語
に
と
り
わ
け
特
徴
的
な
語
り
方

で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
序
破
急
三
段
構
成
の

院
政
期
末
成
立
か
と
見
ら
れ
る
物
語
群
と
、
宇
治
拾
遺
の
中
で
明
ら
か
な
特
徴
と

し
て
二
分
も
さ
れ
る
も
の
で
、
「信
濃
国
聖
事
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
手
が
か

り
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
起
承
転
結
構
成
の
結
に
あ
た
る
尼
君
の
段
は
、
東
大
寺

の
仏
の
前

か
ら
坤
の
方
を
望
む
反
復
の
語
り
で
、
当
然
、
冒
頭
部
を
承
け
て
語
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
結
び
は
、

○
さ

て
、
お

ほ
く

の
年
比
、
此

ふ
く

た
い
を

の
み
き

て
行

ひ
け
れ
ば
、
は

て
は

や
れ
ノ
＼

と

き
な

し

て
あ
り

け
り

。
鉢

に
な
り

て
き
た
り
し
蔵

を
ば
飛

く
ら
と
そ

い
ひ
け
る
。

そ

の
蔵

に
ぞ
ふ
く
た

い
の
や
れ
な
ど

は
お
さ
め
て
ま
だ

あ

ん
な

り
。

其

や
れ

の

は
し

を

つ
ゆ
計
な
ど
を

の
つ
か
ら
縁

に
ふ
れ

て
え
た
る
人

は
ま
も

り

に
し

け
り
。

そ

の
蔵

も
朽
や
ぶ
れ

で
い
ま
だ
あ
ん
な
り
。

そ
の
木

の
は
し

を
露

斗

え
た

る
人

は
ま

も

り

に

し
、
毘
沙
門
を
作
た

て
ま

つ
り

て
持
た

る
人

は
か
な

ら
ず
徳

つ
か

ぬ
は
な

か
り

け
り

。

さ
れ
ば
き
く
人
縁
を
尋

て
其
倉

の
木

の
は
し
を
ば
買
と

り
け
る
。

と
、
尼
君
の
持
参
し
た

「
ふ
く
た
い
」
の
こ
と
と
共
に
飛
倉
の
こ
と
を
承
け
た
結

び
と
な

っ
て
お
り
、
冒
頭
部
お
よ
び
飛
倉
の
段
と
、
尼
君
の
段

(お
よ
び
結
び
)

と
は
、
密
接
な
か
か
わ
り
を
も

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「転
」
に
あ
た

る
延
喜
加
持

の
段
は
、

○
あ

る
人

の
申

や
う

「河
内

の
信
貴
と
申
所

に
此
年

来
行

て
里

へ
出

る
事
も

せ

ぬ
聖
候

也
。

そ
れ

こ
そ
い
み
じ
く
た
う
と
く
し
る
し
あ

り

て
鉢

を
飛

し

さ

て
ゐ
な

が
ら

よ

う
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づ
あ
り
が
た
き
事

を
し
候
な
れ
。
…
…
」

と
、
い
ち
お
う

「鉢
飛
し
」
に
は
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
今
昔
に
も

「鉢

ヲ

飛
シ
テ
食
ヲ
継
ギ
」
と
あ
る
の
と
同
様
、
当
時
の
験
力
を
得
た
聖
に
対
す
る

一
般

的
な
言
わ
れ
方
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
、
と
く
に
他
の
段
と
か
か
わ
っ
て
語
ら
れ

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
「
信
貴
」
と
い
う
地
名
も
、
帝
近
侍

の

「
あ
る
人
」

の
言
と

し
て
こ
こ
で
は
じ
め
て
出
る
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
四
段
中
、
延
喜
加
持
の

段
の
み
は
や
や
独
立
的
で
、
か
り
に
そ
れ
を
省
い
た
形
で
展
開
し
て
い
た
物
語
と

す
る
と
、
先
に
挙
げ
た
結
び

の
部
分

の
利
益
語
り
も
、
承
け
方
が
よ
り
密
接
で
脇

に
落
ち
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、

○

さ
て
、
信

貴
と

て
え
も

い
は
ず
験

あ
る
所
に

て
今

に
人

々
あ
け
く
れ
ま

い
る
。

と
い
う
結
文
も
、
さ
い
ご
に
は
じ
め

て
具
体
名
が
出
る
形
と
な

っ
て
、
縁
起
風
語

り
口
も
生
き
る
も
の
だ
ろ
う
。

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
口
語
り
か
ら
文
字
語
り
と
さ
れ
た
過
程
で
、
い
っ
た
ん

延
喜
加
持
の
段

の
な
い
形
で
書
き
と
ら
れ
て
い
た
利
益
語
り
の
物
語
に
、
あ
と
か

ら
延
喜
加
持
の
段
を
挿
し
入
れ
て
、
起
承
転
結
構
成

に
つ
く
り
直
し
た
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
語

り
の
言
葉
づ
か
い
の
細
部
に
お
い
て
も
、
次

の
よ
う
な
差
異
を
も

つ
こ
と
で
確
認

で
き
る
。

尼
君
の
段
で
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
部
分
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
接
続
詞
の

サ
テ
、
係
助
詞
の
ゾ
、
副
助
詞
の
ナ
ド
、
助
動
詞

の
ケ
リ
が
、
と
く
に
頻
用
さ
れ

て
目
に
つ
く
が
、
そ
れ
ら
は
冒
頭
部

や
飛
倉
の
段
に
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
延
喜
加
持

の
段

で
は
、
ケ
リ
が
わ
ず
か
に
二
度
使
わ
れ
る
の

み
で
、
文
末
も
ほ
と
ん
ど
が
動
詞
原
形
止
め
、
会
話
で
坦
々
と

つ
な
い
で
ゆ
く
語

り
方
が
主
で
、
接
続
詞
な
ど
は
用
い
ら
れ
な
い
。
今
そ
の
こ
と
を
、
具
体
的
に
頻

度
数
で
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

全
体
数

サ
テ

(接
続
詞
)

9

〈
8
>

ゾ

(係
助
詞
)

6

ナ
ド

(副
助
詞
)

6

ケ
リ

(助
動
詞
)

30

延
喜
加
持

の
段

の
数

1

〈
0
>

01

〈

〉

の
数

は
、

2

延
喜
加
持
の
段
は
、
禁
裏
の
奥
深
く
、

た
と
え
ば
大
鏡
の
語
り
手
が
、

○

い
か

で
か
く
よ
う
つ

の
こ
と
、

会
話
中

を
省

い
た
数
。

帝
の
寝
所
に
ま
で
近
侍
し
た
語
り
で
、

御
簾

の
う
ち
ま

で
聞
ら
ん
と
お
そ

ろ
し
く
…
…

(巻
六
)

と
こ
だ
わ

っ
た
、
下
々
で
は
容
易
に
語
り
得
な
い
お
そ
れ
多
い
領
域
で
あ
る
。
そ

れ
を
、
何
の
禅
り
も
な
く
帝
に
近
侍
し
、
勅
使
の
蔵
人
よ
り
も
高
い
視
点
の
言
葉

づ
か
い
で
坦
々
と
語
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
身
分
の
人
の
語
り
口
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
飛
倉

・
尼
君
の
段
と
延
喜
加
持

の
段
と
は
明
ら
か

に
別
口
に
発
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
口
々
の
語
り
を
融
合

さ
せ
て
、
「
信
濃
国

聖
事
」
は
成
立
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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延

喜

加

持

の
段

が

挿

入

さ

れ

る

前

の
利

益

物

語

は
、

そ
も

そ
も

ど

の
よ

う

な

場

で
語

り

出

さ

れ

た

も

の

で
あ

ろ

う

か
。

資

財

宝

物

帳

の
記

述

や

今

昔

の
語

り

が

東

大

寺

に

は

全

く

触

れ

な

い

よ

う

に
、

東

大
寺

と

信

貴

山

は

寺

と

し

て
と

く

に
関

係

が

あ

る

わ

け

で
は

な

い
。

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

東

大

寺

の
仏

の
御

前

が

重

要

な

場

面

と

な

っ
て

い
る

の

は
、

物

語

の
直

接

の
内

容

と

は

別

の
意

味

が

あ

る

の

で
は

な

い
だ

ろ

う

か

。

主

人

公
命

蓮

の
生

き

た

時

代

と

ほ

ぼ
同

時

代

、
宇

多

・
醍

醐

・
朱

雀

の
約

五

十

年

間

の
宮

廷

社

会

が

回

想

的

に
語

ら

れ

る
大

和

物

語

は

、

後

半

部

分

に
そ

れ

以

前

の
時

代

か

ら

の
昔

物

語

を

収

め

る

が
、

一
四
七

段

か

ら

一
五

八

段

(岩

波

大
系
本

に
よ

る
)

