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は

じ

め

に

…

「宇
県
亜
相
巧
語
」
(古
今
著

聞
集
序
)
な
ど
と
も
て
は
や
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
散
侠
し

一
た
宇
治
大
納
言
物
語
は
、
現
存
宇
治
拾
遺
物
語
の
今
昔
物
語
集
に
重
な

っ
て
出
る

}
物
語
群
を
中
心
に
、
そ
の

「
巧
語
」

の
原
型
が
遺

っ
て
い
る
こ
と
を
、
前
稿
で
検

証

し
総

そ
れ
ら
と
・
院
政
期
末
に
語
り
加
え
.り
れ
た
と
み
ら
れ
る
宇
治
拾
遺
物

冨

の
笙

次
拾
遺
部
分
と
竺

つ
の
物
語
集
の
中
で
嘉

密
に
融
和
し
な
が

一
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
群
に
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
お
の
ず
か
ら
印
象
に
異
な
り
の

一
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
融
和
感

・
違
和
感
が
何
に
所
以
す
る
か
を
確
か
め
る

}
こ
と
は
・
ど
ち
ら
の
語
り
に
な
る
の
か
不
明
の
、
主
に
地
下
の
人
々
の
登
場
す
る

一
物
語
に
つ
い
て
、
そ
の
所
属
を
推
定
し
、
さ
ら
に
、
大
納
言
物
語

(以
下
本
稿
で
の

…
こ
の
呼
称
は
源
隆
国
の
語
り
部
分
に
限
定
す
る
)
と

拾

遺
物
語

(前
稿
で
大
納
言
源
定
房

…
に
語
り
手
を
想
定
し
た
院
政
期
末
拾
遺
部
分
に
限
定
す
る
)
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
明
確
に

一
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
の
境
遇
や
意
識
や
言
語
環
境
が
近
似
す
る

}
と
み
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
生
き
た
時
代
に
限
定
さ
れ
つ
つ
現
わ
れ
た
言
葉

【

の
個
性
を
、
本
稿
は
、
主
に
無
名
の
人
々
を
語
る
部
分
に
よ

っ
て
、
そ
の
大
半
を

占
め
る
大
納
言
物
語
を
中
心
に
考
察

し
た
い
。
テ
キ
ス
ト
は
陽
明
文
庫
本
、
物
語

　

　
　

　

}
番
号
は
そ
の
上
下
目
録
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

前
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
大
納
言
物
語
と
ま
ず
認
定
で
き
る
も
の
に
は
、
今
昔

物
語
集
所
収
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
文
脈
を
も

つ
八
十
の
物
語
群
が
あ
り
、
拾
遺
物
語

に
は
、
隆
国
没
後
治
承
の
頃
ま
で
の
事
件
と
み
ら
れ
、
か
つ
古
事
談

・
古
本
説
話

集
と
は
貢
な
ら
な
い
十
八
の
物
語
(60
～
69
の
古
事
談
類
中
唯

一
古
事
談
と
重
な
っ
て
い

な
い
62
は
除
く
)
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
両
者
の
特
徴
や
位
相
を
探
る
に
あ
た

り
、
拾
遺
物
語
の
数
が
や
や
少
な
す
ぎ
る
の
で
、
今
少
し
確
実
と
見
ら
れ
る
も
の

を
補

っ
て
お
き
た
い
。

拾
遺
物
語
十
八
の
中
に
は
、
6

・
75

・
鵬

・
脱
な
ど
結
末
を
笑
い
に
解
放
す
る

も
の
や
、
11

・
14

・
72

・
79
な
ど
結
末
多
く
を
語
ら
ず
た
だ
聞
き
手
(読
者
)
の
笑

い
を
誘
う
よ
う
な
も
の
が
目
立
つ
。
そ
れ
ら
は
た
と
え
ば
、

○
中
納
言
を
は
じ
め

て
、

そ
こ
ら
に

つ
ど

ひ
た
る
物

ど
も
も
ろ
ご
ゑ
に
わ
ら
ふ
。
聖
も
手

を
う
ち
て
ふ
し
ま
ろ
び
わ
ら

ひ
け
り
。

(
6
中
納
言
師
時
法
師
ノ
玉
茎
検
知
事
)

○

こ
れ
を
き
き
伝

へ
た
る
も

の
ど
も
、

一
度

に

「
は
」
と
と
よ
み
わ
ら

ひ
け
り
と
か
。

(
槻
仲
胤
僧
都
連
歌
事
)

○

さ
き

に
い
は
れ
に
け
れ
ば
、

い
ふ

べ
き
事
な
く

て
ふ
と
に
げ

て
走
入

に
け
り
。

(
74
陪
従
家
綱

兄
弟
互

二
謀
タ

ル
事
)

*国 文学研究室(昭 和58年9月27日 受 理)
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○
障

子
の
う
ち

へ
ぐ
し

て
い
ら
れ
に
け
り
。

ら
ず
。

そ
の

＼
ち
は
い
か
な

る
事
か
あ
り
け
ん
、
し

(寺
)

(
79

一
乗
子
僧

正
事
)

な
ど
と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
物
語
と
連
続
し
て
収
あ
ら
れ
、
結
び
が
、

○

あ

つ
ま
れ
る
人
ど
も
、

一
度

に

「
は
」
と
わ
ら

ひ
た
る
ま
ぎ
れ
に
、
逃

て
い
に
け
り
。

(
5
随
求
ダ

ラ

ニ
篭
額
法
師
事
)

○

む
ご

の
後

に

「
え
い
」
と
い
ら

へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
達

わ
ら

ふ
事
か
ぎ
り
な
し
。

(
12
児

ノ
カ
イ
餅

ス
ル

ニ
空
寝

シ
タ

ル
事
)

○

そ
こ
ら

に
立
ど
ま
り
て
み
け
る
物
ど
も
、

一
度

に

「
は
」
と
わ
ら

ひ
け
る
と
か
。

(
15
大
童
子
鮭

ヌ
ス
ミ
タ

ル
事
)

○
人

々
ほ
を
え
み
て
ひ
と
り
ふ
た
り
つ

つ
こ
そ
逃
失

に
け
り
。

(
77
実

子

二
非
ザ

ル
人
実
子
ノ
由

シ
タ

ル
事
)

○
…
…
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
人
み
な

「
は
」
と
わ
ら

ひ
け
り
。

(
80
或
僧
人

ノ
許

ニ
テ
氷
魚
食

タ

ル
事
)

と
な
る
五
つ
、
お
よ
び
12
に
つ
づ
き
同
じ
く
比
叡
の
児
の
こ
と
を
語
る

「
13
田
舎

児
桜
ノ
散
ヲ
見
泣
事
」
、
「
は
こ
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
い
い
加
減
な
仮
名
暦
を
信

じ
て
、

○

「
い
か

に
せ
ん
く

」
と
よ
ち
り
す
ち
り
す
る
程
に
、

と

か
。

物
も

お
ぼ
え
ず
し

て
あ
り
け
る

と
な

っ
て
結
び
、
苦
笑
さ
せ
る

「
76
仮
名
暦
読
タ
ル
事
」
の
二
つ
は
、
拾
遺
物
語

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
七

つ
は
、
い
ず
れ
も
他
の
拾
遺
物
語
と
と
も
に
流

布
本
巻

一
・
巻
五
あ
た
り
に
集
中
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
八
十
と
二
十
五
の
各
物
語
群
を
も
と
に
、
ま
ず
は
単
純
に
用
語

や
語
法
に
よ

っ
て
位
相
を
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
体
言

・
用
言

・
副

詞
な
ら
十
例
以
上
、
助
詞

・
助
動
詞
な
ら
二
十
例
以
上
は
全
体
で
用
例
が
あ

っ
て
、

し
か
も
そ
れ
ら
が

一
方
だ
け
で
使
わ
れ

て
い
る
と
い
う
あ
り
方
で
な
け
ば
、
あ
ま

り
有
用
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
条
件
に
適
う
用
語
は
、
宇

(
3

)

治
拾
遺
中
ほ
ん
の
数
語
と
み
ら
れ
る
。ヘ

ヘ

へ

ま
ず
、

「す

＼
ば
な
を
の
こ
は
ぬ
な
め
り
と
み
ゆ
。」

と
い

っ
た
複
合
助
動
詞

の

「①
ナ

(
ン
)
メ
リ
」
。

こ
れ
は
、

総
索
引
に
よ
れ
ば
全
体
で
三
十
二
例
あ
る

が
、
う
ち
大
納
言
物
語
に
十
七
例
、
拾
遺
物
語
、
さ
ら
に
古
事
談
類
に
は
み
ら
れ

ず
、
古
本
説
話
単
独
に
重
な
る
も
の
に

一
例
(「88
観
音
経
化
蛇
輔
人
給
事
」
で
、
前
稿

に
述
べ
た
よ
う
に
大
納
言
物
語
の
可
能
性
が
あ
る
)
、
他
の
十
四
例
は
所
属
不
明
の
物
語

中
に
み
ら
れ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
さ

ば

、

い

ざ

清

水

へ
。
」

「
我
身

は

さ
ば

観

音

に

こ

そ
あ

り

け

れ

。
」

と

い

っ

(
4

)

た
副
詞
の

「②
サ
バ
」。

こ
れ
は
全
体
で

二
十
二
例
中
大
納
言
物
語
に
十
四
例
、

不
明
の
も
の
に
八
例
あ
る
。

ヘ

へ

「
い

か

で

か

は

我

独

逃

ん

。
」

と

い

っ
た
係

助

詞

の

「
③

カ

バ
」
。

こ
れ

は
全

体

で

二
十

一
例

(
総
索

引
は
三
五
三
頁
⑦

の
例
脱
落
)
、

う

ち

大

納

言

物

語

に
九

例

、

今

昔

と

も

重

な

る
古

本
説

話
類

「
囎
貫

之

歌

事

」

に

一
例

、

他

は
不

明

の
も

の

に
あ

る
。

げ

す

げ
に
ん

名
詞
の

「④
下
種

・
下
人
」
。
こ
れ
は

下
種
十
二
例

・
下
人
十

一
例
が

み
ら
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
拾
遺
物
語
に
は
な
く
、
大
納
言
物
語
に
下
種
七
例

・
下
人
十
例
、

そ
の
他
は
不
明
の
も
の
に
あ
る
。

今

一
つ
、

文
体
的
要
因
の
つ
よ
い
物
語
冒
頭
句
の

「
⑤
昔
」
。

こ
れ
は
全
体
で

三
十
四
例
中
大
納
言
物
語
に
二
十
三
例
、
拾
遺
物
語
に
は
な
く
、
不
明
の
も
の
に

ヘ

ヘ

へ

十

一
例
あ
る
。
な
お
、

「
こ
れ
も
昔
」
と
す
る
も

の
が
大
納
言
物
語

「93
五
色
鹿

(
5
)

事
」
に

一
例
だ
け
あ
る
。

さ
て
、
逆
に
拾
遺
物
語
の
み
に
あ

っ
て
大
納
言
物
語
に
な
い
と
い
っ
た
も
の
は
、

十
例
以
上
用
例
を
も

つ
も
の
に
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
拾
遺
物
語
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
中
の
呼
掛
詞
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

・

・

(
6

)

「
や

＼
、

庁

に

は

又

な

に
物

か

候

。
」

と

い

っ
た

「
ヤ

ヤ
」
。

こ
れ

は

五
例

中

四
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例
ま
で
が
拾
遺
物
語
、
あ
と

一
例
は
所
属
不
明
の
「鵬
門
部
府
生
海
賊
射
返

ス
事
」

ヘ

ヘ

へ

み

ら

れ

る

。

「
や
う

れ

と

よ

べ
ば

」

と

い

っ
た

「
ヤ

ウ

レ
」
。

こ

れ

は

三

例

す

べ
て

へ

拾

遺

物

語
中

に
あ

る

。

「
や

、

な

お

こ
し

た

て
ま

つ
り

そ

。
」
と

い

っ
た

「
ヤ
」
。

こ
れ
は
、
上
の
例
は
拾
遺
物
語
で
あ

る
が
、
あ
と
二
例
は
不
明
の
も
の
ー

さ
き

の

「
ヤ

・
」

を

も

つ
鵬

と

「
8
易

ノ
占

シ
テ
金

取
出

事

」

に

み
え

る
。

ま

た

、

ヘ

へ

く

は
、

見
給

へ
。
」

と

い

っ
た

「
ク

ハ
」

六

例

お

よ

び

重

複

の

「
ク

バ
ク

ハ
」

二

例

。

う

ち

ク

ハ
ニ

例

と

ク

バ
ク

ハ
ニ
例

が

拾

遺

物

語

中

に
、

三
例

は
不

明

の
も

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
、
あ
と

一
例
が
大
納
言
物
語

「……
珠

ノ
価
無
量
事
」
の
さ
え
ず
る
唐
人
の
言
葉

に

「
く

は
、

こ

れ

ぞ
ー

。
」

と

し

て
出

る

。

こ
れ

ら

は

、

用
例

で

み

る

限

り

い

ず
れ
も
敬
意
の
な
い
男
言
葉
だ

っ
た
よ
う
で
、
と
く
に

「
ク

ハ
」
は
、
粗
野
な
ひ

び
き
の
語
だ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
「
お
う
お
う

・
を
う
を
う

・
お
い
お
い
」

計
四
例
な
ど
、
大
納
言
物
語
だ
け
に
出
る
も
の
も
あ
る
が
、
概
し
て
拾
遺
物
語
の

ほ
う
が
、
会
話
部
分
が
よ
り
現
実
写
実
的
か
と
見
ら
れ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
あ
る
程
度
の
傾
向
が
知
ら
れ
る
も
の
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
用
語
が

