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︻
注
釈
︼﹃

古
本
説
話
集

全
注
釈
﹄
大
齋
院
事

︵
お
ほ
さ
い
ゐ
ん
の
こ
と
︶

︵
第
一
︶

其
の
四
︵
類
話
・
参
考
文
献
お
よ
び
補
遺
︶
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緒
言

﹃
古
本
説
話
集
﹄︵
以
下
︑﹃
古
本
﹄﹃
本
集
﹄
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
︶
の
冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂

︵
第
一
︶
に
つ
い
て
先
に
︑
本
文
お
よ
び
そ
の
注
釈
を
﹁
其
の
一
﹂﹁
其
の
二
﹂﹁
其
の
三
﹂
と
︑

三
回
に
分
け
て
発
表
し
た
︒
本
稿
は
﹁
其
の
四
﹂
と
し
て
︑
前
稿
ま
で
に
︑
紙
幅
の
関
係
上

掲
載
で
き
な
か
っ
た
部
分
︵
凡
例
七
⁚
類
話
︑
凡
例
九
⁚
参
考
文
献
︶
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で

あ
る
︒

さ
ら
に
︑
本
文
中
に
記
述
し
得
な
か
っ
た
︑
本
集
全
体
に
関
わ
る
三
項
目
︵
本
文
中
の
符
号
・

書
き
入
れ
に
つ
い
て
︑
注
釈
に
お
け
る
訓
み
の
問
題
︑
冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
の
本
集
全
体
に
お
け
る
象
徴

的
意
義
︶
を
﹁
補
遺
﹂
と
し
て
述
べ
る
︒

な
お
三
年
に
わ
た
っ
て
︑
順
次
発
表
し
た
際
︑
先
学
諸
氏
の
ご
助
言
︑
ご
指
摘
を
︑
多
々

頂
戴
し
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
そ
の
都
度
︑
修
正
す
べ
き
は
修
正
し
て
稿

を
進
め
た
た
め
︑
本
文
や
口
語
訳
の
記
述
に
一
貫
性
を
欠
く
結
果
と
な
っ
た
︒
分
割
発
表
の

不
備
を
補
正
す
る
た
め
︑
こ
こ
に
︑
第
一
話
全
文
の
本
文
お
よ
び
口
語
訳
を
一
括
提
示
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑
本
文
と
口
語
訳

上
段
に
本
文
︑
下
段
に
口
語
訳
を
記
す
︒

二
︑
第
一
話
の
類
話
に
つ
い
て
︵
凡
例
七
︶

必
ず
し
も
︑
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
﹁
類
話
﹂
の
定
義
を
改
め
て
考
察
し
︑

そ
の
枠
組
み
に
従
っ
て
︑
関
係
説
話
を
整
理
す
る
︒

三
︑
参
考
文
献
︵
凡
例
九
︶

必
要
な
参
考
文
献
は
︑
で
き
る
限
り
︑
該
当
箇
所
に
書
き
入
れ
た
が
︑
記
載
で
き
な

か
っ
た
も
の
も
あ
る
︒
参
照
の
便
の
た
め
︑
こ
こ
に
ま
と
め
て
記
述
す
る
︒

四
︑
補
遺

①
本
文
中
の
符
号
・
書
き
入
れ
に
つ
い
て

本
文
五
丁
オ
２
に
﹁
み
か
ど
の
識

あ
ま
た
た✔

び
〳
〵
か
は
ら
せ
給
へ
ど
﹂
と
あ
り
︑

﹁
た
び
〳
〵
﹂
の
最
初
の
﹁
た
﹂
の
傍
に
付
せ
ら
れ
た
﹁
✔

﹂
符
号
に
つ
い
て
︑﹁
其
の

一
﹂
で
は
︑
先
行
諸
書
の
扱
い
を
紹
介
し
︑
文
意
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
観
点

か
ら
深
く
追
求
し
な
か
っ
た
︒
本
文
中
の
符
号
・
書
き
入
れ
全
体
を
俯
瞰
・
検
討
し
た

上
で
の
判
断
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
今
回
︑
本
集
全
体
の
書
き
込
み
を
検
討

し
︑﹁
✔

﹂
符
号
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
︑
先
行
諸
書
に
お
い
て
揺
れ
て
い
る
本
文
の

訓
み
を
明
ら
か
に
す
る
︒

②
注
釈
に
お
け
る
訓
み
の
問
題

本
注
釈
に
お
い
て
は
︑
国
語
学
的
な
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
目
指
し
︑
訓
み
に

つ
い
て
も
根
拠
を
求
め
て
き
た
︒
二
箇
所
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︑﹁
目
録
表
題
﹂