の
大

和

国

の
古

物

語

の
中

に
、

津

の
国

(
臼Y-

0ハU

」4ム
●
4皿ニ

ー

唱書畳●)
、

陸

奥

(
燭

)
、

信

濃

(
651
)
、

下

野

(
塀
)

と

い

っ
た

他

国

の
物

語

が
含

ま

れ

て

い

る

。

そ

れ

ら

を

も

な

ぜ

大

和

物

語

と

す

る

の
か

は
、

付

載

説

話

の
中

に
、

○
さ

て
、

か
の
は

つ
せ

に
ま
う

で
て
、

三
条

よ
り
か

へ
り
け

る

に
、

あ
す

か
も

と
と

い

ふ
所

に
、

あ
ひ
し
れ
る
法
師
も
俗
も
あ
ま

た
い
で
き
て
、

「
け
ふ
日
は
し
た
に
な
り
ぬ
。

な
ら
ざ
か

の
あ
な
た
は
、
人

の
や
ど
り
給

ふ
べ
き

家

も
さ

ぶ
ら

は
ず
、
こ

＼
に
と
ま

ら

せ
給

へ
」

と
い
ひ

て
、
か
ど
な
ら

べ
に
家

ふ
た

つ
を
ひ
と

つ
に

つ
く
り
あ

は
せ

た

る
、

を
か
し
げ

な
る
に
ぞ
と

ゴ
め
け

る
。
あ

る
じ
な

ど
人

々
し

け
れ
ば

、

物

な
ど

く

ひ

て

さ
は
が
し
き

ほ
ど
し
づ
ま
り
、

ほ
ど
な
く
夕
ぐ

れ
に
は
な
り
て
け
り
。

(平
中
物
語

三
六
段

ほ
ぼ
同
文
)

と
い
っ
た
、
初
瀬
詣

で
の
宿
場
と
し

て
の
飛
鳥
本

伝
え
る
語
り
の
あ
る
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

(元
興
寺
近
く
)

の
雰
囲
気
を

ふ
る
さ
と

平
安
前
期
、
東
大
寺
界
隈
は
、
古
都
で
あ
り
、
大
仏
殿

・
戒
壇
院
が
あ
り
、
長

谷
参
り
の
宿
場
で
も
あ
る
と
い
っ
た
、
処
々
方
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
持

っ

や

そ

た
人
々
が
往
来

・
集
散
し
、
い
わ
ば
言
霊
の
八
十
の

「ち
ま
た
」
と
し
て
様
々
の

う
わ
さ
、
物
語
な
ど
も
ゆ
き
か
う
聖
域
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
「
大
和
物
語
」

と
は
、
「大
和
」
を
語
る
と
共
に
、
「大
和
」
と
い
う
特
別
の
場
で
語
ら
れ
た
物
語

と
し
て
、
津
の
国
や
陸
奥
や
信
濃

・
上
野
の
こ
と
も
、
お
の
ず
と
そ
の
中
に
流
れ

　ヨ
　

込
ん
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
「東
大
寺

の
仏

の
御
前
」
と
は
、
要
す

る
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
た
聖
域
の
中
心
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ま
う
れ
ん
聖
は
、
信
濃
か
ら
来
た
人
と
し
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
資
財
宝
物
帳

の
、

○
右
命
蓮

、
以
寛

平
年
中
、
未
弁
寂
麦
幼
稚
之
程
、
参
登
此
山
。
但
所
有
方
丈
円
堂

一宇
、

安
置
毘
沙
門

一
躯
。
愛
愚
私
造
闇
室
、
限
十

二
年
山
蟄
勤
修
之
間
、
更
無
人
音
、

仏
神

有
感
。

…
…

と
い
う
、
「承
平
七
年
六
月
十
七
日
住
侶
沙
弥
」
と
あ
る
い
わ
ゆ
る
置
文
の
傍
点

を
付
け
た
部
分
は
、

つ
ま
り
は
仏
道
修
行
の
イ

ロ
ハ
も
弁
え
な
い
幼
い
時
分
に
こ

の
山
に
登

っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
今
昔
の

「国
々
ノ
霊
験

ノ
所
々

二

修
行

ス
ル
間

二
、
大
和

二
至
」

っ
た
常
陸
国

の
修
行
僧
と
い
う
よ
り
も

「信
濃
国

聖
事
」

の
、
た
だ

一
途

に
東
大
寺
を
目
ざ
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た

「
の
ど
や
か
に
住

ぬ
べ
き
所
」
と
し
て
坤

の
方
の
山
を
目
ざ
し
た
と
す
る
山
国
信
濃
出
の
少
年
僧
と

い
う
方
が
、
本
当
ら
し
く
聞
こ
え
る
。
後
に
、
案
じ
た
姉
君
が

「
ま
う
れ
ん
小
院

や
い
ま
す
る
」
と
尋
ね
て
来
る
と
い
う
の
も
、
い
か
に
も

「小
院
」
と
呼
ぶ
幼
い
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時
分
に
別
れ
た
風
情
を
伝
え
て
い
る
。

　る
　

ま
た
今
昔
は
、
も

っ
ぱ
ら

「多
門
天
」

の

「石
櫃
」

の

「
希
有
ノ
瑞
相
」
を
中

心
に
す
え
て
語
る
が
、
資
財
宝
物
帳

の

「安
置
毘
沙
門
一躯
」

と
い
う
の
み
の
記

述
は
、
む
し
ろ
、

○
す

ゴ
う
に
ち

い
さ
や
か
な

る
厨
子
仏
を

お
こ
な

ひ
だ

し
た

り
。

し
ま
し

け
る
。

毘

沙
門

に

て
ぞ
お

は

と
い
う
あ
た
り
の
方
が
よ
く
対
応
す

る
。

つ
ま
り
、
今
昔
の
語
り
方
は
、
信
貴
山

の
山
容
や
房
舎
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
実
味
を
も

っ
て
い
る
が
、
ミ
ヤ
ウ
レ
ン

自
身
に
つ
い
て
は
、
開
山

の
偉
業
を
な
し
と
げ
た
伝
説
の
聖
と
い
う
以
上
に
は
、

ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
な
く
語

っ
た
可
能
性
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ま
た
、
飛
倉
が
現
実
に
あ

っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
、
信
濃
か

ら

「ふ
く
た
い
」
を
持

っ
て
姉
が
尋

ね
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
如
何
だ
ろ
う
か
。

物
語
の
結
末
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
飛
倉
と
複
柄
の
利
益
を
語

っ
て

結
ば
れ
る
。
人
々
に
と

っ
て
、
そ
の
語
り
の
ま
こ
と
ら
し
さ
は
、
破
れ
朽
ち
な
が

ら
も

「
い
ま
だ
あ
ん
な
る
」
飛
倉
や
複
柄
の
切
れ
端
を
見
る
こ
と
で
、
あ
り
あ
り

と
信
受
さ
れ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
仏
舎
利
の
よ
う
に
、
実
体
の
何
倍
も
の
切
れ

端
が
出
廻

っ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
利
益
が
説
か
れ
る
時
は
、
こ
の
物
語
が
語

ら
れ
、
こ
の
語
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
、
ま
た
競

っ
て
そ
の
切
れ
を
求
め
る
と
い
う
、

新
興
宗
教
的
狂
信
の
熱
気
が
、
命
蓮
没
後
さ
ほ
ど
の
年
月
を
経
ず
し
て
あ

っ
た
こ

と
も
、
物
語
は
お
だ
や
か
に
語
り
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
い
ま
だ
あ
ん
な
る
」