あ
る
。

係
助
詞
の

「
ナ
ム
」
。

こ
れ
は
百
余

の
例
が
あ
る
が
、

大
半
が
大
納
言
物
語
中

ヘ

へ

の
も
の
、
拾
遺
物
語
に
は
た
だ

一
例

「
御
馬
を
な
ん
た
び
け
り
。
(101
)」
が
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
指
示
詞
の

「
ア
ノ
」
と

「
カ
ノ
」
。

こ
れ
は
、

大
納
言
物

語
に
は
両
方
使
わ
れ
て
い
る
が
、
拾
遺
物
語
に
は
四
例
の

「
ア
ノ
」
の
み
し
か
み

え
な
い
。

以
上
が
、
こ
れ
ま
で
私
の
目
に
入

っ
た
限
り
の
、
大
納
言
物
語
と
拾
遺
物
語
の

用
語
上
の
位
相
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が

一
般
的
社
会
的
な
言
葉
づ
か
い
の
変
化
に
よ

る
も
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
的
要
因

に
よ
る
も
の
か
は
、
単
純
に
は
決
め
に
く

い
だ
ろ
う
。
た
だ
、大
納
言
物
語
と
拾
遺
物
語
の
用
語
に
、あ
る
程
度
の
位
相
が
認

め
ら
れ
る

一
方
、

こ
の
程
度

の
位
相

で
し
か
な
い
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
平
安
中

後
期
の
公
家
言
葉

の

一
定

の
安
定
度
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
ま
た
、

大
納
言
物
語

・
拾
遺
物
語
の
融
和
度
の
根
底
を
な
す
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
平
安
女
房
文
学
の
言
葉
が
平
安
期
の
言
葉
で
、
宇
治
拾
遺
語
は
、

「鎌
倉
時

代

の
庶
民
の
口
語
を
反
映
し
て
」

い
る
(国
語
学
大
辞
典

所
収
国
語
年
表
)
な
ど
と
は
と
て
も
い
え
な
い

も

の
と
し
て
も
、
平
安
女
房
文
学
に
み
ら
れ
に
く
い
用
語
が
、
岩
波
大
系
本
頭
注

で
な
さ
れ
る
よ
う
に
日
葡
辞
書
な
ど
で
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
以
後

鎌
倉
室
町
期
数
百
年
の
、
京
を
中
心
と
し
た
言
葉
の
基
層
に
あ
り
続
け
た
こ
と
を

も
示
唆
す
る
だ
ろ
う
か
。

大
納
言
物
語
と
拾
遺
物
語
の
位
相
と
し
て
も

っ
と
も
顕
著
な
の
は
、
用
語
よ
り

も
む
し
ろ
そ
の
語
り
の
構
成

・
展
開
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
言
で
い
え
ば
、

大
納
言
物
語
は
起
承
転
結
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
、
拾
遺
物
語
は
序
破
急
構
成
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
納
言
物
語
は
、
ま
ず
人
物

(と
き
に
場
所
や
物
)
が
紹
介
さ
れ
、
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
の
人
物
を
め
ぐ
る

一
般
的
な
状
況
が
語
ら
れ
〈
起
〉
、
そ
れ
を
う
け
て

そ
の
人
物

(場
所

・
物
)
を
主
体
と
す
る
事
件
の
発
端
が
語
ら
れ
〈
承
〉
、
そ
の

事
件

の
意
外
な
展
開
が
語
ら
れ
〈
転
〉
、
さ
い
ご
に
そ
れ
が
ど
う
落
着
し
た
か
が

語
ら
れ
て
終
り
〈
結
〉
、
し
ば
し
ば
そ
の
後
日
談
な
ど
も
付
け
ら
れ
る
。
む
ろ
ん

各
部
分
の
長
さ
や
続
き
具
合
は
、
物
語
に
よ

っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
総
じ
て

聞
き
手

(読
者
)
に

一
つ
の
事
件
の
全
貌
を
十
分
得
心
さ
せ
る
だ
け
の
親
切
な
語
り

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
〈
承
〉
か
ら
〈
転
〉
、
〈
転
〉
か
ら
〈
結
〉

へ

は
、
し
ば
し
ば

「
か
く
て

・
か

＼
る
程
に

・
か
く
す
る
を

・
か
く
す
る
う
ち
に

・

さ
て
」
等
に
よ

っ
て
、
時
間

・
空
間
的
な
場
面
の
転
回
が
あ
る
の
が
常
で
、
そ
れ

が
、
た
と
え
ば

「
18
利
仁
薯
積
粥
事
」

「
97
長
谷
寺
参
籠
男
預
利
生
事
」
な
ど
の

よ
う
に
、
〈
転
〉
の
部
分
で
幾
度
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

他
方
拾
遺
物
語
は
、
人
物
と
そ
の
居
る
場
が
示
さ
れ
〈
序
〉
、
た
だ
ち
に
事
件

の
只
中
に
導
か
れ
〈
破
〉
、
意
外
な
展
開
が
あ

っ
て
そ
れ
が
高
揚
し
た
ま
ま
い
わ
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ば

「
は

っ
」
と
終
る
〈
急
〉
。
場
面

は
お
お
む
ね

一
場
き
り
で
、
時
間
空
間
的
な

新
た
な
転
回
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
世
界
の
諸
相
を
ワ
ン
カ
ッ
ト
で
切
り

と

っ
て
示
す
と
い
っ
た
趣
で
、
当
然
後
時

・
後
日
の
こ
と
な
ど

「
知
ら
ず
」
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

一
つ
の
物
語
の
展
開
を
起
承
転
結

と
み
る
か
序
破
急
と
み
る
か
は
、
見
解
の
相

違
も
出
て
こ
よ
う
が
、
こ
れ
ま
で
大
納
言
物
語

・
拾
遺
物
語
と
認
定
し
た
も
の
に

お
い
て
、
こ
の
特
徴
は
例
外
な
く
あ
ざ
や
か
に
二
分
し
て
お
り
、
も

っ
と
も
明
確

(
7
)

に
両
者
を
識
別
で
き
る

「型
」
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
で
、
用
語
お
よ
び
物
語
構
成
の
あ
り
方
に
よ

っ
て
、
所
属
不
明
の
物

語
の
う
ち
、
か
な
り
確
実
に
大
納
言
物
語
と
み
な
せ
る
も
の
1

起
承
転
結
的
展

開
を
し
て
お
り
、
用
語
①
ナ
メ
リ

・
②
サ
バ

・
③
カ

バ
・
④
下
種

・
下
人

・
⑤
冒

頭
句
の

「昔
」
の
い
ず
れ
か
、
お
よ
び
⑥
係
助
詞
ナ
ム
・
⑦
後
日
談
な
ど
も
も
ち
、

さ
ら
に
前
稿
で
時
代
の
わ
か
る
物
語

に
つ
い
て
検
し
た
他
の
大
納
言
物
語
の
特
徴

な
ど
も
み
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

33

大

太

郎

盗

人

事

①

が

二
度

・
②

・
⑤

あ

り

。

○
昔

、
大
太
郎
と

て
い
み
じ
き
盗
人

の
大
将
軍
あ
り
け
り
。

…
…
大
太
郎
が
と
ら
れ
て
、

む
さ
の
城

の
お

そ
ろ
し
き
よ
し
を
か
た
り
け
る
也
。

と
い
う
始
め
と
結
び
は
、
大
納
言
物
語

「
28
袴
垂
合
保
昌
事
」
の
、

○
昔
、

は
か
ま
だ
れ
と
て
い
み
じ
き
盗
人

の
大
将
軍
あ
り

け
り
。

…
…
い
み
じ
か
り

し
人

の
有
様
也
と
、
と
ら

へ
ら

れ
て
の
ち
か
た
り
け
る
。

と

同

工

で
あ

り

、

し

か

も

こ

の
よ

う

に
語

り

手

の
具

体

名

が
記

さ
れ

る
も

の

は
、

こ
れ

ら

を

含

め

て
宇

治

拾

遺

中

全

部

で

八
例

、

う

ち
六

例

ま

で

が
大

納

言

物

語

で
、

右

の
33

と

つ
ぎ

の

拠
が

所

属

不

明

の
も

の

で
あ

っ
た
。

33

は
大

納

言

物

語

だ

と
断

定

で
き

る

。

そ

し

て
、

盟
海
賊
発
心
出
家
事

①

・
②

・
⑥

あ

り

。

こ
れ
も
、
昔
、
淡
路
の
六
郎
追
捕
使
と
い
っ
て
海
賊
だ

っ
た
と
い
う

入

道

が

「か
た
り
侍
り
け
り
」
と
な

っ
て
お
り
、
大
納
言
物
語
か
と
み
ら
れ
る
。

m
ク
ウ
ス
ケ
ガ
仏
供
養
事

②
あ
り
。

m
ツ
ネ

マ
サ
ガ
郎
等
仏
供
養
事

①
が
二
度

・
②

・
⑤
あ
り
。

ヘ

へ

○
く
う
す

け
と

い
ひ

て
兵
だ

つ
る
法
師
あ
り
き
。
し
た
し
か
り
し
僧

の
も
と
に
ぞ
あ
り
し
。

ぬ

へ

ぬ

…

…

人

の

よ

ぷ
所

に
は

い
か
ず

し

て
、

こ
こ

に
来

け

る

と

そ
き

＼
し

。

(
011

)

へ

○
昔

、
ひ
や
う
ど
う
た
い
ふ

っ
ね
ま
さ
と
い
ふ
物
あ
り

き
。

そ
れ
は
筑
前
国

や
ま
が

の
庄

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
い
ひ
し
所

に
す
み
し
。
…
…
そ
れ
を
と
ひ
き

＼
て
、
お
か
し
か
り
し
中
に
も
、
お
な

ヘ

ヘ

へ

じ
功
徳

に
も
な
れ
ば
と
き

＼
し
。

(
m
)

二
つ
一
ま
と
め
の
物
語
と
み
え
、
右
に
示
し
た
冒
頭
部
や
結
末
部
が
、

「編
者

の
体
験
の
伝
承
の
よ
う
な
誰
き
方
」
(轄
鎌
漱
系
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
他
に
キ

止
め
冒
頭
文
を
も

つ
の
は
、
大
納
言
物
語
中

の
隆
国
没
年
に
近
い
三
例
ほ
か
異
国

物
語
な
ど
の
計
七
例
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
大
納
言
物
語
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
他

つ
ぎ
の
も
の
は
、
大
納
言
物
語
の
可
能
性
が
あ
る
。

19
清
徳
聖
奇
特
事

22
金
峯
山
薄
打
事

26
晴
明
封
蔵
人
少
将
事

47
長
門
前
司
女
葬
送
時
帰
本
処
事

48
雀
報
恩
事

57
石
橋
下
蛇
事

83
山
横
川
賀
能
地
蔵
事

88
観
音
経
化
蛇
輔
人
給
事

89
自
賀
茂
社
御
幣
紙
等
給
事

鵬
空
入
水
シ
タ
ル
僧
事

④

・
⑥

あ

り

。

③

あ

り

。

⑤

・
⑦

あ

り

。

④

・
⑦

あ

り

。

①

・
③

・
⑥

あ

り

。

①

・
⑦

あ

り

。

②

・
⑦

あ

り

。

①

あ

り

。

③

あ

り

。

①

・
⑦

あ

り

。



木村:宇 治大納言物語の語りと精神67

蹴
聖
宝
僧
正
渡

一
条
大
路
事

莇
宗
行
郎
等
射
虎
事

鵬
遣
唐
使
子
被
食
虎
事

描
夢
買
人
事

瑠
魚
養
事

鵬
相
応
和
尚
上
都
卒
天
事
付
染
殿
后
奉
祈
事

悩
仁
戒
上
人
往
生
事

⑤

あ

り

。

③

・
⑥

あ

り

。

①

・
③

・
⑦

あ

り

。

④

あ

り

。

①

・
②

・
⑥

あ

り

。

④

あ

り

。

①

・
④

あ

り

。

な
お
、
語
り
手
の
具
体
名
は
な
い
が
、
そ
の
物
語
を

「
人
か
た
る

・
か
た
り
伝

ふ
」
な
ど
と
す
る
も
の
が
宇
治
拾
遺

全
体
で
十
二
例
あ
り
、
う
ち
八
例
は
大
納
言

物
語
、
他
の
四
例
は
不
明
の
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
三
例
は
右
の
22

・
83

・

渇
で
あ
る
。
用
語
上
の
徴
表
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
残
り

一
つ
、

21
同
僧
正
大
嶽
ノ
岩
祈
失
事

お

よ

び
、

同

一
主

人

公

に

よ

る

直
前

の
、

20
静
観
僧
正
祈
雨
法
験
事

そ
し
て
今

一
つ
、
物
語
の
主
人
公
が

17
修
行
者
逢
百
鬼
夜
行
事

「
京

に
き

て
語

け

る
と

そ
。
」

と

言

う

、

以
上
の
三
つ
も
ま
た
大
納
言
物
語
の
可
能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

拾
遺
物
語
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
二
つ
が
拾
え
る
だ
ろ
う
。

……
蔵
人
得
業
猿
沢
池
竜
事

鵬
門
部
府
生
海
賊
射
返
ス
事

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
構
成
は
曖
昧
で
、
起
承
転
結
的
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、