の
変
体
漢
文
の
訓
み
︑
漢
字
平
仮
名
交
り
の
和
文
体
の
本
文
の
訓
み
︑
漢
字
表
記
の
字

音
語
の
訓
み
な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
︒
な
お
︑
仮
名
書
き
字
音
語
の
表
記

に
関
し
て
も
︑
基
準
を
模
索
し
た
︒
本
稿
の
立
場
に
つ
い
て
記
述
す
る
︒

③
冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
の
本
集
全
体
に
お
け
る
象
徴
的
意
義

第
一
話
は
︑
本
文
行
数
で
127
行
に
及
び
︑
最
長
の
第
五
十
八
話
︵
211
行
︑
わ
ら
し
べ
長
者

譚
︶︑
そ
れ
に
つ
ぐ
第
二
十
八
話
︵
174
行
︑
曲
殿
姫
君
話
︶︑
第
六
十
五
話
︵
146
行
︑
信
貴
山
縁

起
︑
飛
倉
譚
︶
に
つ
い
で
︑
第
四
番
目
に
長
い
説
話
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
100
行
を
越
す

説
話
は
︑
以
上
4
話
の
他
に
は
︑
巻
末
第
七
十
話
︵
104
行
︑
関
寺
牛
仏
譚
︶
を
含
め
︑
全
70

話
中
5
話
し
か
存
在
し
な
い
︒
そ
の
中
で
第
一
話
は
︑
本
集
の
他
の
説
話
と
︑
根
本
的

に
そ
の
構
成
を
異
に
し
て
い
る
︒
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
︑
本
話
の
特
性
を
見
究
め
︑

大
斎
院
説
話
が
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
︑
大
斎
院
の
人
物
像
と
そ
の
背
景

を
検
討
し
直
し
た
︒

ま
た
︑
本
集
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
異
質
な
も
の
と
し
て
論
じ
る

こ
と
も
多
い
が
︑
そ
の
共
通
説
話
の
多
さ
︑
文
章
表
現
上
の
類
似
・
一
致
か
ら
考
え
て

も
︑
無
関
係
な
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒
第
一
話
の
場
合
は
︑﹃
今
昔
﹄
の
本
文

の
中
に
﹃
大
鏡
﹄
の
記
述
を
は
め
込
ん
だ
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒
両
者
を
細
か
く
分
析

し
て
み
る
と
︑
さ
ら
に
緊
密
な
関
係
性
が
指
摘
で
き
る
︒

関
係
論
考
に
示
さ
れ
て
い
る
様
々
な
点
も
考
慮
に
入
れ
て
︑
第
一
話
の
象
徴
的
意
義

に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
も
っ
て
︑
以
下
︑
論
を
展
開
す
る
︒



凡
例

一

表
題

本
集
に
は
︑
説
話
表
題
︵
説
話
本
文
の
前
に
記
載
さ
れ
た
表
題
︶
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
目
録

表
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
説
話
本
文
の
前
に
掲
げ
︑
訓
読
を
振
り
仮
名
の
形
で
示
す
︒
そ

の
根
拠
に
つ
い
て
は
︑
各
説
話
の
口
語
訳
の
次
に
︑
項
目
を
立
て
て
述
べ
る
︒
ま
た
︑
川

口
久
雄
校
訂
﹃
梅
澤
本

古
本
説
話
集
﹄︵
岩
波
文
庫
・
一
九
五
五
年
︶
以
下
の
研
究
書
に

な
ら
い
︑
説
話
の
話
番
号
を
︵

︶
を
つ
け
て
付
し
︑︵
第
一
︶︵
第
二
︶
の
形
で
示
す
︒

二

本
文

1

底
本
は
︑
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
︵
梅
澤
記
念
館
・
文
化
庁
旧
蔵
︶﹃
古
本
説
話
集
﹄
を
用

い
た
︒
許
可
を
得
て
直
接
撮
影
し
た
写
真
の
他
︑﹃
梅
澤
本

古
本
説
話
集
﹄︵
貴
重
古
典

籍
刊
行
会
編
︑
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
発
行
・
一
九
五
五
年
︶︑﹃
古
典
資
料
類
従
6