と
い
う
伝
聞
の
言
い
方

の
繰
り
返
し

は
、
明
ら
か
に

「ま
だ
あ
る
」
こ
と
を
じ
か

に
目
に
し
て
は
い
な
い
、
信
貴
山
を
い
わ
ば

「
か
す
か
に
」
望
み
な
が
ら
の
語
り

と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
い
み
じ
く
も
語
り
残
し
て
い
る
。
多
分
こ
の
物
語

の
語
り
手
は
、
今
昔

の
語
り
手
の
よ
う
に
は
、
信
貴
山
に
登

っ
て
み
た
こ
と
は
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

信
貴
山
資
財
宝
物
帳
に
は
、
「伊
福
部
薬
子
等
施
入
地
参
段
/
志
紀
定
子
施
入

地
漆
段
/
飛
鳥
戸
糺
子
施
入
田
壱
段
/
尼
妙
恩
施
入
地
壱
段
並
林
地
騨
段
」
等
と
、

と
く
に
女
の
田
畑
の
施
入
が
目
立

っ
て
い
る
。
信
貴
山
が
急
速
に
人
々
の
信
仰
を

得
、
飛
倉
の
風
聞
を
生
む
ほ
ど
に
た
ち
所
に
堂
宇
を
整
え
得
た
の
は
、
命
蓮

の
力

に
あ
わ
せ
て
、
あ
る
い
は
姉
の
尼
君
と
の
共
住
に
よ
っ
て
、
近
在
の
身
よ
り
を
な

く
し
た
女
達
が
、
財
物
の
施
入
と
共
に
入
山
し
て
身
を
托
す
と
い
っ
た
こ
と
も
あ

っ

　　
　

た
の
だ
ろ
う
。
倉
の
木
の
端
が
徳
の
つ
く
守
り
と
さ
れ
た
の
は
と
も
か
く
、
複
柄

の
破
れ
の
切
れ
が
何
の
利
益
に
な
る
と
説
か
れ
た
か
は
、
お
そ
ら
く
ポ

ッ
ク
リ
寺

信
仰
の
よ
う
な
、
安
ら
か
な
老
い
と
死
を
迎
え
ら
れ
る

「ま
ぼ
り
」
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
利
益
を
語
る
こ
の
物
語
の
原
型
が
、
当
然
実
際
に
そ
の
利

益
に
対
し
切
実
な
祈
り
を
も

つ
人
々
を
中
心
に
、
語
り
継
が
れ
た
も
の
だ

っ
た
こ

　　
　

と
は
言
を
ま
た
な
い
。

後
に
、
今
鏡
は
、
そ
の
冒
頭
で
語
り
手
を
、

○
や
よ

ひ
の
十

日
あ
ま
り

の
こ
ろ
、
同
じ
心
な
る
友
だ

ち
あ

ま

た

い
ざ

な

ひ

て
、

長

谷

に
詣

で
侍
り
し

つ
い
で
に
、
よ
き
た
よ
り

に
寺
巡

り
せ
む

と

て
、

大
和

の
方

に
旅

あ

り
き

日
ご

ろ
す
る

に
、
…
…
み
つ
は
さ
し
た
る
女

の
杖

に
か
か

り

た
る

が
、

あ

の
わ

ら
は

の
花
が
た
み

に
さ
わ
ら
び
折
り
入
れ

て
、
ひ
ぢ

に
か

け

た
る

一
人

ぐ
し

て
、

そ
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の
木

の
下

に
い
た
り
ぬ
。

と
い
う
老
女
と
す
る
が
、
平
安
中
ご

ろ
以
降
、
そ
の
よ
う
な

「昔
物
語
」
を
す
る

老
女

・
老
尼
体

の
人

々
に
、
長
谷
詣

で
や
大
和
の
寺
巡
り
の
折
な
ど
に
は
出
会
う

こ
と
も
稀
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
設
定
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

三

「
信
濃
国
聖
事
」

の
延
喜
加
持
の
段
を
除
い
た
原
型
を
、
い
わ
ば
老
女
か
ら
の

聞
書
き
風
の
語
り
口
で
書
き
と

っ
た
人
と
、
延
喜
加
持
の
段
を
落
き
入
れ
た
人
と

は
、
同

一
人
物
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
す
で
に
多
く
の
先
学
の
所
見
も
あ
る
こ
と
な
が
ら
、

現
存
三
本
の
異
同
に

つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
周
知
の

と
お
り
、
絵
巻
は
冒
頭
部
か
ら
飛
倉

の
段
の
ほ
と
ん
ど
を
欠
き
、
そ
の
他
延
喜
加

持
の
段

の
中
間
等
に
も
省
略
部
分
が
あ
り
、

一
方
古
本
は
尼
君
の
段
で

一
丁
分
欠

落
が
あ
る
の
で
、
三
本
の
本
文
が
共

に
備
わ
る
の
は
物
語
文
全
体
の
半
分
強
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
を
も
と
に
、
ま
ず
全
体
的
な
三
本
の
関
係
を
大
雑
把
に
い
う
な
ら
、

　ア
　

 古
本
と
宇
治

(と
く
に
御
所
本
)
と
は
か
な
り
近
く
、
絵
巻
詞
書
は
両
者
と
は
少

し
距
離
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
古
本
系
統
か
ら
出
て
い
る
と
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

絵
巻
は
、
飛
倉
の
段
の
終
り
の
所

で
詞
書

に
し
て
十
行
分
程
度
、
剣
の
護
法
を

つ
か
わ
す
所
で
六
行
分
程
度
、
そ
の
他
に
も
若
干
、
古
本

・
宇
治
が
共
通
に
も

つ

部
分
を
省
略
し
て
い
る
。
し
か
し
、
古
本

・
宇
治
と
の
距
離
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
こ
と
よ
り
も
、
延
喜
加
持

の
段
を
中
心
と
す
る
次
の
よ
う
な
敬
語
の
用
語
の

違
い
で
あ
る
。

さ
て
は
も

し
お
こ
た
ら
せ
お
は
し
ま
し
た
り
と
も

(
古

・
宇
)

[

さ
て
は
も

し
を

こ
た
ら
せ
た
ま
ひ
た
り
と
も

(
絵
)

さ
ら
ば

い
の
り
ま
い
ら
せ
ん
、

や
め
た
ま

へ
ら
ば

(古
)

〈宇

は
省
略
〉

[
も

し
、

い
の
り
や
め

ま
い
ら
せ
た
ら
ば

(
絵
)

御
心
地

さ
は
ー

と
な

り
て
、

い
さ
さ
か
心
く
る
し
き
御

事
も
な
く

(
古

・
宇
)

[
お
ほ
む
心
ち

さ
は
ー

と

な
ら
せ
た
ま
ひ

て
い
さ

＼
か

く

る
し
き

こ
と

も

お
は

し
ま

さ
で

(絵
)

た
う
と
く

お
ぼ
し
め

肌
敗
人
を

つ
か
は

れ
て

(
古

・
宇
)

〈
左
、
古

本
〉

[

た
う
と
く

お
ぼ
え

さ
せ
た
ま

へ
ば
、
人

つ
か
は
す

(絵
)

絵
巻
詞
書
は
、
こ
れ
ら
に
見
る
限
り
明
ら
か
に
別
口
で
語
り
直
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
宇
治
と
古
本
と
で
異
な
る

「東
大
寺

・
山
階
寺
」
「
僧
都

・
僧
正
」

の
順

番
や
、
結
び
の
部
分
な
ど
で
、

び

さ
も

ん
を

つ
く
り
た

て
ま

つ
り
て
ぢ
し
た

て
ま

つ
る
ひ
と
は

[
毘
沙
門
を
作
た

て
ま

つ
り

て
持

た
る
人

は

(宇
)

え
も

い
は
ず
げ
ん
じ
給
と

こ
ろ
に
て

(古

・
絵
)

[
え
も

い
は
ず
験
あ

る
所

に
て

(宇
)

(
古

・
絵

)
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と
、
宇
治
と
古
本
で
異
な
る
言
葉
遣

い
が
、
絵
巻
は
古
本
の
方
に
重
な
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
で
、
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
絵
巻
詞
書
は
古
本
系
統
か
ら
派
生
し
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
宇
治
は
古
本
に
く
ら
べ
、