用
語
に
、
大
納
言
物
語
の
徴
表
と
な

る
も
の
は
何
も
み
ら
れ
な
い
。
m
は
得
業
恵

印
が
院
政
期
末
ご
ろ
の
人
物
か
と
も

み
ら
れ
て
お
り
、
「目
く
ら
」
と

「鼻
く
ら
」

の
語

呂

合

せ

の

「
を

か

し
」

さ
を

い
う

結

末

は
、

拾

遺

物

語

に
と

く

に
著

し

い
関

心

の
と

り

方

で
あ

る

。

鵬

は

さ

き

に
見

た

よ

う

に

会

話

中

に

呼

掛

の

「
ヤ

ヤ

・

ヤ
」

が
使

わ

れ

て

お

り

、
指

示

調

は

ア

ノ

で
あ

る
。

海

賊

が

逃

げ

て

後

、

「
此
府

生

…

…
笑

て

ゐ

た

り

け

る

と

か

。
」

と

結

ぶ
あ

り

方

は
、

拾

遺

物

語

「
捌
北

面

女

雑

使

六

事

」

の

「
此

六

の

ち

に

き

＼
て
わ

ら

ひ

け
り

と

か

。
」

と

い
う

結

び
方

に

類

似

す

る

。

そ

の
他

、

3

・
16

・
34

・
35

・
36

・
49

・
50

・
51

・
71

・
73

・
82

な

ど

が

、

用

語

・
構

成

・
内
容

な

ど

か

ら

拾
遺

物

語

か

と

思

わ
れ

る

が
、

な

お

問

題

も

残

る

の

で
保

留

し

て

お

き

た

い

。

二

 

宇
治
拾
遺
物
語
中
で
、
時
代
不
明
の
、
地
下
の
人
々
だ
け
が
登
場
す
る
物
語
は
、

六
十
余
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
ず
、
物
語
中
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
呼
称
し

て
い
る
か
に
よ

っ
て
類
別
し
、
今
昔
類

(大
納
言
物
語
)
古
本
説
話
類

(今
昔
と
は
重

な
ら
ず
古
本
説
話
の
み
と
重
な
る
も
の
)
・
単
独
類

(そ
の
一
部
が
拾
遺
物
語
)
ご
と
に
表

示
し
て
み
よ
う
。
物
語
番
号
の
下
は
、
他
の
ど
ん
な
人
物
や
事
物
と
絡
ん
で
語
り

が
な
さ
れ
て
い
る
か
の
メ
モ
で
あ
る
。
か
っ
こ
つ
き
の
番
号
は
、
時
代
が
わ
か
る

物
語
の
中
か
ら
上
項
に
か
か
わ
る
も
の
を
補

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
今
昔
物
語
集
巻
第
二
十
九
は
、
数
々
の
盗
人
の
悪
行
を
連
ね
、
平

安
期
の
世
相
の
裏
を
よ
く
窺
わ
せ
る
が
、
宇
治
拾
遺
に
も
少
な
か
ら
ず
盗
人
の
物

語
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
納
言
物
語
と
み
ら
れ
る
表
の
六

つ
は
、
た
と
え
ば
28

・

58

・
㍑

・
描
い
ず
れ
も
今
昔
の
巻
二
十
九
以
外
の
巻
で
重
な
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
盗
み
の
悪
行
そ
の
も
の
を
語
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「
い
み
じ
き
盗
人
の
大
将
軍
」
で
あ
る
袴
垂
や
大
太
郎
が
、
夜
中
笛
を
吹
き
つ
つ

練
り
行
く
摂
津
前
司
保
昌
の
気
配
に
圧
さ
れ
て
引
剥
ぎ
で
き
ず

「あ
さ
ま
し
く
む

く

つ
け
く
お
そ
ろ
し
か
り
し
か
」
と
語
り

(28
)、
ま
た
、
綿
密
な
下
見
の
後
侵
入
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奈

1
修
行
者

聖
寺

僧

執別

行当
女

き名
男 も

な
鋤 商職

つ1人 人

木東1相1海 盗
i

樵人 盤 」賊人
105 25 45 (44) 96

154
31 (28)

猟師 長鼻 地蔵 地蔵 京童 金塊 学生 保昌 (今

136

斎神

(145)
穀 断

168

魔往生

55
地 獄

113

地 獄

109

131

観 音

87
90

97

観 音
112

(107)

道術

192
(180)

玉

120

猿 神

166

妹

177

58

発 心

(132)

則 光

大

弊 昔
易
語

173 168 56歌 毘沙門 蛇 (176) )類

飛鉢 殺生 妹背島 寛朝　

(102)
信貴 山

89

明神

(43)

歌
88

観音

40

147
150

歌 1

話 古本

類 説

17 (19) 110 83 47 111
} 一

33 大
百鬼 奇特

133

空入水

仏供養 地蔵 葬送
48

雀
57

仏供養

155
156

虎

22

金 薄

1651

夢 買1

0
博

打
0

1武 者

124

発 心

弊
a

募
単

一}} 一 一}『

36 7 73 8 52 38 3 114 (126)
渡海 猟師 西方 易占 狐 火事 こぶ取 智入 物売 不

16
地蔵

70
地蔵 (159) 157

独

53 160 む さ ＼ 中将 明
狐 つき 鬼 び

5 T2(2) 76 15 (14)
ダ ラニ 13平 たけ

ちこ
仮名暦 鮭 智(

74)
拾
遺

類

(6) 80 181 77 猿楽 物
中納言 130氷 魚

弔

ろ く 非実子 1891

弓術}
語

し
た
家
で
得
体
の
知
れ
ぬ
恐
怖
に
襲

わ
れ
、
矢
を
爪
よ
る
音
に
お
び
え
て
逃
げ
出

し

「
武
者

の
城

の
お
そ
ろ
し
き
よ
し
」
を
語

っ
た
(33
)
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、

一
蹴
で
中
空
高
く
盗
人
を
蹴
上
げ
た
老
僧
正
寛
朝
(671
)、

盗
人
三
人
を

仕
留
め
た
功
を
他
に
譲
る
則
光
(231
)
、

身
を
捨
て
て
示
し
た
行
為
に
よ

っ
て
悪
人

土
ハを
発
心
出
家
さ
せ
た
相
人
(58
)
や
若
き
僧
(捌
)
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
い
み
じ
き
悪
人
盗
人
さ
え
も
、
呪
縛
し
改
心
さ
せ
讃
仰
さ
せ
る
あ
る
種
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
く
れ
た
人
の
力
に
こ
そ
、
語
り
の
関
心
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
こ
と
は
、
相
撲
を
主
人
公
に
す
る
三
つ
の
物
語
に
お
い
て
も
同
様
に

い
え
る
。
そ
れ
ら
は
や
は
り
相
撲
そ
の
こ
と
を
語
ら
ず
、
成
村
と
い
う
相
撲
の
頭

目
格

の
者
さ
え
色
を
失

っ
て
逃
げ
た

「あ
さ
ま
し
く
力
あ
る
」
誰
と
も
知
れ
ぬ
大

学
の
衆
の
こ
と
(31
)、

盗
人
の
質
に
と
ら
れ
て
泣
き
な
が
ら
無
意
識
に
指
先
で
矢

竹

の
節
を
く
だ
き
盗
人
を
お
そ
れ
逃
げ
さ
せ
た
、
兄
の
相
撲
の
二
人
力
も
あ
る
み

め
よ
く
姿
細
や
か
な
そ
の
妹
の
こ
と
(661
)、

ま
た
、
あ
と
で
確
か
め
る
と
六
十
人

力
以
上
も
あ

っ
た
大
蛇
を
引
き
ち
ぎ

っ
た
経
頼
と
い
う
相
撲
の
こ
と
(771
)、

と
い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う
よ
う
に
、
想
像
を
絶
し
た
人
の
か
く
れ
た
力
を
讃
嘆
す
る
物
語
で
あ
る
。
隆
国

(
8
)

は
二
十
代
の
こ
ろ
、
こ
と
の
ほ
か
相
撲
好
き
で
あ

っ
た
由
で
、
そ
の
こ
と
も
や
は

り
常
人
を
超
え
た
力
持
ち
へ
の
関
心
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
相
撲
に
か
か
わ

る
物
語
を
隆
国
に
語
り
伝
え
た
層
も
お
の
ず
か
ら
知
れ
る
が
、
な
ら
ば
盗
人
ー

こ
と
に
袴
垂
や
大
太
郎
が

「
と
ら
え
ら
れ
て
語
り
け
り
」
と
記
さ
れ
る
も
の
な
ど

は
、
い
か
に
し
て
伝
わ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。

　

長
久
四
年
㎜
六
月
、
四
十
才
の
と
き
、
源
隆
国
は
、
急
逝
し
た
藤
公
成
の
後
を

く

う
け
て
検
非
違
使
別
当
を
兼
ね
た
。
別
当
は
、
容
儀

・
才
学

・
富
貴

・
譜
代

・
近

(
9
)

.

習
の
五
賢
を
備
え
た
者
に
仰
せ
ら
れ
る
と
い
う
栄
え
あ
る
重
職
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
翌
五
年
七
月
、
隆
国
は
そ
れ
を
辞
任
し
て
い
る
。
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
大

納
言
物
語
等
か
ら
推
せ
ば
、
閻
魔
役
は
性
に
合
わ
な
い
と
い

っ
た
と
こ
ろ
だ

っ
た

ろ
う
か
。
し
か
し
、
検
非
違
使
庁
と
の
か
か
わ
り
が
大
納
言
物
語
に
遺
し
た
影
は
、

け

っ
し
て
少
な
く
な
か

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
28

・
33
、
そ
し
て
検
非
違
使
の
登
場

す
る
58
だ
け
で
な
く
、
職
人
欄
の
22
で
は
、
金
峯
山
か
ら
金
薄
を
盗
ん
で
発
覚
し
、

ヘ

へ

「
検
非
違
使
ど
も
」
に
河
原
で

「
か
う
じ
」
さ
れ
、

「背
中
は
紅
の
練
単
衣
を
水

に
ぬ
ら
し
て
着
せ
た
る
や
う
に
み
さ
ー

と
成
て
」

つ
い
に
死
ん
だ
薄
打
の
こ
と
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が
、

ま

た
、

「
名

の

つ
く

男

」

欄

の
96

は

、

忠

明

と

い
う

検

非

違

使

が

京

童

と

い

さ

か

い

し
、

清

水

の
御
堂

か

ら

蔀

を

脇

は

さ

み

グ

ラ

イ
ダ

ー

の
よ

う

に
し

て
と

び

お

り

て
逃

げ

た

こ
と

が

、

リ

ア

ル
に

語

ら

れ

て

い

る
。

}

大

納

言

物

語

に

お

い

て
、

相

撲

・
盗

人

・
検

非

違

使

以

外

の
地

下

の

人

々

の
物

語

で
、

と

も

か

く

も

具
体

名

が

明

ら

か

に

さ

れ

る

の
は

、

滝

口
道

則

(
701
)
、

伊

良

[
縁

の
世

恒

(
291
)
ぐ
ら

い

で
あ

り

、
ま

た

、
そ

れ

ら

地

下

の
物

語

中

に

は

、
「
m

吾

嬬

人

へ

止
生
蟄
事

・
56
妹
背
島
事

・
48
雀
報
恩
事
」

「
田
博
打
子
響
入
事

(冒
頭
句
は
昔
)」

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
民
話
的
な
、
か
な
り

一
般
化
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も

含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と

に
対
比
し
て
、
相
撲

・
盗
人
ら
の
か
か
わ
る

物
語
の
特
異
な
具
体
性
は
、
や
は
り

そ
れ
な
り
の
情
報
源
の
裏
付
け
あ

っ
て
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
鉄
採
り

の
出
る

「
54
佐
渡
国

二
有
金
事
」、

大
隅
国

郡
司
の
出
る

「
皿
歌
読
テ
被
免
罪
事
」
、

商
人

・
遊
女

・
唐
人
な
ど
も

出
る

「
㎜

珠

ノ
価
無
量
事
」
は
、
ど
れ
も
国
司

や
宇
治
殿
と
の
か
か
わ
り
が
記
さ
れ
る
も
の

で
、
当
然
そ
う
し
た
経
路
か
ら
隆
国

の
耳
に
達
し
た
と
推
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
他
の
今
昔
類
で
、
主

人
公
が
単
に
男

・
女
せ
い
ぜ
い
郎
等

・
侍

・

女
房
な
ど
と
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
は
、
表
に
メ
モ
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
観
音
等

の
霊
験
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「父
母
、
主
も
な
く
妻
も
子
も
な
く
て
口
二

人
あ
る
青
侍
」
(97
)、

「
た
よ
り
な
く

…
…
よ
り

つ
く
所
も
な
き
」
女
(……)、

あ

る
い
は

「物
く
ふ
こ
と
」
さ
え
難
い

(……
・
魏
)
無

一
物
ゆ
え
に
、
ひ
た
す
ら
仏
に

す
が

っ
て
、

つ
い
に
福
徳
を
得
る
男
女

が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
狩
の
途
中
の

「
い
さ
さ
か
の
帰
依
」
に
よ
り
地
蔵
菩
薩
に
地
獄
で
助
け
ら
れ
て
蘇
り
、
以
後
殺

生
を
断

っ
て
地
蔵
に
仕
え
た
男

(44
)
、
夢
に
お
告
げ
の
あ

っ
た
観
音
だ
と
し
て
人

々
か
ら
拝
み
に
拝
ま
れ
、
つ
い
に

「
我
身
は
さ
ば
観
音
に
こ
そ
」
と
思
う
に
至
り
、

武
器
を
捨
て
て
出
家
す
る
男

(90
)、
な
に
仏
と
も
知
ら
ず
た
だ
丸
頭
の
仏
像
を
造

り
供
養
す
る
男
(m
)
と
い
っ
た
愚
直

で

一
途
な
人
々
の
仏

へ
の
帰
依
が
語
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
何
仏
に
仕
え
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
ひ
た
む
き
な
祈
念
こ
そ
が
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