梅
沢
本
古

本
説
話
集
﹄︵
川
口
久
雄
解
説
・
勉
誠
社
・
一
九
七
七
年
︶︑﹃
勉
誠
社
文
庫
124

古
本
説
話
集
﹄

︵
川
口
久
雄
解
説
・
勉
誠
社
・
一
九
八
五
年
︶︑﹁
ｅ
國
寶

国
立
博
物
館
所
蔵

国
宝
・
重
要
文

化
財
﹂︵
h
ttp
://w
w
w
.em
u
seu
m
.jp
/top
?d
_lan
g
=
ja︶
を
参
照
す
る
︒

2

底
本
の
一
丁
を
二
頁
と
し
て
︑
表
を
オ
・
裏
を
ウ
と
表
記
し
︑
行
数
を
本
文
の
上
に

算
用
数
字
で
記
す
︒
な
お
︑
勉
誠
社
文
庫
の
頁
数
を
︵

︶
で
示
す
︒

3

原
文
の
漢
字
は
そ
の
ま
ま
漢
字
で
表
記
し
︑
原
文
に
近
い
字
体
を
選
ぶ
︒

4

訓
み
を
つ
け
る
と
き
は
︑
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
︵

︶
で
囲
む
︒

例

大
齋
院

(お
ほ
さ
い
ゐ
ん
)

・
給
(た
ま
ひ
)て

5

繰
り
返
し
符
号
・
見
せ
消
ち
等
は
原
文
ど
お
り
表
記
し
︑
必
要
に
応
じ
て
注
を
つ
け

る
か
︑﹁
語
釈
・
語
法
﹂
の
項
で
説
明
す
る
︒

6

本
文
の
仮
名
表
記
を
︑
漢
字
表
記
に
す
る
と
き
は
︑
振
り
仮
名
と
し
て
原
文
の
仮
名

を
つ
け
た
︒
表
記
す
る
漢
字
は
︑
現
行
の
漢
字
と
す
る
︒

例

大
殿

お
ほ
と
の

・
斎さ
い

院

7

仮
名
違
い
は
︑
右
側
に
正
用
を
︻

︼
で
示
す
︒

例

な
を
︻
ほ
︼

8

必
要
に
応
じ
て
句
読
点
・
濁
点
・
引
用
符
を
つ
け
︑
会
話
文
に
は
﹁

﹂
を
つ
け
る
︒

9

一
語
が
二
行
に
ま
た
が
る
場
合
は
︑
ど
ち
ら
か
の
行
に
ま
と
め
る
︒

例

九
丁
オ
7
～
8

物

語

も
の
が
た
り

三

対
照
説
話

対
照
す
べ
き
説
話
を
︑
本
集
本
文
の
行
切
り
に
合
わ
せ
て
記
載
す
る
︒
テ
キ
ス
ト
は
︑

﹁
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹂
な
ど
︑
一
般
的
な
も
の
を
選
ぶ
︒

四

口
語
訳

逐
語
訳
を
心
が
け
︑
必
要
に
応
じ
て
適
宜
主
語
等
を
︵

︶
を
付
し
て
補
う
︒

五

語
釈
・
語
法

丁
の
表
︵
オ
︶・
裏
︵
ウ
︶
ご
と
に
︑
該
当
箇
所
の
行
数
を
算
用
数
字
で
示
し
︑
特
に
語

学
的
視
点
を
取
り
入
れ
る
よ
う
心
が
け
る
︒

六

補
説

特
に
詳
述
す
る
必
要
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
記
す
︒

七

類
話

紙
幅
の
都
合
上
︑
各
話
の
末
尾
に
つ
け
る
予
定
で
あ
る
︒

八

参
照
テ
キ
ス
ト

略
号
と
テ
キ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

岩
波
文
﹃
梅
澤
本

古
本
説
話
集
﹄
川
口
久
雄
校
訂
・
岩
波
文
庫
・
一
九
五
五
年

全

書
﹃
古
本
説
話
集
﹄
日
本
古
典
全
書
･川
口
久
雄
校
註
･朝
日
新
聞
社
・
一
九
六
七
年

総
索
引
﹃
古
本
説
話
集
総
索
引
﹄
山
内
洋
一
郎
編
・
風
間
書
房
・
一
九
六
九
年

全
註
解
﹃
古
本
説
話
集
全
註
解
﹄
高
橋
貢
・
有
精
堂
・
一
九
八
五
年

新
大
系
﹃
古
本
説
話
集
﹄
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
・﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
と
併
録
・

中
村
義
雄
︑
小
内
一
明
校
注
・
岩
波
書
店
・
一
九
九
〇
年

全
訳
注
﹃
古
本
説
話
集

上
下
﹄
髙
橋
貢
全
訳
注
・
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
〇
一
年

九

参
考
文
献

参
考
に
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
︑
で
き
る
限
り
該
当
部
分
に
書
き
入
れ
る
︒
記
載
で
き

な
か
っ
た
も
の
は
︑
各
話
の
末
尾
に
つ
け
る
予
定
で
あ
る
︒

︵
三
︶
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大
齋
院
事

(お
ほ
さ
い
ゐ
ん
の
こ
と
)