と
く
に
延
喜
加
持
の
段
を
中
心
に

一
見
省
語

的
に
み
え
る
が
、
句
な
い
し
文

レ
ベ

ル
の
相
違
は
、

此
山

の
ふ
も
と

に
い
み
じ
き
下
す
徳
人

あ
り
け
り
。
(
宇
)

[
山
ざ

と

に
げ
す

に
人
と

て
い
み
じ
き
と
く
に
む
あ
り
け
り
。
(
古
)

と
い
う
所
が
目
に
立

つ
以
外
、
特
記
す
べ
き
所
は
な
い
。
他
は
、

古
本
に
な
い
部
分
が
次
の
傍
線
部

の
二
か
所
、

宇
治
に
あ

っ
て

○
す

ゴ
う

に
ち

い
さ

や
か
な

る
厨

子
仏
を
お

こ
な

ひ
い
だ

し
た

り
。

毘
沙

門

に

て
ぞ
お

は
し
ま
し
け
る
。

○
河
内

国

に
此
聖

の
お

こ
な
ふ
山

の
中

に
飛
行

て
、

聖

の
坊

の
か

た

櫨
肌

に
ど
う

と
お

ち
ぬ
。

逆
に
、
古
本
に
あ

っ
て
宇
治
に
な
い
部
分
が
、

尼
君

の
段

の
冒
頭
部

に
二
か
所

(用
例
後
掲
)
あ
る
が
、
こ
の
二
か
所

は
絵
巻
に
は
あ
る
の
で
、
い
ち
お
う
宇
治
の

方
が
省
略
し
た
か
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「信
濃
国
聖
事
」

の
三
本

の
比
較

だ
け
で
見
れ
ば
、
絵
巻
と
も
近

い
古
本
が
よ
り
原
本
的
体
裁
を
保
ち
、
そ
れ
に
対

し
宇
治
は
省
文

・
省
語
気
味
だ
と
い
う
の
が
、
大
略
の
見
方
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し

一
章
で
目
録
を
挙
げ
た
古
本
説
話
下
巻
に
お
け
る
宇
治
拾
遺
と
の
重
複
物

語
全
般
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
う
単
純
に
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
あ
り
様
を
孕
ん

で
い
る
。

宇
治
拾
遺

・
古
本
説
話
下
巻
重
出
の
十

一
話
は
、
同
文
度
は
必
ず
し
も
各
話

一

様
均

一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
傾
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
、
「
清
水
寺

御
帳
給
女
事
」
を
筆
頭
に
和
文
的

・
民
間
物
語
的
な
も
の
が
概
し
て
同
文
度
が
高

く
、
「留
志
長
者
事
」
「極
楽
寺
僧
施
仁
王
経
験
事
」
の
よ
う
に
、
先
行
文
字
資
料

が
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
、
か
え

っ
て
異
文
度
が
高
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

「極
楽
寺
僧
施
仁
王
経
験
事
」
は
堀
河
太
政
大
臣
基
経
に
か
か
わ
る
寛
平
ご
ろ

の
こ
れ
も
た
い
そ
う
古
い
事
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
護
法
童
子
が
病
鬼
を
追
払

う
と
い
う
点
で
、
延
喜
加
持
の
段
に
通
う
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
今
昔
と

も
同
文
脈
で
重
な
る
が
、
全
般
的
に
宇
治
と
今
昔
が
語
り
口
や
用
語
で
近
く
、
古

本
は
和
ら
げ
た
用
語
で
語
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
と
く
に
次
の
よ
う
な
違
い
で

確
認
で
き
る
。

轟臨「
古

(相
当
句
な
し
)

仁
王
経
を
他
念
な
く

よ
み
た

て
ま

つ
る
。

他

ノ
思

ヒ
元

ク
念
ジ
入

リ
テ
、
仁
王
経

ヲ
読
諦

シ
テ
祈

リ
奉

ル
。

「
よ
び

い
れ

よ
」
と

て
、
御
と

の
こ
も
り
た

る
と

こ
ろ

へ
あ
し

い
る
。

「
内

へ
よ
び
入

よ
」

と
て
、
臥
給

へ
る
所

へ
め
し
入
ら

る
。

「
此

ノ
内

二
呼

ビ
入

レ
ヨ
」

ト
ナ
、
臥

シ
給

ヘ
ル
所

二
召

シ
入

ル
。

「
な

に
物

の
か

く
は
す
る
ぞ
」
と
問

ひ

つ
れ
ば
、
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3
鼻轟轟轟
「
何
ぞ

の
童

の
か
く
は
す
る
ぞ
」
と
と

ひ
し
か
ば
、

「
何
ゾ

ノ
童

ノ
此

ハ
為

ル
ゾ
」

ト
童

二
間

二
、

つ
と
あ

て
よ
り
候

て
、
仁

王
経
よ
み
た

て
ま

つ
る
あ

ひ
だ
、

仁
王
経
を
今
朝

よ
り
中

門

の
わ
き
に
さ
ぶ
ら

ひ
て
…
…

今
朝

ヨ
リ
…
…
仁
王
経

ヲ
諦

ス
ル
間
、

ひ
と
も
じ
も

こ
と
事
を
思

は
ず
ひ
と

へ
に
ね
ん
じ
よ
み
た

て
ま

つ
る
。

他
念
な
く

よ
み
奉

て
祈
申
侍

る
。

一
文

一
句
他
念
元

ク
シ
テ
心

ヲ
至

テ
講

ス
ル
。

御

い
か
に
か
か
り

た
る
御

ぞ
を
召

し
て
、

樟

に
か
か
り
た
る
御
衣
を

あ
し

て
、

御
桿

二
係
タ

ル
御
衣

ヲ
召

テ
、

な
お
同
様
に
同
文
話
を
も

つ
鎌
倉
期
の
真
言
伝

(大
日
本
仏
教
全
書
)
は
、
や
や

錯
誤
が
目
に
つ
く
が
、
右
に
相
当
す

る
用
語
は
、
「ー

ツ
ユ
他
念
ナ
ク
/
2

フ
ク

セ
給

ヘ
ル
処
/
3
打

ハ
ラ
ヒ
ツ
レ
ハ
ナ
ン
其
童
ノ
/
4
朝

ヨ
リ
/
5

・
6
相
当
部

な
し
」
と
な

っ
て
い
る
。

1
と
5
の
宇
治
が
用
い
る

「
他
念
な
く
」
に
つ
い
て
、
す

こ
し

つ
け
加
え
て
お

き
た
い
。
古
本
で
は
む
ろ
ん
全
体
を
通
じ
て
こ
の
用
語
は
出
な
い
が
、
宇
治
に
は

他
に
二
例
み
ら
れ
る
。

○
念
仏
は
他
念
な
く
申
て
死
ぬ
れ
ば
、

(薬
師
寺
別
当
事
55
)

○
此
年
来
、
他
念
な
く
経
を
た
も
ち
奉
り
て
、

(猟
師
仏
ヲ
射
事
脳
)

こ
の
二
例
も
今
昔
に
重
出
す
る
物

語
で
、
今
昔
に
も
同
語
と
し
て
出
る
が
、
た

だ
し
今
昔
は
、
さ
き
の
ー
の
例
や
、
右

の
姻
の
対
応
語
が

「他
ノ
念
」
と
ノ
が
入

っ

ホ
カ
ノ
オ
モ
ヒ

て
い
る
の
で
、
ノ
の
入
ら
な
い
場
合
も
注
釈
書
類
は

「他
念
」
と
訓
ん
で
い
る
。

宇
治
の
四
例
は
い
ず
れ
も
仏
道
修
行
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
が
、
と
く
に
仏

教
用
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、

日
本
国
語
大
辞
典

に
は

「小
右
記
」
の
例
が
挙
げ
て
あ
る
。

さ
ほ

ま
た
、
6
の
宇
治
の

「樟
」
の
例
は
、
本
稿

一
章
に
挙
げ
た

「上
緒
主
得
金
事
」

の
用
例
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
の
性
格
上
、
「樟
」
も

「
衣
架
」
も
、

平
安
期
の
他
作
品
に
は
め

っ
た
に
出
て
来
ず
、
宇
津
保
祭
の
使
に

「御
い
か
」
の
例

が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
な
お
、
催
馬
楽
に
は

「
み
ぞ
か
け
」
と
出
る
。

さ
て
、
古
本
説
話
集
の
現
存
写
本
は
、
ほ
と
ん
ど
が
か
な

(女
手
)
に
よ

っ
て

書
き
と
ら
れ
て
い
る
が
、
右
の
対
比
か
ら
は
、

一
見
同
文
的
と
見
ら
れ
る
も
の
も
、

古
本
は
、
そ
の
現
存
本
の
文
字
表
記
の
あ
り
様
と

一
体
的
に
女
言
葉
風
に
和
ら
げ

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
宇
治
は
、
今
昔
と
も
近
い
男
言
葉
風
で
あ
る
こ
と