お
の
ず
か
ら
生
を
利
す
る
力
と
な
り
う
る
の
だ
と
い
う
視
点
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
、
僧
た
ち
の
仏
法

へ
の
か
か
わ
り
を
語
る
も
の
と
比

べ
た
と
き
、
明
ら
か
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

諸
寺

の
別
当
1
ー
そ

れ
は
大
納
言
物
語
の
中
で
も
と
く
に
類
型
化
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
i

彼
ら
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

い
ま
は
む
か
し
、
薬
師
寺

の
別
当
僧
都
と
い
ふ
人
あ
り

け
り
。
別
当
は
し
け
れ
ど
も
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
と
に
寺
の
物
も

つ
か
は

で
、
極
楽

に
生
れ
ん
事
を
な
ん
ね
が
ひ
け
る
。

…
…
さ
ば

か

り

の
物

(
か
り

た
ま
ま

の
五
斗
ば
か
り

の
寺

の
米

)

つ
か

ひ
た
る
だ
に
火

の
車
む
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
き
た
る
。
ま

し
て
寺

の
物
を
心
の
ま
ま

に
つ
か
ひ
た
る
諸
寺

の
別
当

の
ち
ご
く

の
む

か

へ
こ
そ
お
も
ひ
や
ら
る
れ
。

(
55
薬
師
寺
別
当
事
)

○
今
は
む
か
し
、
奈
良

の
大
安
寺

の
別
当
な
り
け
る
僧
の
女

の
も
と
に
、
蔵
人
な
り
け
る

人
し

の
び
て
か
よ
ふ
ほ
ど

に
、

(
夢
に
別
当

の
家
族
が
泣
き
な
が
ら
鬼
か
ら
銅

の
湯
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

飲
ま
さ
れ
る
の
を

み
て
、
め
ざ
め
)
寺

の
物
を
く
ふ
に
こ
そ
あ
ら
あ
。

そ
れ
が
か
く
は

み
ゆ
る
な
り
と
…
…
其
後
は

つ
ゐ
に
か
し
こ
へ
ゆ
か
ず
な
り

に
け
り
。

(
m
大
安
寺
別
当
女

二
嫁

ス
ル
男
夢

見
事
)

と

い

う

あ

り

方

、

あ

る

い
は

、

○
家

に
仏
師
を
よ
び
て
地
蔵
を

つ
く
ら
す
ほ
ど

に
、
別
当
が
妻

こ
と
男

に
か
た
ら

は
れ

て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

跡
を
く
ら
う
し
て
失

ぬ
。
別
当
心
を
ま
ど
は
し

て
、
仏

の
事
を
も
仏
師
を
も
し
ら

で
、

里
村

に
手
を
わ
か
ち
て
尋
も
と

む
る
…
…
。

(
45
印

播
国
別
当
地
蔵
作
差
事
)

ま
た
、

「父
の
鯨
に
成
た
る
を
知
な
が
ら
殺
て
食
」

「
大
き
な
る
骨

喉

に

た

て

て
」
死
ぬ
(……
)
と
い
う
よ
う
に
、
我
利
に
か
ま
け
、
役
得
ほ
し
い
ま
ま
で
、

「
地

獄
の
迎

へ
」
必
定
の
破
戒
僧
ど
も
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
寺
僧

に
し
て
も
、
貴
い

僧
と
し
て

「身
の
徳
ゆ
た
か
に
」
栄
え
て
い
る
も
の
の
、
自
分
の
鼻
を
も
て
余
し

て
鼻
も
た
げ
の
童
に
雑
言
の
か
ぎ
り
を

つ
く
す
禅
珍
内
供

(25
)、
強
欲
極
ま
り
な

い
や
り
方
で
仏
供
養
を
す
る
兵
だ
つ
る
法
師
(011
)
な
ど
、
む
し
ろ
笑
い
の
対
象
と



70第12号奈 良 大 学 紀 要

し

て
語

ら

れ

て

い

る
。

寺

は

す

で

に
修

行

・
信

仰

の
場

で

は

な

い

と

し

て
、

山

に

入

り

聖

と

な

っ
た

人

々
は

ど

う

語

ら

れ

る
だ

ろ
う

か

。

単

独

類

(
19
)
の
清

徳

聖

は
、

「
片

時

や

す

む
時

も

な

く

」

亡

き

母

の
供

養

に

つ
と

め

、

わ

が
身

を

卑

く

し

て
餓

鬼

畜
生

ら

に
施

し

、

ま

こ
と

に

「
奇

特

」

の

い
み

じ

き

聖

で
あ

っ
た
。

し

か

し
お

お

か

た

は
、

他

念

な

く

修

行

を

し

て
も

、

知

恵

な

く

か

た

く

な

で
、

狸

や
天

狗

に
あ

ざ

む

か
れ

て

仏
菩

薩

の
幻

に

ま

ど

わ

さ

れ

た

り

(
0

●
RU
)
、

「
我

ば

か

り

貴

き

者

は

あ

ら

じ

と
驕

慢

の
心

」

を

お

こ
し

た

り

(
371
)
、

あ

る

い

は
世

の

人

の
尊

崇

を

得

よ
う

と

、

で

き
も

し

な

い
穀

断

や

入

水

を

装

い

(
踊

・
……
)
、

無

様

に
笑

い

の
種

を

ま

く

の

で
あ

る
。

む

ろ

ん

そ

れ

ら

は

、

特

異

な

存

在

で
あ

っ
た

か

ら

こ

そ
語

り

草

に
な

っ
た
と

い
う

側

面

も

あ

る

だ

ろ

う

が

、

(
一
方

に
撰
集
抄

に

伝
わ
る
よ
う
な

聖

の
語
り
方
も
あ

る
の
だ

か
ら
)

そ
う

し

た
物

語

を

主

に
し

た

と

こ

ろ

に
は

、

寺

僧

や
聖

に
対

す

る
隆

国

の

一
定

の
み

か

た

が
窺

わ

れ

る

よ

う

に

思

う

。

た

だ

の
男

・
女

の
愚

直

な

一
念

こ

そ
、

へ

仏
菩
薩
に
は
よ
く
聞
き
と
げ
ら
れ
、
生

き
る
力
と
な
る
の
だ
。

}

○
人

の
祈
は
、
僧

の
浄

・
不
浄
に
は
よ
ら

ぬ
事
也
。
ロ
バ心
に
入
た
る
が
験
あ
る
も

の
也
。

…

「母
の
尼
し
て
祈
を
ば
す
べ
し
」
と
む
か
し
よ
り
い
嚢

嚢

劫
畿

……
と

は
、

お

そ
ら

く

隆

国

確

信

の
言

葉

で

あ

る

。

一

た
だ

し

か
し

・

す

ぎ

し

血
是

さ

か

の
ぼ
れ

ば

・

右

(
191
)
の
極

楽

寺

の
僧

の
よ

う

に

・

つ
よ
い
秀

を
あ
ら
わ
す
僧
が
し
ば
し
ば
居
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ー

と

…
大
納
言
物
語
は
語

っ
て
も
い
る
。
前
稿

で
表
示
し
た
よ
う
に
、
隆
国
没
年
ま
で
の

蛎

語
で
・
文
献
か
ら
あ
る
程
度
経
歴
の
知
れ
る
高
名
な
僧
は
・
喜

類
で
も
単
独

類

で
も
す
べ
て
隆
国
末
生
以
前
の
人
物
ー

最
も
新
し
い
三
川
入
道
寂
昭
も
・
隆

…
国
生
年
の
前
年
渡
宋
し
彼
地
で
寂
し
た
ー

で
あ
る
。
と
く
に
、
道
心
堅
固
の
内

㎜
記

上

人

(
041
)
・
有

験

の
名

高

い
持

経

者

叡

実

(
m
)
、

わ
ざ

と

の
物

狂

増

賀

上

人

(341
)
・
鉢
飛
ば
し
の
法
で
唐
僧
を
し
の
い
だ
寂
昭
上
人

(m
)
な
ど
、
隆
国
の
祖
父

西
宮
殿
高
明
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
人
々
が
、
今
昔
類
に
は
多
く
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

で
、
そ
の
う
ち
三
つ
の
物
語
を
含
む
餅
か
ら
墨
ま
で
の
八
つ
は
、
同
じ
よ
う
な
僧

の
物
語
が
つ
づ
き
な
が
ら
、
今
昔
に
重
出
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
と
が
あ
り
、

そ
れ
も
、
た
と
え
ば
22
～
33
あ
た
り

の
今
昔
重
出
物
語
と
は
少
し
異
な
り
、
今
昔

の

一
部
分
が
や
や
簡
略
に
な

っ
た
よ
う
な
重
な
り
方
で
あ
る
。
冒
頭
句
は
、
何
も

な
い
㎜

・
蜘
以
外
は
す
べ
て
「昔
」
で
あ
る
。
ま
た
、
天
竺
僧
の
こ
と
で
あ
る
餅

・

麗
、
お
よ
び
m
な
ど
は
、
漢
文
的
な
何
か
の
書
承
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
用
語
が

目
立
ち
、
総
じ
て
、
他
の
今
昔
類
世
俗
の
物
語
よ
り
表
現
が
か
た
い
。
物
語
構
成

は
起
承
転
結
的
で
は
あ
る
が
、
は

っ
き
り
場
の
転
回
を
も
つ
の
は
幽

・
M
だ
け
で
、

あ
と
は
続
き
具
合
が
曖
昧
で
説
明
的
で
も
あ
る
。
内
容
は
前
か
ら
順
に
二
つ
ず

つ

で
類
似
性
を
も

っ
て
い
る
、
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
乱
れ
混

っ
て
い
る
。
と

り
あ
え
ず
そ
れ
を
、
表
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

目

録

至

日
と
の
関
係

嘱

結
び

奮

成

内

容

獅
達
磨
見
天
竺
僧
行
事

協
提
婆
菩
薩
参
龍
樹
菩
薩
許
事

巻
4
-
↓

部
簡
略
署

と
な
ん

曖

昧

　

再
慈
恵
僧
正
延
引
受
戒
之
日
事

著
4
鋤

部
豊

萱

と
な
ん

〃

丁
シ
万

⊥

〃

蜘
内
記
上
人
警

師
陰
陽
師
紙
冠
事
喬

4

部
簡
略
ナ
シ
け

り

〃

天
竺
僧

〃

予
知
救
済

m
持
経
者
叡
実
効
験
事

即
空
也
上
人
腎
観
音
院
僧
正
祈
直
事

㍑
僧
賀
上
人
参
三
条
宮
振
舞
事

巻

12

i

35一
部

簡

略

ゴh
日

 

昔

巻

19

i部
18

別

主

語 .

昔

 

幽
聖
宝
僧
正
渡

一
条
大
路
事

昔

と

か

破
邪
救
済

〃

奪

効
験

な

り

…

〃

一

け

⊥
起
承
籍

な

⊥
袈

籍

〃

伴

狂

捨
身
狂
態

こ
の
表
だ
け
で
も
、
こ
れ
ら
は
今
昔
に
重
な
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず

一
群
同



`

木村:宇 治大納言物語の語りと精神71

類

か

と

み
ら

れ

る

が

、

ま

ず

は

今

昔

と

の
重

な

り

様

を

熾

・
蜘

・
螂

の

一
部

に
よ

っ
て

見

て

み

よ

う

。

カ

タ

カ

ナ

文

が

、

岩

波

大

系

本

に
よ

る

今

昔

物

語

集

の
相

当

部

分

で

あ

る

。

○

老
僧
答
云

「年
来
此
事
よ
り
外
は
他
事
な
し
。

但
黒
勝
と
き
は
我

二
人
ノ
古
老
答

テ
云
ク

「
我
等
年
来
碁

ヲ
打

ヨ
リ
外

ノ
他

ノ
事
元

シ
。
但

シ
、
黒
勝

ッ
時

煩
悩
勝

ぬ
と
か
な
し
み
、
白
勝
時

は
菩
提
勝

ぬ
と
悦
ぷ
。
打

に
随

て
煩
悩

の
黒
を
失

ひ
菩

ニ
ハ
我

ガ
身

ノ
煩
悩
増
リ
、
白
勝

ツ
時

ニ
ハ
我
ガ
心

ノ
菩

提
増
リ
、
煩
悩

ノ
黒
打
チ
随

へ

提

の
白
の
勝

ん
事
を
思
ふ
。

此
功
徳
に
よ
り
て

テ
菩
提
ノ
白
増

ル
ト
思

フ
。
〈
此

二
付

テ
我
ガ
元
常

ヲ
観
ズ

レ
バ
V
其

ノ
功
徳
勿

二
顕

ハ

謹
果
の
身

と
成
侍
な
り
」
と
云

々
。

レ
テ
謹
果
ノ
身

ト

ハ
成

レ
ル
也
」
ト
云

フ
ヲ
〈

聞
ク

三
涙
雨

ノ
如
ク
落

テ
悲
キ
事
元
限

シ
。

和
尚
房
を
出

て
他
僧
に
語
給

ひ
け
れ
ば
、

和
尚

ノ
云
ク

「
…
…
(略
)
…
…
」

ヲ
云

テ
、
返
々
礼

テ
V
房

ヲ
出
テ
他
ノ
比
丘

二
値

ヒ
ヌ
。

年
来

に
く
み
い
や
し
み

つ
る
人

々
後
悔

し
て
み
な
貴
み
け
り
と
な
ん
。

(
731
)