が
、
あ
る
程
度
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
と
か
か
わ

っ
て
、
な
お
別

の

視
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

尼
君
の
段
冒
頭
部
は
、
古
本
的
な
原
文
を
も
と
に
し
て
、
宇
治

・
絵
巻
そ
れ
ぞ

れ
が
省
略
風
に
み
え
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
古
本
の
文
を
挙

げ
、
宇
治
に
同
様
に
あ
る
部
分
を
右
傍
線
で
、
絵
巻
に
同
様
に
あ
る
部
分
を
左
傍

線
で
示
し
て
み
る
。
用
語
に
異
な
り
の
あ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
小
書
し
、

な
い
語
は

(

)
に
、
付
加
は

〈

〉

に
入
れ
た
。

○
か
か

る
ほ
ど
に
、

ひ
じ
り
の
あ
ね
ぞ

一
人

あ
り
け

る
。

こ
の
ひ
じ

り
ず

か

い
せ

む
と

し
な
の
に
は
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て

の
ぼ

り

け

る

ま

＼

に
、

①

か
く

て
と
し
ご

り
み
え
ね
ば
、

「
あ
は
れ
、
こ

の
こ
ゐ
む

と

(

〉
②

う
だ

い
じ

に
て
ず
か
い
せ
む
と

て
の
ぼ
」
り
し
ま

＼
に
み

え
ぬ
、

か
う

ま

で
と
し
ご

が
、

③

ま

う

み

え

ぬ
、

に
な
り
ぬ

る
や
ら
む

い
か
な

る
な
ら
む
と
お
ぼ

つ
か
な
き

に

た
つ

ね

て
こ
ん
」

と

て
の
ぼ
り

東
大
寺

山
階
寺

て
、

や
ま
し
な

で
ら
と

う
だ
い
じ

の
わ
た
り
を
た
つ

ね
け

れ
ど

け
り
。

み

ば
みみ

け

「
い

さ
し
ら

ず
」

と

尋
ぬ
れ
ど
、

の
み
い
ふ
な
る
。

ひ
と
ご
と

に

「
ま
う
れ
ん

こ
ゐ
ん
と

い
ふ
人
や
あ
る
」

と

と

へ
ど
、

(

)

(

)
ー

「し
ら
ず
」
と
の
み
い
ひ
て

な
し
。

し

り

た

り

と

い

ふ

人

な

け

れ

ば

、

た

つ

ね

に
〉
と
へ
ど

〈挿
入
句
〉

「し
ら
ず
」
と
の
み
い
へ
ば
、

碧

q
ど

わ
び
て
、

文
字
の
上
で
見
る
限
り
は
、
こ
の
部
分
は
、
古
本

の
よ
う
な
語
り
口
が
い
さ
さ

か
反
復
が
多
く

て
く
ど
い
た
め
、
宇
治

・
絵
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
省
略
し
て
簡

略
化
し
た
風
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
類
似
の
あ
り
方
を
す
る

「自

賀
茂
社
御
幣
紙
米
等
給
事
」

の
冒
頭
部
と
を
並
べ
て
見
る
と
、
そ
れ
が
、
古
本
と

宇
治
と
の
物
語
の
と
ら
え
方

の
違
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、

す
こ
し
ば
か
り
見
え
て
く
る
。
同
様

に
古
本
の
文
を
挙
げ
、
宇
治
に
あ
る
所
の
み

を
右
傍
線
で
示
し
た
。

比
叡
山

ま
つ
し
か
り

○
い
ま
は
む
か
し
、
ひ
え
の
や
ま
に
僧
あ
り
け
り
。
い
と
た
よ
り
な
か
り
け
る
が
、
く

0

ら
ま
に

七
日
ば
か

り
ま
41
b
ん
と
て
ま
い

り
け

り
0

 

り
け
ど
、
見

え
ざ

り
け
れ
ば
、

ゆ

あ
な

ど

や
み

ゆ

る
と

て
ま

い

②

れ
ど
も
、

い
ま
七

日
と

て
ま

い
り

け
れ

ど
な

え
お

見
え

ざ

り
け

③

れ
ば
、
又
七

日
の
べ
て
ま

い
り
け
れ
ど
な
を

み
え

ね
ば
、

七

日
を

の

べ
ノ
＼

し

て
百

日
ま
い
り
け
り
。

つ
ま
り
、
さ
き
の
例
と
こ
れ
と
、
い
ず
れ
も
①
②
③
と
し
て
示
し
た

「見
え
ぬ
」

と
い
う
不
安
と
期
待
の
ま
じ

っ
た

「お
ぼ

つ
か
な
さ
」
の
繰
り
返
し
を
、
古
本
は

三
度
繰
り
返
し
、
宇
治
は
二
度
で
止
め
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
度

の
繰
り
返
し
に
か
か
わ

っ
て
は

「
清
水
寺
御
帳
給
女
事
」

に
は
、

や
ま
た

　
ギ

　

○
み
た
び
か

へ
し
た
て
ま

つ
る

に
、
み
た
び
な
が
ら
か

へ
し
た
び
て
、

は

て

の
た

び

は
、

と

い

う
詞

も

見

ら

れ
、

「
三

度

」

と

い
う

こ
と

に
特

別

の

こ

だ

わ

り

の
あ

っ
た

こ

と

が
明

ら

か

で
あ

る
。

古

本

説

話

集

に

は
、

お

そ
ら

く

そ

の

よ

う

な

口

承

の
物

語

で

の
繰

り
返

し

の
約

束

事

を

よ

く
守

っ
て
語

り
出

し

た
も

の

が
伝

え

ら

れ

て

い

る

と
見

ら
れ

る
。

し

か

し

、

書

き

記

さ
れ

目

で
読

ま

れ

る
物

語

と

な

る

と
、

三
度

さ

く

ど

な
が
ら
の
繰
り
返
し
が
口
説
い
こ
と
も
、
右
の
古
本
の
例
で
明
ら
か
で
も
あ
る
。

「信
濃
国
聖
事
」
も
、
書
き
記
さ
れ
た
古
本

・
宇
治

の
祖
本

の
あ
り
方
が
、
ど
ち

ら
に
よ
り
近
い
も
の
だ

っ
た
か
は
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
延
喜
加
持
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の
段

の
よ
う
な
内
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
、
古
本
が
原
本
の
文
字
語
り
を
よ
り
口

語
り
風
に
丁
寧
に
語
り
加
え
た
可
能
性
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

古
本
説
話
集
は
、
そ
の
女
手
風

の
文
字
表
記
や
声
そ
の
ま
ま
の
か
な
遣
い
と

一

体
的

に
、
よ
り
宮
廷
の
女
語
り
的

に
語
り
直
さ
れ
た
語
り
口
を
も
ち
、
宇
治
拾
遺

に
伝
わ
る
も
の
は
現
伝
の
漢
字
交
り
文
の
表
記
と

一
体
的
に
、
男
の
文
字
語
り
的

性
格
が
濃
い
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
字
語
り
さ
れ
て
い
た
宇
治
大
納
言
物
語

に
は
、
女
房
の
口
で
語
り
直
さ
れ
た
古
本
に
伝
わ
る
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
て

(全

部
と
い
う
わ
け
で
な
く
)、
古
本

に
や
や
近
い
絵
巻
詞
書
も
そ
の
系
統

で
、
尼
君

の
段
冒
頭
部
に
絵
巻
に
だ
け
あ
る
草
子
地
風
の
、

○

さ
す

が
に
廿

よ
年

に
な
り
け
れ
ば

そ
の
か
み
の

こ
と
を
し
り
た
る
人
は
な
く

て
、

と
い
う

一
文
や
、
「
し
な
の
に
は

(姉

ぞ

一
人
あ
り
け
る
)
」
な
ど
も
、
そ
う
し
た

女
房
語
り
の
中
で
発
生
し
た
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
平
安
期
女
房
た
ち
に
お
け
る
物
語
の
書
写
は
、