此

ノ
由

ヲ
語

レ
バ
、
諸

ノ
比
丘
此

ヲ
聞
テ
貴
ブ
事
元
限

シ
。

○
上
人

の
云
や
う
、

「
そ
れ

は
さ
も
あ
れ
。
い
か
が
三
世
如
来

の
御
首
に
冠
を

ば
着
給
。

[
目
云

ク
、

「
然
リ
ト
云
フ
ト
モ
何
デ
カ
三
世

ノ
諸
仏

ノ
御
首

ニ
ハ
紙
冠

ヲ
バ
為

ム
。

不
幸

に
た

へ
ず
し
て
か
様

の
事
し
給
は
ば
、
堂
作
ら
ん
料

に
勧
進
し
あ

つ
め
た
る
物
共
を

貧
サ

ニ
不
堪

シ
テ
此
ク

シ
給

バ
バ
、

我
ガ
此
ノ
知
識

二
曳

キ
集

タ
ル
物
共

ヲ
皆
其

汝
に
な
ん
。

一
人
菩
提
に
勧
れ
ば

堂
寺
造
に
勝
れ

た
る
功
徳
也
」

二
進
ナ

ム
。

一
人
ノ
菩
提

ヲ
勧

ム
ル
功
徳

ト
テ
モ
、
塔
寺
造
タ
ラ

ム
功
徳

二
可
劣
キ

ニ
非

と
い
ひ
て
、

弟
子
共
を

つ
か
は
し
て
、
材
木
と
ら
ん
と

て

ズ
」
ト
云
テ
、
〈
我

レ
ハ
川
原

二
居
乍

ラ
V
弟
子
共

ヲ
遣

テ
、

勧
進
し
あ

つ
め
た
る
物
を

み
な

は
こ
び
よ
せ

て
此
陰
陽
師
に
と
ら
せ

て
、

さ
て
我
身

知
識

ノ
物
共

ヲ
皆
取
寄

セ
テ
此

ノ
陰
陽
師

ノ
法
師

二
揮

ヲ
与

ヘ
テ
[
口

口
〕

は
京

に
上
給
に
け
り
。

(
……
)

ハ
京

二
上

ニ
ケ
リ
。

○

「
尤
た
う
と
き
事
也
。
僧
賀

こ
そ
は
誠
に
な
し
た

て
ま

つ
ら
め
。
」

聖
人

「糸
貴

キ
事
也
。
増
賀

コ
ソ

バ
尼

ニ
ハ
成

シ
奉
ラ
メ
。
〈
他

人

ハ
誰
力

成

シ
奉

ラ

と

て
参
け
り
。

弟
子
共

此
御
使
を
唄

て
打
た
ま

ひ
な
ん
と
や
せ
ん
ず

ム
。
〉
」
ト
云

ヘ

バ
、
弟
子
共
此

ヲ
聞
テ

「此

ノ
御
使

ヲ
バ
唄

テ
打
テ

ム
ズ
ト
思

ツ
ル
ニ
、

ら
ん
と
お
も

ふ
に
、
思

の
外
に

心
安
く
参
給

へ
ば
、
あ
り
が
た
き
事
に
思
あ

へ

不
思
ザ

ル
外

二
此
ク
和
カ

ニ
参
ラ

ム
ト
有

ル
、
希
有

ノ
事
」
ト
ゾ
云

り
。

か
く

て
宮

に

参

た
る
よ
し
申
け
れ
ば
、
悦

て
め
し
入
給

て

ピ
ケ

ル
。

カ
ク
テ
三
条

ノ
宮

二
参
テ
参

レ
ル
由

ヲ
令
申

ム
。

宮
喜

バ
セ
給

ヒ
テ

〈
「
今

口

尼
に
な
り
給

に
、
上
達
部

僧
共
、
お
ほ
く
ま
い
り
集
り
内
裏

吉

日
也
」

ト
テ
〉
御
出
家
有

リ
。
上
達
部
少

々
可
然
キ
僧
ナ
ド
多
参
リ
合
タ
リ
。

内

ヨ

よ
り
御
使
な
ど
ま
い
り

た
る
に
、
此
上
人
は

目
は
お
そ
ろ
し
げ
な
る
が
体
も
貴

リ

モ
御
使
有
リ
。

此

ノ
聖
人

ヲ
見

レ
バ
目

ハ
怖

シ
気

ニ
テ

貴

げ
な

が
ら
わ

づ
ら
は
し
げ

に
な

ん
お
け
し
け
る
。

ト
乍

煩

ハ
シ
気

ニ
ゾ
有

ケ

ル
。

(
341
)

今
昔
に
重
出
す
る
場
合
、
い
ず
れ
も
そ
の
重
な
る
部
分
に
お
い
て
は
同
文
脈
で

あ
り
、
中
で
も
和
語
的
な
語
り
口
の
つ
よ
い
協
な
ど
、
今
昔
の
方
は
主
体
が
三
条

大
后
側
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
よ
く
重
な

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
餅

・
蜘
に
顕
著
な
よ
う
に
、
と
く
に
実
線
部
分
な
ど
の
用
語

・



72第12号奈 良 大 学 紀 要

表
現
の
相
似
性
、
波
線
部
分
な
ど
の
そ

の
相
違
性
、
〈

〉
に
入
れ
た
今
昔
だ
け

に
あ
る
部
分
、
二
重
線
部
の
用
語

・
用
字
の
同

一
性
な
ど
に
見
ら
れ
る
あ
り
よ
う

は
、
漢
文
風
の
同

一
の
典
拠
を
、
両
者
が
各
別
々
に
和
文
化
し
た
ゆ
え
の
現
象
と

(
10
)

み
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
概
し

て
、
宇
治
拾
遺
の
ほ
う
が
簡
略
で
よ
く
筋

が
と
お
る
よ
う
に
意
訳
さ
れ
、
情
緒
を
出
す
表
現
を
す
る
こ
と
は
あ
る
が
敷
衙
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
み
ら
れ
も
す
る
。
そ
し
て
、
今
昔
に
は
な
い
㎜

・
囎
に
お
い
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
、

「出
仕
を
相
待
の
所
に
」

「受
戒

は
延
引
也
」
(燭
)

「参
会
し
給
」

「幼
稚

の
時
」
(241
)
な
ど
、
宇
治
拾
遺
中
そ
こ
だ
け
に
し
か
見
ら
れ
な
い
漢
語
的
な
用
語

が
出
る
。

お
そ
ら
く
、

少
な
く
と
も
鵬
～
毘
の
僧
の
物
語
は
、

漢
文
風
の
典
拠

(
一書
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
)
を
、
今
昔

・
宇
治
拾
遺
各
独
自

の
選
択

・
和
ら
げ
で

(
11
)

書
承
し
、
し
た
が

っ
て
今
昔
と
は
重
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
重
な
ら
な
い
鵬

・
毘
お
よ
び
他
所
の
今
昔
に
は
出
な
い
僧

の

物
語
ー

「
20
静
観
僧
正
祈
雨
法
験
事

・
21
同
僧
正
大
嶽

ノ
岩
祈
失
事
」

「
悩
日

蔵
上
人
吉
野
山

ニ
テ
逢
鬼
事
」

「
鵬
相
応
和
尚
上
都
卒
天
事

付
染
殿
后
奉
祈
事
」

は
、
い
ず
れ
も
隆
国
未
生
以
前
寛
平

・
延
喜
以
降
の
僧
た
ち
の
、
予
知
力
や
効
験

(
12
)

を
語
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
に
も
ふ
れ

た
よ
う
に
、
今
昔
は
そ
う
し
た
仏

・
法
よ

り
も
僧
(人
)
の
念
力
が
表
面
だ
つ
物
語

は
、
菩
薩
た
る
弘
法
大
師
以
外
で
採
ら
な

か

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
逆
に
宇
治
大
納
言
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
こ
そ
関
心

が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

い
さ
さ
か
素
行
が
常
識
か
ら
は
み
出
し
気
味
で
、
晩
年
は
し
き
り
に
官
を
辞
し

も
し
た
隆
国
は
、
と
り
わ
け
、

○

き
は
め

て
心
武
う
、
き
び
し
く
お
は
し
け
り
。
ひ
と

へ
に
名
利
を

い
と
ひ

て
、
頗
物

ぐ

る
は
し
く
な
ん
わ
ざ
と
振
舞
給
け
り
。

(
螂
増
賀

上
人
)

○
召
れ
け
れ
ど
、
京
は
人
を
賎
う
す
る
所
な
り
と
て
、
更

に
ま

い
ら
ざ
り
け
る
と
そ
。

(
跳
相
応
和
尚
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

い

っ
た
、

狂

態

で
、

名

利

を

い

と

い
、

凡

俗

凡

僧

の
目

に
は

そ

の
力

が

か

く

さ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

れ
て
も
い
た
昔
の
聖
た
ち
に
、
共
感
と
あ
こ
が
れ
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

 

こ
こ
で
す
こ
し
拾
遺
物
語
の
ほ
う
に
目
を
移
し
、
そ
の
性
格
を
と
お
し
て
逆
に

大
納
言
物
語
を
眺
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

拾
遺
物
語
の
特
徴
と
し
て
、
序
破
急
構
成
以
外
で
目
に
立
つ
の
は
、
そ
の
大
半

が
、
い
わ
ば

「興
言
利
口
」
に
か
か
わ
る
笑
い
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

興
言
そ
の
も
の
の
猿
楽
の
こ
と
を
語
る

「
74
陪
従
家
綱
兄
弟
互

二
謀
タ
ル
事
」
は

も
ち
ろ
ん
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
応
答
が
滑
稽
な

「
12
児
ノ
カ
イ
餅

ス
ル
ニ
空
寝
シ
タ
ル

事

・
77
実
子

二
非
ザ
ル
人

実
子
ノ
由
シ
タ
ル
事
」
、

嘘
の
露
見
も
間
髪
を
容
れ
ず

言
い
く
ろ
め
て
笑
わ
せ
て
し
ま
う

「5
随
求
ダ
ラ

ニ
籠
額
法
師
事

・
15
大
童
子
鮭

ヌ
ス
ミ
タ
ル
事
」
、
そ
う
し
た

言
葉
の
と
び
交
う
中
で
少
し
気
の
毒
な
馬
鹿
正
直

な
人
々
(「76
仮
名
暦
読
タ
ル
事
」
の
な
ま
女
房

・
「……北
面
女
雑
使
六
事
」
の
刑
部
録
)
、

そ
の
よ
う
な

口
舌
の
時
代
に
説
法
な
ら
び
な
き
人
と
し
て

活
躍
す
る

仲
胤
僧
都

(2
・
81

・
……
)、
硬
直
し
た
上
様
の
意
識
を
う

つ
下
々
の
知
恵
あ
る
言
葉

(10
・
72
)

な
ど
、
そ
の

「言
葉
」
を
め
ぐ
る
才
気
あ
ふ
れ
る
世
界
は
、
人
間
の
精
神
や
肉
体

の
か
く
れ
た
力
を
語
る
こ
と
の
多
い
大
納
言
物
語
と
は
、
か
な
り
異
質
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
拾
遺
物
語
に
登
場
す
る
地
下
の
人
々
は
、
ほ
と
ん
ど
が
宮
廷
や
公

家
に
仕
え
る
か
、
そ
の
周
辺
界
隈
に
出
没
し
た
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

大
納
言
物
語
の

「18
利
仁
い
も
粥
事
」

の
五
位
、
「23
用
経
荒
巻
事
」
の
用
経
、

「
94
播
磨
守
為
家
侍
佐
多
事
」
の
サ
タ
と
い

っ
た
、
「を
こ
」
の
系
列
に
連
な
る
76

の

「な
ま
女
房
」

・
14
の

「小
藤
太
」
、

鵬
の

「源
行
遠
の
従
者
」
な
ど
の

よ
う

な
者
も
居
る
に
は
居
る
。
し
か
し
、
歌
の
こ
と
で
勅
撰
集
の
撰
者
通
俊
卿
を
や
り

こ
め
た
泰
兼
久

(10
)、

「
理
非
明
察
」
(課
元
助
)
の
宇
治
左
大
臣
に
正
理
で
抗
弁
す

る
大
膳
大
夫
以
長

(72
.
㎜
)、

さ
ら
に
そ
の
利
口
を
殿
上
人
も
も
て
な
し
興
じ
る
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女
雑
仕
六
(
181
)
や
、
お
の
が
盗
み
も
巧
言
で
強
弁
す
る
大
童
子
(15
)
な
ど
、
後
世

の
狂
言
の
中
の
人
々
に
つ
づ
く
よ
う
な

「
か
し
こ
く
う
る
せ
き
」
下
層
の
人
々
が

新
た
な
語
り
を
得
て
い
る
。

一
章
で
見
た
よ
う
に
、
拾
遺
物
語
と
み
な
せ
る
も
の
に
は
、

「
下
種

・
下
人
」

さ
ら
に

「下
繭
」
と
い
う
語
も
出
て
こ
な
い
が
、
当
時
そ
れ
ら
の
言
葉
が
死
後
で

あ

っ
た
は
ず
は
な
い
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
拾
遺
物
語
の

語
り
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

の
語
を
使
う
必
要
も
な
か

っ
た
か
、
あ
え
て
使

わ
な
か

っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。

た
だ
、
拾
遺
物
語
の
時
代

(院
政
後
期
)、

か
つ
て
隆
国
の
頃
な
ら
そ
う
し
た
言
葉

で

一
か
ら
げ
に
指
し
て
す
ま
せ
て
い
た
層

に
対
し
て
、
公
家
上
層
部
の
視
野
や
関
心
が
急
激
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
後

ヘ

ヘ

ヘ

へ

白
河
院
の
梁
塵
秘
抄
や
年
中
行
事
絵
巻
、
慈
円
と
良
経
の

「南
海
漁
父
北
山
樵
客

百
番
歌
合
」
と
い

っ
た
名
目
な
ど
か
ら
推
察
も
で
き
る
。
人
々
は
、
僧
俗
上
下
互

に
興
じ
合
え
る
言
葉
と
表
現
力
を
、

「貴
賎
老
少
口
々
相
伝
」
(古
語
拾
遺
)の
上
古
の
世

以
来
、
よ
う
や
く
あ
ら
た
め
て
獲
得
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
下
々
の
語
り
と
そ
の