一
人
の
孤
独
な
臨

書
的
作
業
で
は
な
く
、
幾
人
か
相
寄

っ
て
読
み
手

・
書
き
手
に
分
か
れ
、
内
容
や

言
葉
遣
い
を
何
か
と
吟
味

・
取
沙
汰
し
な
が
ら
行
う
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
口
語
り
の
名
残
り
を
承
け

て
、

一
字

一
句
厳
密
に
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

よ
り
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
好
ま
し

い
語
り
口
で
、
会
話
部
分
な
ど
い
わ
ゆ
る
自

由
区
域
に
は
そ
れ
な
り
の
感
情
移
入
も
し
て
、
語
り
記
す
こ
と
も
よ
し
と
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
雰
囲
気
は
、
大
和
物
語

一
四
七
段
、
津
の
国
生
田
川
に
身
を
投

げ
た
女
の
昔
物
語
の
中
で
、

○
か

＼
る

こ
と
ど
も

の
昔

あ
り
け
る
を
、
絵

に
み

な
か
き

て
故

后

の
宮

に
奉

り
た

り
け

れ
ば
、

こ
れ
が
上
を
み
な
人
々

に
代
り

て
よ
み
け

る
。

伊
勢

の
宮

す

ん
所
男

の

こ

＼

う

に
て

[歌
]
女

に
な
り

て
女

一
の
み

こ

[歌
]
…
…

な
ど
と
し
て
、
物
語
の
中
に
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
今
の
場
の
人
々
の
歌
が
十
首

も
挿
入
さ
れ
る
あ
り
様
な
ど
か
ら
も
類
推
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

さ
て
、
本
論

に
か
え

っ
て
、
延
喜
加
持
の
段
を
挿
入
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
の

こ
と
を
考
え
た
い
。
語
り
の
展
開
は
、
ま
ず
御
悩
祈
祷
依
頼
の
た
め
蔵
人
を
遣
わ

す
経
緯

(起
)、
勅
使
の
蔵
人
と
山
の
聖
と
の
対
話

(承
)
、
聖
の
つ
か
う
剣
の
護

法
の
効
験

(転
)、
褒
美
の
沙
汰

(結
)
と
、

こ
れ
も
ま
た
、
起
承
転
結

で
構
成

さ
れ
て
い
て
、
大
層
よ
く
ま
と
ま

っ
た
語
り
と
な

っ
て
い
る
。

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
護
法
童
子
の
活
躍
の
様
は
、
三
章
で
見
た

「極
楽
寺
僧
施

仁
王
経
験
事
」
の
中
で
、
「
び
ん
づ
ら
結
ひ
た
る
童
子
の
ず
は
え
持
た
る
」
経

の

護
法
が
、
「
病
ま
せ
奉
る
悪
鬼
ど
も
を
追
払
」
と
語
ら
れ
て
い
た
り
、
大
鏡
の
中

に
、○

(花
山
院
)
御
験

い
み
じ
う

つ
か
せ
た
ま

ひ
て
…
…
御

心

の
う

ち

に
念

じ

お

は
し

ま

し
け
れ
ば
、
護
法

つ
き
た
る
法
師
お
は
し
ま
す
御

屏
風

の

つ
ら

に
引

つ
け
ら

れ

て
ふ

つ
と
動

き
も
せ
ず
、
…
…

(中
巻

伊

ヂ
)
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な
ど
と
語
ら
れ
た
り
す
る
が
、

つ
ま
り
は

「飛
鉢
」
と
共

に
、
昔

の
い
み
じ
き
聖

の
験
力
の
象
徴
と
な
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
験
力

の
聞
こ
え
で
、
命
蓮
が
延
喜
加

持
に
召
さ
れ
た
こ
と
は
、

○
(延
長
八
年
八
月
)
十
九
日
庚
戌
。
依
修
験
聞
、
召
河
内
国
志
貴
山
寺
住
沙
弥
命
蓮
。

令
候
左
兵
衛
陣
。
為
加
持
候
御
前
。

(扶
桑
略
記
第
廿
四

裏
書
)

○
天
皇
獲
麟
之
時
、
召
信
貴
山
命
蓮
聖
人

く故
実
V
(山
椀
記

長
寛
三
年
六
月
廿
八
日
)

な
ど
か
ら
し
て
、
公
家
の
間
で
は

一
定
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か

も
実
際
は
命
蓮
は
参
内
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
延
喜
加
持

の
段

の
語
り
手

は
、
参
内
は
護
法
童
子
を

つ
か
わ
し

た
の
だ
と
し
て
、
相
応
和
尚

・
清
徳
聖

・
増

賀
上
人

・
寂
照
上
人
と
い
っ
た
系
列

の
、
延
喜

・
天
暦
以
前

の
よ
き
精
神
を
体
現

し
た
昔
の
い
み
じ
き
聖
の
イ
メ
ー
ジ

で
語

っ
た
の
で
あ
る
。

物
語
中
の
命
蓮
は
、
飛
倉
の
段
で
も
、
長
者
か
ら
の
米
俵
提
供

の
申
し
出
を

一

切
断
わ
り
、
延
喜
加
持
の
段
で
も
、
褒
美
に

「庄
な
ど
や
寄
す
べ
き
」
と
い
う
仰

せ
に
も
、

○

「か
＼
る
所
に
庄
な
ど
よ
り
ぬ
れ
ば
、
別
当
な
に
く
れ
な
ど
い
で
き
て
中
ノ
＼
む
つ

か
し
く
罪
得
が
ま
し
く
候
。
た
ゴ
か
く
て
候
は
ん
」
と
て
や
み
に
け
り
。

と
固
辞
し
、
全
く
の
無
欲
の
人
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
代
で
信
貴

山
の
堂
宇
を
整
え
た
聖
と
し
て
、
現
実
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ

た
こ
と
は
、
多
く
の
施
入
を
受
け
房
舎
を
設
け
て
な
お
、

○
但
件
山
寺
雛
有
十
方
施
主
施
入
田
地
、
其
数
乏
少
。

(資
財
宝
物
帳
)

な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
と
も
か
く
、
右

の

「庄
」
辞
退
の
弁

は
、
命
蓮

の
言
葉
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
か
つ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
宇
治
拾
遺
中
の
隆
国
以
前
の
物
語
の
中

に
と
く

に
類
型
化
さ
れ
た
語
ら
れ
方
を
す
る
諸
寺
の
別
当
、

○
別
当

は
し
け
れ
ど
も

こ
と

に
寺

の
物
も

つ
か

は

で
…

…

ま
し

て
寺

の
物

を
心

の
ま

＼

に

つ
か

ひ
た
る
諸
寺

の
別
当

の
、
ぢ
ご
く

の
む
か

へ
こ
そ
思

ひ
や
ら
る
れ
。

(薬
師
寺
別
当
事

55
)

○
寺

の
物
を

く
ふ
に
こ
そ
あ

る
ら
め
。

(大
安
寺
別
当
～
事

囎
)

そ
の
他

「因
幡
国
別
当
～
事
45
」
「
上
出
雲
寺
別
当
～
事
鵬
」
な
ど
の
語
ら
れ
方

　　
　

に
、
そ
の
ま
ま
通
じ
る
評
言
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
段
は
、
「
極
楽
寺
僧
施
仁
王

経
験
事
」
や
大
鏡
の
よ
う
に
、
実
際
に
そ
の
場
に
居
合
せ
た
人
や
直
接
伝
聞
し
た

人
の
語
り
伝
え
な
い
し
記
録
に
発
し
た
も
の
で
な
く
、
帝
の
御
悩
時
な
ど
の
宮
中

の
対
応
を
禅
り
な
く
語
る
こ
と
が
で
き
、
昔
の
高
徳
の
聖
や
護
法
童
子
と
い
っ
た

も
の
に
そ
れ
な
り
の
認
識
も
も

っ
た
男
の
語
り
手
に
よ
っ
て
、

つ
く
り
物
語
さ
れ

た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
延
喜
の
み
か
ど

(醍
醐
)
の
曽
孫
に
あ
た
る
大
納

言
源
隆
国
と
い
う
人
は
、
そ
の
語
り
手
と
し
て
ま
こ
と
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
人
物

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
二
章

で
示
し
た

「ゾ

・
ナ
ド

・
サ
テ

・
ケ
リ
」
等
を
よ
く
用
い
て
、

延
喜
加
持

の
段
と
は
語
り
口
の
若
干
異
な
る
部
分
は
、
そ
の
こ
と
に
ど
う
か
か
わ
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る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず
、
「
ぞ
」
に
よ
る

つ
よ
め
の
語
り
口
が
顕
著
だ
と
見
ら
れ
る
宇
治

拾
遺
中
の
物
語
を
、
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引

(清
文
堂
)
に
よ
り
、
岩
波
古
典
大

系
本

(無
刊
記
古
活
字
本
な
の
で
御
所
本
な
ど
の
古
写
本
と
は

一
字
の
助
辞
な
ど

に
若
干
異
な
る
こ
と
が
あ
る
)

の

一
頁
に

「ぞ
」
が
三
度
以
上
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
他
に
も

「
ぞ
」
を
も

つ
物
語
を
抜
き
出
し
、
題
目
で
示
す
と
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
下
の
数
字
は
物
語
中
の

「
ぞ
」

の
総
数
。
上
の
○
印
は
今
昔
重
出
、
●

印
は
古
本
に
重
出
の
も
の
。
※
印
は
、
今
昔

・
古
本
に
は
重
出
し
な
い
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
特
徴
か
ら
注

(2
)
の
前
稿

で
大
納
言
物
語
の
可
能
性
が
高

い
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

※
47
長
門
前
司
女
葬
送
時
帰
本
処
事

◎
96
長
谷
寺
参
籠
男
預
利
生
事

●
皿
信
濃
国
聖
事

○
鵬
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事

○
魏
則
光
盗
人
ヲ
切
事

○
卿
経
頼
蛇
二
逢
事

○
㎜
珠
ノ
価
無
量
事

○
獅
高
階
俊
平
ガ
弟
入
道
算
術
事

○
餅
頼
時
ガ
胡
人
見
タ
ル
事

つ
ぎ
に

「
な
ど
」

げ
る
。
下

の
数
字
の
上
段
は

48134713659

 

に
よ
る
ぼ
か
し

の
語
り
口
が
顕
著
な
も
の
を
同
じ
基
準
で
挙

「
な
ど
」

の
総
数
、
中
段
は

「
ぞ
」
の
総
数
、
下
段

は

接
続

詞

「
さ

て
」

の
数

。

※
19
清
徳
聖
奇
特
事

6

0

30
唐
卒
都
婆

二
血
付
事

6

※
33
大
太
郎
盗
人
事

7

※
47
長
門
前
司
女
葬
送
時
帰
本
処
事

9

※
48
雀
報
恩
事

15

50
平
貞

文
本

院
侍

従
等

事

7

0
59
三
川

入
道
遁
世
之

間
事

4

77
実
子

二
非

ザ
ル
人
～

ノ
事

5

△
78
御
室
戸
僧
正
事

一
乗
寺
僧

正
事
6

上
の
△
印
は
、
隆
国
以
後
の
人
物
の
話
。

0
94
播
磨
守
為
家
侍
佐
多
事

◎
96
長
谷
寺
参
籠
男
預
利
生
事

●
皿
信
濃
国
聖
事

O
m
敏
行
朝
臣
事

○
鵬
猟
師
仏
ヲ
射
事

○
㎜
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事

※
塒
海
賊
発
心
出
家
事

○
慨
則
光
盗
人
ヲ
切
事

※
鵬
空
入
水
シ
タ
ル
僧
事

○
㎜
珠
ノ
価
無
量
事

○
獅
高
階
俊
平
ガ
弟
入
道
算
術
事

i・ ・

8131

032

☆

6

7

1

5204

1131

311

☆

5

1

7

10268

650

1001

☆

1

4

11029

20074

☆ ☆

0

1

52

01
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「ぞ
」
に
挙
げ
た
も
の
は
、
耀

・
餅
以
外

「
な
ど
」

の
方
に
も
挙
が
り
、

こ
の

「
ぞ
」
と

「な
ど
」
に
よ
る

つ
よ
め
た
り
ぼ
か
し
た
り
と
い
う
、
あ
た
か
も
カ
メ

ラ
レ
ン
ズ
を
遠
近

に
操
作
す
る
よ
う
な
語
り
口
は
、
右
に
示
し
た
数
値

の
多

い
も

の
に
共
通
の
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
数

値
で
見
る
限
り
そ
の
特
徴
が
著
し
い
が
、
「さ
て
」
も
含
め
、

と
く

に
注
目
さ
れ

る
数
値
の
も
の
の
下
に
☆
印
を

つ
け
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
さ
い
こ
の
拗
以
外
、

宇
治
拾
遺
中

で
は
数
少
い
女
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
ぞ
」
や

「
な
ど
」
は
、
ご
く
ふ

つ
う
の
助
辞

で
、
と
く
に
女
言
葉
と
い
う
わ

、

け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
効
果
的

に
頻
用
す
る
の
は
、
や
は
り
昔
物
語
す
る
老

女
な
ど
に
著
し
い
説
得
力
を
も

つ
語

り
口
で
、
「信
濃
国
聖
事

(尼
君
の
段
)」
を

筆
頭
に

一
群

の
女
の
物
語
は
、
よ
り
そ
う
し
た
女

の
物
語
ら
し
く
、

い
わ
ば
老
女

風
語
り
口
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
女
と
は
関
係
の
な

い

「玉

ノ
価
無
量
事
」
は
、
な
ぜ
そ
れ
ら
と
似
た
語
り
口
も

つ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
物
語
は
、

○
是

も
今
は
む
か
し
、
筑
紫

に
大
夫

さ
だ
し
げ
と
申

物

あ
り

け

り
。

こ
の
比
あ

る
箱

崎

の
大

夫

の
り
し
げ
が
祖
父
な

り
。

そ
の
さ
だ
し
げ
、

京
上

し

け
る

に
、

故
宇

治
殿

に

ま
い
ら
せ
、
又
わ
た
く
し

の
知

た
る
人

く

に
も
心
ざ
さ
ん
と

て
、
…
…

と
始
ま

っ
て
い
て
、
「
故
宇
治
殿
」
と

い
う
特
別
な
言
い
方
を
残
し

て
い
て
、
宇

治
殿
頼
通
が
亡
く
な

っ
て
間
も
な
い
頃
、
そ
の
周
辺
で
成
立
し
た
可
能
性
を
も

つ

　　
　

も
の
で
あ
る
。
物
語
の
構
成

で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
こ
の
ご

ろ
あ
る
」
人

の

祖
父
世
代
、
「大
夫
さ
だ
し
げ
」
の
体
験
談
に
発
す
る
前
半
と
、

○
玉

の
あ

た
い
は
か
ぎ

り
な
き
物

と
い
ふ
事

は
、
今

は

じ
め

た
る
事

に
は
あ

ら
ず

。

紫

に
た
う
し
せ
う
ず
と

い
ふ
物
あ

り
。

そ
れ
が
語

り
け
る
は
、

筑

と
、
は
っ
き
り
語
り
手
を
示
す
後
半
と
が
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
な