心
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
を
公
家
や
高
僧
を
語
る
の
と
等
し
く
、
虚
飾
の
な
い
自
然

で
伸
び
や
か
な
日
常
語
で
語
り
直
し
、
公
家
男
子
と
し
て
は
い
さ
さ
か
狂
態
な
そ

の
行
為
を
、
は
ば
か
る
こ
と
な
く
文
字

に
記
し
た
大
納
言
源
隆
国
を

先

鞭

と

し

(
13
)

て

ー

。
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
童
部
な
れ
ど
も
、
か
し
こ
く
う
る
せ
き
も

の
は
か

＼
る
事
を
そ
し
け
る
。

(
27
季
通
欲
逢
事
事
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
聖
な
れ
ど
、
無
知
な
れ
ば
か
や
う
に
ば

か
さ
れ
け
る
也
。
猟

師
な
れ
ど
も
慮
あ
り
け
れ

ば

狸
を
射
害
、
そ

の
ば

け
を
あ
ら

は
し
け
る
也
。

(
踊
猟
師
仏

ヲ
射
事
)

「○
○
な
れ
ど
」
と
い
う
と
き
、
隆

国
は
そ
の
○
○
に
対
す
る
世
間
や
自
ら
の

固
定
観
念
が
語
り
の
中
で
つ
き
崩
さ
れ

る
の
を
知

っ
た
。
し
か
し
、

「○
○
な
れ

ど
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
○
O
i

猟
師
の
よ
う
な
下
種
、
あ
る
い
は
下
人

・
童

部
と
い
っ
た
者
た
ち
が
、

一
般
に
は
無
知
で

「を
こ
」
な
る
者

で
あ
る
と
い
う
観

念
を
脱
し
き
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
が

「○
○
な
ら
ば
こ
う
だ
ろ
う
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
聖
な
ら
ば
、
穀
断
も
入
水
も
装

わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
大
納
言
物
語
が
、
人
の
分
限
に
つ
い
て
の
固

定
観
念
を
完
全
に
払
拭
し
た
の
は
、
二
章
で
述

べ
た
よ
う
な
神
仏

へ
の
祈
念
や
帰

依
の
こ
こ
ろ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
だ
け
だ

っ
た
。
そ
こ
で
み
ら
れ
た
、
と
く
に
名

も
な
き
女

の
物
語
は
、
異
国
物
語
の

「
30
唐
卒
都
婆

二
血
付
事
」
や
単
独
類
47

・

48

・
57
も
含
め
、
す
べ
て
、
年
老
い
あ
る
い
は
幸
薄
い
女
た
ち
が
、
そ
の
心
の

一

途
さ
ゆ
え
に
徳
を
得
、
救
わ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
ば
か
り
で
も
あ
る
。
あ
る
固
定

観
念
を
つ
き
崩
す
た
め
に
は
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

拾
遺
物
語
の
語
り
方
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
人
々
に
は
、
大
道

で
鮭
を
盗
む
大
童
子
が
居
れ
ば
、
氷
魚
を
盗
み
食
う
僧
が
居
る
。
煩
悩
を
切
り
捨

て
た
と
い
う
聖
法
師
も
、

一
生
不
犯
の
講
を
行
う
大
納
言
雅
俊
も
、
と
も
に
似
た

(
14
)

よ
う
な
結
果
に
落
ち
着
い
て
人
々
の
笑
い
を
さ
そ
い
、
響
や
甥

の
し
わ
ざ
に
か
か

っ
て
失
神
し
の
け
ぞ
り
臥
す
姿
は
、
侍
小
藤
太
も
大
僧
正
覚
猷
も
同
じ
で
あ
る
。

大
納
言
物
語
で
は
け

っ
し
て
具
体
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
帝
や
院
さ
え
、

他
の
人
々
と
同
じ
く
よ
く
笑
う
人
間
ら
し
い
相
貌
を
も

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、

「
○
○
な
ら
ば
こ
う
だ
」
と
い

っ
た
固
定
観
念
は
む
ろ
ん
、

「○
○
な

れ
ど
も
こ
う
だ
」
と
い

っ
た
そ
れ

へ
の

一
定
の
批
判
さ
え
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

も
は
や

「
い
み
じ
き
盗
人
の
大
将
軍
」
も
、

「
か
ば
か
り
の
行
者
は
あ
ら
じ
」
と

慢
心
す
る
程
の
聖
だ
に
も
居
な
い
時
代
-

勅
撰
集
の
撰
者
が
歌
の
知
識
で
下
々

の
者
に
劣
り
、
礼
節
や
理
非
に
う
る
さ
い
宇
治
左
府
さ
え
古
侍
の
以
長
に
や
り
こ

め
ら
れ
る
時
代
な
の
だ
。
拾
遺
物
語
は
そ
こ
で
、
通
俊
卿
や
左
大
臣
頼
長
が
、
た

だ
頷
い
て
黙
る
と
い

っ
た
語
り
方
を
と

っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
上
に
も
下
に

も
言
葉
の
解
放
さ
れ
た
よ
き
時
代
1

「
宇
治
に
遺
れ
る
」
お
お
ど
か
な

「昔
心
」
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も
拾
え
た
時
代
だ

っ
た
の
だ
。

い
か
な
る
賢

王
賢
主

の
御
政
も
、
摂
政
関
白
の
御
成
敗
も
、
世

に
あ
ま
さ
れ
た
る
い
た

リ

ヘ

ヘ

へ

づ
ら
者
な
ど

の
、
人

の
き
か

ぬ
所
に
て
、
な
に
と
な
う

そ
し
り
傾
け
申
事
は

つ
ね

の
習
な

れ
ど
も
、
此
禅
門
世
ざ
か
り
の
ほ
ど

は
、
聯

い
る
が
せ
に
も
申
者
な
し
。
其
故
は

…
…
を

の
つ
か
ら
平
家
の
事
あ

し
ざ
ま

に
申
者
あ
れ
ば
、
(
禿
)
一
人
き
き
出
さ
ぬ
ほ
ど

こ
そ
あ
り

け
れ
、
余
党

に
触

廻
し

て
其
家
に
乱
入
し
、
資
財
雑
具
を
追
捕
し
、
其
奴
を
搦
と

つ
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

六
波
羅

へ
ゐ

て
ま
い
る
。

さ
れ
ば
、
目
に
み
心

に
し
る
と
い

へ
ど
も
、
詞

に
あ
ら
は
れ
て

ヘ

へ

ゐ

へ

申
者
な
し
。

(平
家
物

語

禿
髪
)

　

　

　

　

　　ぬ

ヨ

　

　

「
此

禅

門

世

ざ

か

り

の

ほ

ど
」
描
～

恥
と

「
法

性

寺

殿

の

御

時

」

m
～

田

と

い

う

く

く

く

く

あ

ま

り

に
落

差

の

大

き

い

二

つ

の
時

代

に
わ

た

っ
て
、

お

そ
ら

く
政

治

の

ロ
ハ中

で

生

き

ざ

る

を

え

な

か

っ
た

拾

遺

物

語

の
筆

者

は
、

も

は

や

人

間

の
あ

り

よ
う

に

つ

い

て
何

の

固
定

観

念

も

も

ち

え

ず

、

た

だ

、

言

葉

と

言

葉

の
偶

発

的

な

一
瞬

の
出

(
15
)

会
い
の

「を
か
し
さ
」
を
語
り
あ
つ
め
る
こ
と
に
、
自
ら
を
鱈
晦
し
た
。

「法
性

寺
殿
の
御
時
」
の
実
感
を
も
た
な
い
や
や
若
い
層
か
ら
は
、
固
定
観
念
に
な
お
必

死
で
殉
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
逼
塞
し
た
状
況
を
こ
え
よ
う
と
し
た
、
た
と
え
ば
故

法

・
礼
節
に
謹
厳
そ
の
も
の
の
兼
実
(久
安
五
……生
)、
定
家

(応
保
元
㎜
生
)
の
よ
う

な
歌
人
、
求
道

一
途

の
明
恵

・
親
鷺
(
承
安
三
m
生
)
と
い
っ
た
志
操
ひ
た
む
き

な

人
々
が
、

つ
づ
い
て
出
た
頃
で
も
あ

っ
た
。

四

さ
て
、
二
章
の
考
察
で
、
大
納
言
物
語
に
は
、
隆
国
未
生
以
前
の
僧
の
物
語
や

異
国
物
語
を
中
心
に
書
承
と
み
ら
れ
る
も
の
と
、
相
撲

・
盗
人

・
検
非
違
使
ら
を

主
人
公
と
す
る
物
語
や
語
り
手
明
示
の
物
語
を
中
心
に
口
承
と
み
ら
れ
る
も
の
と

が
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。
書
承
の
場
合
、
今
昔
と
重
な
る
も
の
で
対
比
し
て

み
る
限
り
、
お
お
む
ね
二
章
で
ご
く

一
部
を
示
し
た
よ
う
な
あ
り
様
-

従
来
い

わ
れ
る
よ
う
に
今
昔
と
の
直
接
喜
承
関
係
は
な
く
、
概
し
て
今
昔
よ
り
よ
く
筋
の

通

る
達

意

の
意

訳

と

み

ら

れ

る

が
、

原

拠

を
改

窟

し

た

り

敷

術

し

た

り

は

せ

ず

、

そ

の
原

拠

に

は
漢

文

風

の
も

の

と
あ

る
程

度

和

文

化

さ

れ

た

も

の
と

が

あ

っ
た

と

み
ら

れ

る
、

と

い

っ
た

こ

と

が
推

察

も

さ

れ

る

。

そ

う

し

た

書

承

が

、

か
な

り

確

　

　

　

　

　

　

　

実

視

で
き

る
も

の

に

は
、

91

92

93

・
鵬

・
窟

鵬
㎜

蜘

雄

毘

協

拠

蜘

・
脳

・
餅

鵬

鵬

　

　

　

　

く

く

く

く

く

く

く

……
m

・
隅

・
珊

・
瑠

・
塒

鵬

餅

(か

っ
こ
付
き
は
異
国
物

語
)
の

二
十

五
、

あ

る

い

は

く

く

く

く

く

く

　

　

ヘ
ノ

　

そ

う

か

と

見

ら

れ

る

も

の

に

は
、

19

20
21

・
30

・
59

・
86

・
鵬

・
悩

・
珊

・
醜

鵬

(

(

(

(

梱

の
十

二
な

ど

が

あ

り

、

大

納

言

物

語

の

三
分

の

一
ほ

ど

は
書

承

の
物

語

だ

っ
た

(
16

)

と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
章
に
挙
げ
た
大
納
言
物
語
に
特
徴
的
な
用
語
①
ナ
メ
リ

・
②
サ

バ
は
ナ
メ
リ

一
例
が
右
に
挙
げ
た
中

の

「
鵬
上
出
雲
寺
別
当
父
ノ
総

二
成
タ
ル
ヲ

知
ナ
ガ
ラ
殺
テ
食
事
」
に
、
サ
バ
三
例
が
同
じ
く

「
91
帽
子
斐
与
孔
子
問
答
事
」

ヘ

ヘ

へ

の
い
ず
れ
も
会
話
中
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
書
承
的
な
も
の
に

は
使
わ
れ
に
く
い
用
語
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
サ
バ
に
つ
い
て
は
、

大
納
言
物
語
の
確
実
な
十
四
例
中
十
例
に
つ
い
て
、
そ
の
今
昔
相
当
部
分
に

「然

ラ
バ

・
然
バ

・
然
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
岩
波
大
系
本
今
昔
で
は
、
文
脈
に
よ

っ

て
す

べ
て

「
サ
ラ
バ
」
と

「
サ
レ
バ
」
で
訓
み
わ
け
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

つ

ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈
明
ら
か
な
サ
ラ
バ
が
対
応
す
る
も
の
三
例
〉

ヘ

ヘ

ヘ

へ

①

「
さ
ば
国

の
大
臣
か
。
」
「
そ
れ
に
も
あ
ら
ず
。」
「
さ
ば
国
の
司
か
。
」
「
そ
れ
に
も
あ
ら

ヘ

へ

ず

。
」

「
さ
ば

な

に
ぞ

。
」
と

と

ふ

に

(
91

帽
子

隻

与

孔

子
問

答

事

)

「
然

ラ

バ
国

ノ

大

臣

力

。
」

…

…

「
然

ラ

バ

国

ノ
司

力

。
」

…

…

「
然

ラ

バ
何
人

ゾ

。
」

ト
。

(今

昔

巻

10
1

10
)

〈
サ
ラ
バ
的
文
脈
だ
と
み
ら
れ
る
も
の
三
例
〉

ヘ

へ

②

「
さ
ば

、
い
ざ
清
水

へ
。
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
(
87
清
水
寺
二
千
度
参
詣
者
打

入
双
六
事
)

サ

ラ

「然

バ
、

去

来

参

テ

ム
。
」

ト
云

ヘ
バ
、

(
今

昔

巻

16
-

37

)
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ヘ

へ

㈹

「
さ
ば
、
か
な
ら
ず
帰
り

て
こ
よ
。

…
…
」
と

い
ひ
け
れ
ば

(
麟
高
階
俊
平
ガ
弟
入
道
竿
術
事
)