お
、
今
昔
に
は
前
半
だ
け
が
重
出
し
、
む
ろ
ん
宇
治
殿
に

「故
」
は

つ
い
て
い
な

い
。
)
し
か
も
、
前
後
が
単
な
る
並
列
接
合
で
終
る
の
で
な
く
、
結
び
の
部
分
は
、

○

せ
う
ず

が
玉
を
ば

か
ら
綾

五
千
段

に
ぞ
か

へ
た
り
け
る
。

…
…

そ
れ
を

思

へ
ば
、

さ

だ
し
げ

が
七
十
貫

が
質

を
返

し
た
り
け

ん
も
、

お

ど
ろ

く

べ
く
も

な
き
事

に
て
あ

り

け
り
と
、
人

の
か
た
り
し
な
り
。

と
、
「せ
う
ず
」
「
さ
だ
し
げ
」

の
両
体
験
を
比

べ
て
語
る

「人
」
を
出
し
、
両
話

を
ま
と
め
て
終

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、

一
見
、
「信
濃
国
聖
事
」

の

「
飛
倉
」

と

「複
柄
」
の
利
益
を
さ
い
ご
に
合
わ
せ
て
語
る
あ
り
方
と
同
工
と
言
え
な
く
も
な

い
。
源
隆
国
は
、
宇
治
殿
と
は
大
変
親
交
の
あ

っ
た
人

で
あ
る
。
冒
頭

の

「私

の

知
人
」
も
結
び
の

「人
」
も
、
隆
国
本
人
の
こ
と
だ

っ
た
可
能
性
が
な
い
と
は
い

え
な
い
。
そ
し
て
、
隆
国
は
、
お
そ
ら
く
昔
物
語
す
る
老
女
の
聞
書
き
を
す
る
中

で
、
そ
の
語
り
口
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
お
の
ず
と
聞
き
書
き
風
物
語
に
お
け

る
自
ら
の
語
り
口
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
題
目
を
挙
げ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
文
末
に
ケ
リ
を

用
い
て
語

っ
て
い
る
が
、
中
に

一
つ
だ
け
、
ケ
リ
に
よ
ら
な
い
語
り
の
も
の
が
あ

る
。
宇
治
拾
遺
中
著
名
な

「
空
入
水

シ
タ
ル
僧
事
」

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
冒
頭
部
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に

「見
れ
ば
」
と
い
う
主
体
不
明
の
言
い
方
が
出

て
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
見
た

ま
ま
を
実
に
リ
ア
ル
に
語
る
絶
妙
の
語
り
口
を
持

つ
も
の
だ
が
、
さ
い
ご
に

一
度

だ
け
、

○

は
だ

か
な
る
法

師

の
河
原
く
だ

り
に
走
を
、

れ
ば
、
頭

う
ち
わ
ら
れ

に
け
り
。

つ
ど
ひ
た
る
者

ど
も
う
け
と
り
く

打

け

と

、

ケ

リ

が

つ
き

、

結

び

の
後

日
謳

に

も

う

一
度

ケ

リ

が

出

る

以

外

は

、

途

中

全

く

ケ

リ

の
な

い
語

り

口

で
展

開

し

て

い

る
。

右

に
挙

げ

た

題

目

の
物

語

の
中

で
は

短

い
方

の
語

り

だ

が

、

明

瞭

な
起

承

転

結

構

成

を

も

ち

、

承

お

よ

び

転

の
場

を

「
さ

て
」

で
転

換

し
、

結

の
冒

頭

だ

け

「
と

か

く

い

ふ

ほ

ど

に
」

と

か

え

て

い

る
。

ま

た
、

○
遠

く
よ
り
き
た

る
も

の
は
帰
な
ど
し

て
、
河
原
人
ず
く
な

に
成

ぬ
。

と

い

っ
た

、

動

詞

連

用
形

に

つ
く

独

特

の

「
な

ど

」

(
現

代

語

で

は

、

「
な

ど

」
そ

の

ま

ま

よ

り

も

「
帰

っ
た

り

し

て
」
と

い

う

「
た

り
」

に
近

い

語

感

が

あ

る

)

の

用
法

は

、

○
道

な
ど

に
て
落
な

ど
す

べ
き
事
も
あ
ら
ぬ

に
、

(
47
)

○

こ
れ
を
あ
け
く
れ
食

て
あ
り
。

一里
く
ば
り
な
ど
し

て
、

(
48
)

○
物

く
ふ
事
か
た
く
な

り
な
ど
し

て
、
(
801
)

○

思

の
ま
ま

に
わ

た
く
し

の
人
く

に
や
り
な
ど
し

て

(
801
)

な
ど
と
、
さ
き
の
☆
印

の
物
語
の
中

に
出
て
来
る
も
の
と
共
通
し
て
も
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
「
信
濃
国
聖
事
」
の
延
喜
加
持
の
段
が
、
文
末
に
ケ
リ
を
ほ
と
ん
ど
用

い
な
い
と
い
う
の
は
、
昔
物
語
と
し
て
は
き
わ
め
て
特
異

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が

「空
入
水
シ
タ
ル
僧
事
」

の
あ
り
方
と
共
通
す
る
と
な
れ
ば
、
語
り
手
は
、

延
喜
加
持
の
段
を
昔
物
語
の
聞
書
と
し
て
記
し
た
と
い
う
の
で
な
く
、
主
体
的
に

自
ら
の
語
り
口
で
語
り
記
し
た
証
に
な
る
と
も
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「信
濃
国
聖
事
」
は
、
す

べ
て
最
終
的
に
は
、
延
喜

の
御
門
の
曽
孫
、
宇
治
大

納
言
源
隆
国

の
語
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
女
の
昔
物
語
の
聞
書
風

に
文
体
を
成
立
さ
せ
た
部
分
と
、
自
ら
主
体
的
に
語

っ
た
部
分
と
で
は
、
微
妙
に

語
り
口
が
異
な

っ
て
い
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
を
意
識
的
に
交
響
さ
せ
て
み

た
の
が
、
「信
濃
国
聖
事
」
だ

っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と

　ゆ
　

は
、
こ
の
よ
き
物
語
を
承
け
て
描
か
れ
た
絵
巻
の
、
製
作
に
か
か
わ

っ
た
人
な
ど

も
、
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注

(1
)
古
事
記

に
お
け
る

「
サ
ボ
姫

・
サ
ホ
彦
」
、
万
葉
集

に
お
け

る

「
大

伯
皇

女

・
大

津

皇
子
」
、
元
興
寺
伽
藍
縁
起

に
お

け
る

「推
古
天
皇

・
用
命
天
皇
」

な
ど
。

(2
)
木
村

「
宇
治
大
納
言
物
語

の
語

り
と
精
神
」

(奈
良
大
学
紀
要
第

12
号
)

(3
)
柳
田
国
男

『
遠
野
物
語
』

の
遠
野
も
、
も
と

も
と

大
同

年
間

に
開
か

れ

た
と

い
う

霊
山
早
池
峯
を

ひ
か
え
、
川

の
落
合

と
い
う
交
通

の
要
路
と

し
て
陸

奥
各
地

の
人

々

の

「
往
来
参
集
」

の
場

で
あ

っ
た
。

「遠
野
物
語
」

が

「大
和
物

語
」

と
異

な

る

の

は
、

そ
こ
に
集
ま

っ
て
来

た
物
語

が
、
千
年

の
土
着

熟
成

を
経

た

の
ち

に
、

文

字

に
達
し

た
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う
。
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)

(
7
)

nn

98
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(
10
)

こ
の
件

に
関
し

て
は
、
「
聖
徳
太
子
伝
暦
」

に
記
述
が
見
ら
れ
る
。

亀

田
孜

「信

貴
山
縁
起
虚
実
雑
考
」

(仏
教
芸
術

27
)

に
、
信

貴
山
は

「
僧

尼

の
同

住
修
行

で
あ

っ
た
か
」
と
さ
れ

る
。

鎌
倉
期

の

「
阿
婆
縛
抄

〈
諸
寺
略
記
上
〉
」

の
記
事

に
も
、

「其
時
士
女
号
之
飛
倉
」

と
、

「女
」

の
字

を
残
し

て
い
る
。

吉
田
幸

一
編
著

『宇

治
大
納
言
物
語
伊
達
本
』

(古
典
聚
英

3
)
所

収

の
古
写

本
本

文

異
同

対

照
表

に

よ
る
と

、

わ

ず
か

な
助

辞

の
違

い
が
古
本

説

話

に
近

い

の
は

「
御
所
本
」

で
あ
る
。

注

(
2
)

に
同

じ
。

木
村

「
『
か

た
り
』
お
よ
び
物
語
集

の
生
成

-
宇
治
大
納
言
物
語
か
ら
宇
治
拾
遺
物
語
へ
ー
」

(国
語
国
文
第

53
巻
第

6
号
)

木
村

「
『
信
濃
国
聖
事
』
の
信

貴
山
絵
巻

へ
の
展
開
」

(仏
教
文
学
第

24
号
)
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