サ
ラ
バ

「
然
、

必

ズ

返

リ
来

レ
。

…

…
」

ト
云

ケ

レ

バ

ヘ

へ

㈱

「
御
ぜ
ん
た
ち
、
さ
ば
い
た
く
わ
ら

ひ
給

て
わ
び
給
な
よ
。

サ
ラ

「
御
前
達
、
然

バ
咲

ヒ
不
給

ジ
ヤ
。

…
…
」

一
〈
サ
レ
バ
的
文
脈
だ
と
み
ら
れ
る
も
の
四
例
〉

う

ぬ

ヘ

へ

一

㈲
我
身
は
さ
ば
観
音

に
こ
そ
あ
り
け
れ
-
…
.と
思
ひ
て

サ
レ

我
ガ
身

ハ
然

バ
観
音

ニ
コ
ソ
有

ナ
レ
。
…
…
」
ト
云
テ

、

、

、

、

止

n

同

右
)

(

昔

巻
24

i
22
u

(
90
信
濃
国
筑
摩
湯

二
観
音
沐
浴
事
)

(
今
此日

巻
19
1

11
)

励

さ
ば
、

こ
の
観
音

の
せ
さ
せ
給

ふ
な
り
け
り
と
お
も

ふ
に

(
㎜
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事

)

鮮

バ
…
…
観
音

ノ
変
ジ
テ
助

ケ
給

ピ
ケ

ル
也
ケ
リ
ト
思
フ

ニ

(今
昔

巻
16
1

7
)

の

か
掛

こ
れ
よ
り
ほ
か
に
た
ぷ
べ
き
物

の
な
き

に
こ
そ
あ
ん
な

れ
と
お
も
ふ

に

(
m
清
水
寺
御
帳
給

ル
女
事
)

鮮
バ
此

ヨ
リ
外

二
可
給
キ
物

元
キ

ニ
コ
ソ
有

レ
ト
思

フ

ニ

(今
昔

巻
16
1
30
)

鋤
ざ
倭
こ
の
翁

の
法
師

に
な
る
を
随
喜

し
て
…
…
新
仏

の
い
で
さ
せ
た
ま

ふ
と
は
あ
る

に

こ
そ
あ
り
か
か
。

(
燭
出
家
功
徳
事
)

サ

レ

バ

へ

然
…
…
新

キ
仏
出
給

フ
ト

ハ
道
祖

ニ

ハ
告

ル
ニ
コ
ソ

バ
有
ケ

レ
ト
思
フ

ニ

(
今
土
日

巻

19
1

12
)

〈

今

昔

に
対

応

語

の

な

い

も

の

四

例

V

ヘ

ヘ

ヘ

へ

 
㈲
我
は
さ
ば

の
ど
か
は
き

て
絶
入
た
り
け
る
に

こ
そ
有

け
れ

(
96
長
谷
寺
参
篭
男
利
生
.預
事

)

我

ハ
喉
乾
キ
テ
既

二
絶

入
シ
タ
リ

ケ
ル

ニ
コ
ソ
有
ケ
レ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

㈹
さ
ば
我
は
死
た
り
け
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
心
え

て

ー

相
当
部
分
な
し
ー

ヘ

へ

鋤
さ
ば

こ
れ
を
き

ぬ
に
し
て
き
ん
と

お
も
ふ
心

つ
き

ぬ
。

着
物

ノ
元
キ

ニ
衣

二
縫
テ
着

ト
思

ヒ
テ

(
今
昔

巻
16
1
28
)

(
鵬
敏
行
朝
臣
事

)

(
m
清
水
寺
御
帳
給

ル
女
事
)

(今
丘
臼

巻
16
1

30
)

へ

た

㎝
そ
れ
を

お
も

ふ
に
、
経
頼
が
力

は
さ
ば
百
人
斗
が
力
を
も
た
る
に
や
と
お
ぽ
ゆ
る
な
り
。

(
74
経
頼
蛇

二
逢
事

結
び
)

此

レ
ヲ
思

フ

ニ
恒
世
ガ
カ

バ
百
人
許
ガ
カ

ヲ
持

タ
リ

ケ
ル
ト
ナ
ム
思

ユ
ル
。

(今
昔

巻

23
-
22
)

な

お

、

今

昔

と

重

な

ら

な

い
物

語

で
は

、

サ

ラ
バ

的

用

例

が

3

・
50

.
m

に

三

例

、

サ

レ

バ
的

用

例

が

33

・
83

・
84

・
拠

・
翅

に
五

例

あ

り

、

こ
の
う

ち

五

つ
は
、

す

で

に
大

納

言

物

語

か
と

み

て
き

た
も

の

で
あ

り

、

具

体

的

に
は

つ
ぎ

の
と

お
り

で

あ

る

。ヘ

へ

13

「
さ
ば

、
た
が
し
る

べ
き
ぞ
。
」
と
い

へ
ば

(
m
ッ
ネ

マ
サ
ガ
郎
等
仏
供
養
事

)

ー

、
、

⑳
さ
ば
、
入
た
ら
ま
し
か
ば
み
な
数
を

つ
く
し

て
射

こ
ろ
さ
れ
な
ま
し
と
思
け
る
に

(
33
大
太
郎
盗
人
事
)

ヘ

へ

㈲
さ
ば
、
此
僧
に
ま

こ
と

に
ぐ
し

て
お
は
し
た
る

に
や
と
お
ぽ
す
程

に

(
83
山
横
河
賀
能
地
蔵
事
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

㈹
さ
ば

、
仏

経
は
目
出
く
た
う
と
く
お
は
し
ま
す
物
な
り
け
り
と
思
て

(
捌
海
賊
発
心
出
家
事
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

㎝

さ
ば
我
子

に
こ
そ
あ
り
け
れ
…
…
と
あ

は
れ
に
お
ぼ
え
て

(
……
魚
養
事
)

ヘ

へ

さ

て
、

「
さ

ら

ば

」

な

ら

ば

「
然

ラ

バ
」
、

「
さ

れ

ば

」

な

ら

ば

「
然

レ
バ
」

と

仮

名

を

送

る

こ
と

が

多

い
今

昔

で
、

ω

(書
承
と
み
ら

れ
る
異
国
物

語
)
以
外

の

「
然

バ

・
然

」

は
、

「
サ

バ
」

の
表

記

だ

っ
た

の

で

は
な

い

か
と

思

わ

れ

る

が

、

こ

の

「
さ
ば

」

は
、

他

の

平

安

期

和

文

に

も

、

ロ

ヘ

へ

「
さ
ば
、
は
や
。
」
と
(
帝
)
お
ほ
せ
ら

る
。

(夜

の
寝
覚

巻
四
)

ヘ

へ

さ
ば
、

こ
れ
に
養

は
れ
て
有
な
り
け
り
と
(右
大
将
)珍

ら
か
に
お
ぽ
さ
る
。

(宇
津
保

俊
蔭
)

な
ど
と
、
会
話
部
分
を
中
心
に
散
見
せ
ら
れ
、
ど

ち

ら

か

と
い
え
ば
公
家
層
の

ヘ

ヘ

へ

口
頭
語
的
な
用
語
だ

っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
大
納
言
物
語
で
は
、
地
下
の
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{
男
女
を
主
人
公
と
す
る
利
生
の
物
語
に
と
り
わ
け
片
よ

っ
て
使
わ
れ
、
と
く
に
㈲
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「
り
同
文
度
が
　.同
い
物
語
で
あ
る
に
も
か

か
や

り
ず

「さ
ば
」
に
相
当
す
る
語
は
な

[
い
が
、
い
わ
ば
無
意
識
の
実
感
を
追
認
識
す
る
意
の
こ
の
語
が
、
書
承
に
あ
た
り

㎜
そ
の
よ
う
な
部
分
で
後
に
削

り
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も

あ
え
て
付
加
さ
れ
る
可

「
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

一

宇
治
拾
遺
中
結
末
部
分
の
述
語
主
体
が
物
語
全
体
の
語
り
手
と
み
ら
れ
る
他
の

一
例

は
、

さ
き

に

一
章

で

大
納

言

物

語

と

認
定

し

た

m

・
m

の

「
i

と

(
ぞ

)
聞

き

「
し

。
」

だ

け

で
あ

る

が

、

働

は
相

撲

の
物

語

で
も

あ

り

、

こ
れ

ら

の
語

り

手

ー

一

「さ
ば
」
と
実
感
を
こ
め
て
語

っ
た
人
が
、
隆
国
そ
の
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
十
分

・
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
地
下
の
人
々
の
物
語
中
に
、
同
類
の

「
さ
ば
」
が
多
く

使
わ
れ
る
の
は
、
文
献
や
宮
廷
社
会
の
語
り
伝
え
に
制
約
さ
れ
な
い
、
そ
れ
ら
誰

…
が
語
り
始
め
た
か
も
不
明
の
物
語
に
お
い
て
こ
そ
、
む
し
ろ
隆
国
は
、
よ
り
自
由

に
感
情
移
入
し
た
み
ず
か
ら
の
語
り
口
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
煽
「

・

と
こ
ろ
で
、
宇
治
拾
遺
物
語
中
白
眉
の

「
か
た
り
」
と
し
て
よ
く
注
目
さ
れ
る

「鵬
空
入
水
シ
タ
ル
僧
事
」
は
、

マ

㎝
な
ど
の
よ
う
に
、
状
況
は
今
気
づ
い
て
み
る
と
な
る
ほ
ど
こ
う
だ

っ
た
の
だ

}
な
あ
と
思
う
、
と
い

っ
た
文
脈
で
の
サ

レ
バ
的
用
法
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

㎜
の
場
合
、
思
う
主
体
は
当
然
物
語
巾
の
主
人
公
で
あ
る
が
、
た
だ

一
例
、
物
語
の

　「
結
末
部
分
で
使
わ
れ
る
働
の
例
は
、
そ
の

「
思
ふ
」
主
体
が
物
語
全
体
の
語
り
手

「
と
み
ら
れ
る
特
異
な
例
で
あ
る
。
今
昔
重
出
の
も
の
で
は
、
全
般
に
わ
た
り
か
な

㎜

○

こ
れ
も
今
は
昔
、
桂

川
に
身
な
げ
ん
ず
る
聖
と
て
、
ま
つ
祇
陀
林
寺
に

て
百
日
臓
法

お

こ
な
ひ
け
れ
ば
、
ち
か
き
遠
き
も

の
ど
も
道
も

さ
り
あ

へ
ず
、
お
が
み
に
ゆ
き
ち

が
ふ

ヘ

ヘ

へ

女
房
車
な
ど
ひ
ま
な
し
。

み
れ
ば
、
茄
余
斗
な
る
僧
の
ほ
そ
や
か
な
る
、
目
を
も

人
に

み
あ
は
せ
ず
ね
ぶ
り

目
に
て
時
ー

阿
弥
陀
仏
を
申
。

そ
の
は
ざ
ま
に
唇
ば
か
り

は
た

ヘ

ヨ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
く
は
、
念
仏
な
ん
め
り
と

み
ゆ
。

と
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
傍
点
部

「
み
れ
ば
」
は
、
誰
が

「
み
れ
ば
」

な
の
か

一
向
に
わ
か
ら
な
い
。
物
語
中

の
人
物
が
状
況
を

「
み
れ
ば
」
と
し
て
筋

が
展
開
し
て
ゆ
く
場
合
は
、

「5
随
求
ダ
ラ

ニ
籠
額
法
師
事

・
17
修
行
者
逢
百
鬼

夜
行
事

.
悩
海
賊
発
心
出
家
事
」
な
ど
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
主
体
不
明
の
物

語
中
の

「
み
れ
ば
」
は
、
他
に
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
、

さ
き
に
見
た
結
末
部
分
の

「
m

・
m
聞
き
し
」

「
堺
思
ふ
に
ー
お
ぼ
ゆ
る
」
な
ど

と
同
様
、
こ
の
物
語
全
体
の
語
り
手
が

「み
れ
ば
」
な
の
だ
と
考
え
る
し
か
な
い

も
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
物
語
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
見
た
ま
ま
に
、
時
の
流
れ

に
沿
い
な
が
ら
無
駄
な
く
緻
密
な
描
写
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
さ
い
ご
に
、

○
は
だ
か
な

る
法
師

の
、
河
原
く
だ
り
に
走
を

、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

け
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

と

ケ

リ

が

つ
く

ま

で
は

、

「
み

れ

ば
」

以
降

一
度

の

ケ

リ
も

使

わ

ず

、

リ

・
タ

リ

お

よ

び

動

詞

の
原

型

止

め

で
、

リ

ア

ル
に

た

た

み

か
け

る

よ

う

に

歯

切

れ

よ

く

語

ら

れ

て

い
る

。

「
か

た

る

」

と

い
う

語

が

、

コ
ト
を

言

葉

で

ヵ

タ
ど

る

と

い

っ
た
原

義

と

み
ら

れ

る

な

ら

ば

、

こ
れ

は

そ
う

し

た

「
カ

タ

る
」

行

為

そ

の
も

の
だ

ろ
う

。

し

か
も

、

そ

の
状

況

全
般

へ
の

目

く
ば

り

の
広

さ

や
、

僧

の
会

話

部

分

を
中

心

に
若

干

の
漢

へ
18

)

語
も
交
え
た
洗
練
さ
れ
た
豊
か
な
語
彙
の
駆
使
か
ら
は
、
コ
ト
を
伝
え
る
た
め
の

カ
タ
リ
と
い
う
よ
り
は
、
カ
タ
リ
そ
の
こ
と
に
き
わ
め
て
意
欲
的
だ

っ
た
語
り
手

の
意
識
が
伝
わ

っ
て
も
く
る
。
ま
た
、
群
衆
の

「
こ
ち
押
し
あ
ち
押
し
」
す
る
ひ

し
め
き
や
口
々
の
さ
さ
め
き
、
入
水
僧

の

「目
を
も
人
に
見
あ
は
せ
ず
」
大
息
ば

か
り
す
る
行
為
に
よ
っ
て
示
す
心
理
描
写
な
ど
、
同
じ
写
実
性
で
も
.
絵
巻
な
ど

の
そ
れ
と
は
拮
抗
す
る
言
葉
独
自
の
写
実
性
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
終
始

一
貫

し
て
、
そ
の
実
体
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
語
り
手
自
身
の
目
か
ら
、
現
実
を
写
実
す

る
語
り
口
を
も
つ
物
語
は
、
宇
治
拾
遺
中
他
に
見
ら
れ
な
い
。
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こ
れ
を
、
さ
き
に
大
納
言
物
語
と
み
て
き
た
根
拠
は
、
明
瞭
な
起
承
転
結
構
成

と
後
日
談
の
付
加
、
そ
し
て
右
引
用
部
分
に
あ
る

「
ナ
ン
メ
リ
」
を
も
つ
と
い
う

ヘ

ヘ

へ

だ

け

で
あ

る

が

(
「
な

(
ん
)
め
り
と

み
ゆ
」
と

「
と
み
ゆ
」
ま
た
は

「
と

み
る
」

で
承
け

る
も
の
に
限
れ
ば

、
他

に
四
例

の
み
。

18

・
33

・
伽

・
捌
の
い
ず
れ
も
大
納
言
物
語
と
み
ら

れ
る
も

の
に
出
る
)

い
さ

さ

か

お

ぼ

つ
か

な

い

の

で
、

さ

ら

に
今

一
つ

の
徴

表

を

挙

げ

て
お

こ
う

。

〈

結

〉

と

み
ら

れ

る
部

分

は
、

「
と

か

く

い

ふ

ほ

ど

に

、

此

聖

…

…

」

と

始

ま

ヘ

へ

る
が
、
宇
治
拾
遺
中

「
と
か
く
言
ふ
」

と
い

っ
た
類
の
表
現
は
他
に
七
例
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ

つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
を
と

っ
て
い
る
。

1
と
か
く

い
ふ
程

に

と
か
く

い
ひ
け
る
程
に

と
か
く

の
事
も

い
は
ず

ー

と
か
く
申
人
も
よ
も
侍
ら
じ

1
大
か
た
こ
れ
程

の
事
と
か
く
仰
ら

る

＼
に
及
ば
ず

大

か
た
と
か
く

い
ふ
ば
か
り
な
し

1
大
か
た
と
か
く
申

に
及
ば
ず

(
27
季
通
欲
逢
事
事
)

(
拗
珠

ノ
価
無
量
事
)

(
94
播
磨
守
為
家

侍
佐
多
事
)

(
97
長
谷
寺
参
篭
男
預
利
生
事
)

(
75
同
清
仲
事
Y

(
伽
白
川
法
皇
北
面
受
領

ノ
下
リ
ノ

マ
ネ

ノ
事
)

(
㎜
門
部
府
海
賊
射

返

ス
事
)

前
四
つ
は
明
ら
か
な
大
納
言
物
語
、
後
三
つ
は
さ
き
に
用
語
等
か
ら
推
定
し
た

鵬
も
含
め
拾
遺
物
語
で
あ
る
。
「空
入
水
僧
」
に
お
け
る

「と
か
く
い
ふ
ほ
ど
に
」

が
、
ど
ち
ら
の
語
り
ぐ
せ
に
属
す
る
か
は

一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
右
の
即

・
……
お
よ
び
94
は
、
隆
国
晩
年
に
重
な
る
時
期
に
成
立
し
た

「
か
た
り
」
で
も
あ

る
。源

隆
国
は
、
こ
の

「空
入
水
し
た
る
僧
の
事
」
だ
け
は
、
他
の
伝
聞
に
よ
る
物

語
の
よ
う
に

一
切
の
想
像
的
描
写
を
せ
ず
、
い
わ
ば
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
と
し
て
、

み
ず
か
ら
の
目
で
見
た
現
実
を
す
べ
て
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
語
り
出
し
た
の
で
は

な

か

っ
た

だ

ろ
う

か

ー

。

注

(
1
)

未
公
表

(
2
)

岩
波
古
典
大
系

『宇

治
拾
遺
物

語
』

の
説
話

目
録

で
は
、
78
が
78

・
79
に
二
分
、

79
～

拗
の
間

で

一
つ
後
に
ず

れ
、
偽

・
m
が
m

一
つ
に
な
る
。

た
だ
し
、
陽
明
文
庫
本

の
目
録
も
、
大
納
言
物
語
に
対

し
て
は
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
い
。

(
3
)

清
文
堂

『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索

引
』
を
手
が
か
り

に
し
た
。
た
だ
し
、
同
書

は
岩

波
古
典
大
系
本
を
も
と
に
し
て
お
り
、
ま
た
ま
れ
に
誤
脱
が
み
ら
れ
る
。
本
文
中

の
①

②
③
④
の
用
語
に

つ
い
て
は
拾
遺
物

語
中

に
用
例
が
な

い
こ
と
だ
け
を
陽
明
文
庫
本

で

確
認
し
た
。

(
4
)

「
サ

バ
」

の

「
ハ
」
が
当
時

濁
音
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
む
ず
か
し

い
問
題

で
あ

る

ヘ

ヘ

へ

う

が
、
四
章

で
み
る
よ
う
に
、
文

脈
か
ら
は

「
サ
ラ
バ

・
サ

レ
バ
」
を

は
し
よ

っ
た
口
頭

語
だ

っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
辞
書
類

に
し
ば
し
ば
混
同
し

て
挙
げ
ら
れ

る

指

示

詞

(
サ
)
+
係
助

詞

(
ハ
)
の

「
サ

バ

(
ソ
レ

ハ
の
意
)
」
と
は
別
語

で
あ
り
、
総
索
引
三
四

六
④
の

「
m
さ
は
な
ん
ぞ
」

の
例
は
、
今
昔

「
其

レ

ハ
」

・
古
本
説
話

「
そ
は
」
と
対

応
し
て
い
て
、

こ
ち
ら

の
混
入

で
あ
る
。

(
5
)

岩
波
大
系
本

に
は
、
他

に

「
こ
れ
も
昔
」

で
始
ま
る
例
が
、

3

・
72
の
二
例
あ
る
。

し
か
し
、

陽
明
文
庫
本
等
で
は
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も

「
こ
れ
も
今
は
昔
」

と
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、
岩
波
大
系
本

で

「
今
は
昔
」
と
な

っ
て
い
る
鵬
は
、
陽
明
文
庫
本

で
は

「
む
か
し
」
で
あ

る
。

(
6
)

あ
と

に
続
く
言
葉
の
あ
り
方
か
ら
み

て

「
ヤ
ー

ヤ
ー
」
と
の
ば
し

て
言

っ
て
い
た

の
で
は
な

い
か
。

(
7
)

個
人
的
な
文
体

の
差
な
の
か
、
あ

る
程
度

そ

れ

ぞ

れ

の
時

代

一
般

の
語
り
の

「
型
」
な

の
か
は

一
概

に
い
え
な
い
。
な
お
、
二
度

の
拾
遺
時
に
文
献

か
ら
書
承
さ
れ

た
も

の
に
は
、
起
承
転
結
的
な
も

の
も
ま
じ
る
と
み
ら
れ
る
。

(8
)

長
野
嘗

一

「
宇
治
大
納
言
を
め
ぐ
る
」

(
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『
今
昔
物
語

集
』
所
収
)

相
撲
の
物

語
の
登
場
人
物
は
、
今
昔
物

語
集

に
語
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
隆
国

二
十
代
よ
り
は
以
前
の
人
物

た
ち
と
み
ら
れ
る
。
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(
9
)

和
田
英
松

『
官
職
要
解
』

(
明
治
書
院
)

(
10
)

今
野
達

「
善
家
秘
記
と
真

言
伝
所
引
散
秩
物
語
-
今
昔
物
語
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」

(
日
本
文
学
研
究
資
料

叢
書

『
説
話
文
学
』
所
収
)

に
示
さ
れ
た

「
鵬
千
手
院
僧
正
仙

人

二
逢
事
」

で
も
同
様
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

な
お
、

螂

・
……
に
つ
い
て
は
、
書

承
と
し
て
も
あ
る
程
度

和
文
的
な
も

の
か
ら
で
は

な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

(
11
)

省
略

の

「
云

々
」
が
摺
に
二
か
所

、
螂
に

一
か
所
出
る
。
宇
治
拾
遺
中

で
は
、
他

に

「
捌
御
堂
関
白
御
犬
晴

明
奇
特
事
」

に

一
か
所
だ
け

「
云
々
」
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ

は
古
事
談

に
重
な
る
も

の
が
あ

る
が
、
他

の
古
事
談
類
の
よ
う
な
同

一
文
献

か
ら
の
直

接
書

承
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
重
な
り
方

で
は
な

い
。
捌
は
書

承
で
あ
る
可
能

性
は

つ
よ

い
が
、

そ
れ
が
大
納
言
物

語

・
第

一
次

・
第
二
次
拾
遺

の
ど

の
時

点

で
の
も

の
か
を
決

め

る
の
は
む
ず
か
し
い
。

(
12
)

20

・
21

・
螂
に

つ
い
て
は
、
す

で
に

一
章

で
大
納
言
物
語
か
と
し
て
挙
げ

た
も

の

で
あ
る
。
ま
た
悩
は
、
冒
頭
句
は

「
昔
」

で
起
承
転
結
構
成

で
あ
る
。
な

お

「
酬
仁
戒

上
人
往
生
事
」
は
、
仁
戒

の
素
性
が
今

一
つ
不
明
で
あ

る
が
、
内
容
的
に
は
こ
れ
も
ま

た
同
類
と
み
ら
れ
、
か

つ

「
ナ
メ
リ

・
下
人
」
を
も

つ
。

(
13
)

「
下
膓
」
の
語
り
手

に
仮
托
し

て
公
家
上

層
部
を
語

っ
た

『
大
鏡

』
の
屈
折
と
対

極
的

で
あ
る
。

(
14
)

鳥

羽
僧
正
覚
猷
と
国
俊
と
は
、
尊

卑
分

脈
で
は
兄
弟

(
国
俊

が
兄
)

に
な

っ
て
い

る
。
情

報
の
近

さ
か
ら
み
れ
ば
、
拾

遺
物

語
の
お
じ

(
僧
正
)
お
い

(国
俊
)

の
関
係

の
ほ
う
が
信
頼

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(
15
)

「
か
た
り
」

に

つ
い
て
、
か
な
り
関
心

の
異
な
る
拾
遺
物

語
筆
者

が
、
大
納
言
物

語
を
み
ず

か
ら

の
関
心

で
大
幅
に
取
捨
選
択
し

て
遺
し
た
可
能
性

は
考
え

に
く

い
。
た

だ
、
拾
遺
物

語
の

一
つ

一
つ
は
、
大
納
言
物

語
よ
り
か
な
り
短
く

、
淡
白
な
語
り

口
好

み
だ

っ
た
ら
し

い
筆
者
が
、
大
納
言
物

語
を
、
筆
写
過
程
で
若
干
省
筆
し
た
可
能
性
は

あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

(
16
)

こ
れ
ま

で
み
た
と

こ
ろ
で
数
え

る
と
、
宇
治
拾
遺
物

語
中

の
、
大
納
言
物
語

・
拾

遺
物

語

・
最
終
拾
遺
物
語
の
数

は
、
そ
れ

ぞ
れ
順
に
、
旨
O
+
黛
・
お

+
寝
・
ω
O
+
黛

あ

た
り
と
推
定

で
き
る
。
拾
遺
物
語
に
も
書

承
と

口
承
が
あ

る
と
み
ら
れ
る
が
、
実
証
的

に
判
別
す

る
手
が
か
り
を
え
に
く
い
。

(
17
)

宇
治
大
納
言
物
語
か
ら
今
昔
物
語

へ
の
流

れ
方
は
、
私
は
、
読
み
上
げ
ら
れ
た
も

の
の
丸
暗
記

に
よ
る
口
承
を
想
像
し
て
い
る
。

(
18
)

平
安
期

に
お

い
て
、
漢

語
は
、
え
て
し

て
今
使
わ
な
い
も

の
ほ
ど
、
僧
な
ど
に
と

っ
て
は
日
常

口
頭
語
化
し
て
い
た
も
の
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
書

承
の
物
語
に
し

て
も
、
漢

語
が
出

る
か
ら
文
語
的
と
は

一
概
に
い
え
な

い
し
、
僧
の
物

語
に
は
、
あ
え

て
そ
れ
ら

し
く
漢

語
を
交
え
残
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
無
名

の
女

の
物

語
な
ど

に
は
、

・書
承
か
も
し
れ
な
い

「
30
唐
卒
都
婆

二
血
付
事
」
に
さ
え
、

一
切

の
漢

語
を
使
わ
な
い

か
ら

で
あ
る
。
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ThenarrativeandthespiritinUji-Dainagon'sTales
曜

NorikoKIMURA

Summary

Uji-Dainagon'sTales,whichwerescatteredandlost,remainnowinapartof

UjishuiTaleswhichoverlapapartofKonjakuTalesandafewothers.

Uji-Dainagon'sTaleswerenotonlygleanedfrommanypeople'snarrations,

astheywere,buttheTaleswasmarkedbythestrongindividualityofDainagon

Minamoto-Takakuni.Hewasespeciallyinterestedinvarioussuperhumanforces

ofsoulandfleshthatwereunknownornotrevealed.

Hisnarrativesletusknowacertaintypeoffreeandgenerousspiritatthe

middleoftheHeianperiod.