︵
第
一
︶

︻
五
丁
オ
︼︵
一
三
頁
︶

1

今い
ま

は
昔
む
か
し

︑
大
齋
院

(お
ほ
さ
い
ゐ
ん
)と

申
(ま
う
す
)は

︑
村
上

(む
ら
か
み
)の

十
(じ
ふ
)の

宮
に

2

お
は
し
ま
す
︒
御み

門か
ど

の
識

あ
ま
た
た✔

び
〳
〵

︵
た
び
︶

︑
替か

は
ら
せ

3

給
へ
ど
︑
こ
の
齋
院
は
︑
動う
ご

き
な
く
て
お
は
し
ま
し

4

け
り
︒
斎さ
い

宮
(ぐ
う
)

・
斎
院
は
︑
佛
(ほ
と
け
)・

經
(き
ゃ
う
)

忌い

ま
せ
た
ま
ふ
に
︑
こ
の

5

斎
院
は
︑
佛
・
經
を
さ
へ
崇あ
が

め
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑

6

朝あ
さ

ご
と
の
御
念
誦

(ご
ね
ん
ず
)

︑
欠か

ゝ(か
)

せ
た
ま
は
ず
︑
三
尺

(み
さ
か
)

の
阿
弥
陀

(
あ
み
だ
)

7

仏
ほ
と
け

に
向む

か
ひ
ま
い【ゐ
】

ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
法
華
經

(ほ
け
き
や
う
)

8

を
明あ

け
暮く

れ
誦よ

ま
せ
給
(た
ま
ひ
)け

り
と
︑
人

申
(ま
う
し
)

伝つ
た

へ
た
り
︒

9

賀
茂
祭

(か
も
ま
つ
り
)

の
日
︑﹁
一
条

(い
ち
で
う
)の

大お
ほ

路ぢ

に
︑
そ
こ
ら
集あ
つ

ま

10

り
た
る
人
︑
さ
な
が
ら
と
も
に
仏
ほ
と
け

に
成な

ら
ん
﹂
と
誓ち
か

︻
五
丁
ウ
︼︵
一
四
頁
︶

1

は
せ
給
(た
ま
ひ
)け

る
こ
そ
︑
な
を【ほ
】

あ
さ
ま
し
く
︒
さ
て
︑
こ
の
世
の

2

御
栄
華

ゑ
【え
】い
ぐ
わを

︑
と
ゝ(と
)

の
へ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
か
は
︒
御
禊

(ご
け
い
)

よ
り

3

は
じ
め
︑
三
日

(さ
ん
が
に
ち
)の

作
法

(さ
ほ
ふ
)

︑
出い

だ
し
車
ぐ
る
ま

な
ど
の
め
で
た
さ

4

は
︒
御
心
様さ
ま

︑
御
有
(あ
り
)

様さ
ま

︑
大お
ほ

方
(か
た
)

優
い
ふ
【う
】

に
ら
う
〳
〵
(ら
う
)

し

5

く
を【お
】

は
し
ま
し
た
る
ぞ
か
し
︒
宇
治
殿

(
う
ぢ
ど
の
)

の
︑
兵
衛
佐

(ひ
や
う
ゑ
の
す
け
)

に

6

て
御
禊
の
御(ご
)

前ぜ
む

せ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
に
︑
い
と

7

幼
お
【を
】さ
な

く
お
は
し
ま
せ
ば
︑
例れ
い

は
本
院

(ほ
ん
ゐ
ん
)に

帰か
へ

ら
せ
給
(た
ま
ひ
)て

8

人ひ
と

〳
〵
(び
と
)

に
禄
(ろ
く
)な

ど
た
ま
は
す
る
を
︑
こ
れ
は
河
原

か

は

ら

よ
り

9

出い

で
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
︑
思お
も

ひ
か
け
ぬ
事
に
て
︑

10

さ
る
御
心
設ま
う

け
も
な
か
り
け
れ
ば
︑
御
前

(お
ま
へ
)

に
召め

し
有
(あ
り
)て

︑

︻
六
丁
オ
︼︵
一
五
頁
︶

1

御
対
面

た
い
め
む

せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る

︵
四
︶
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今
は
昔
︑
大
斎
院
と
申
し
あ
げ
る
︵
方
︶
は
︑
村
上
天
皇
の
第
十
皇
女
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
︒
天
皇
が
何
度
も
何
度
も
お
替
わ
り
に

な
ら
れ
た
が
︑
こ
の
斎
院
は
替
わ
る
こ
と
が
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
︒
斎
宮
や
斎
院
は
仏
像
や
経
典
を
忌
み
お
憚
は
ば
か

り
に
な
ら
れ
る
が
︑
こ
の

斎
院
は
仏
像
や
経
典
ま
で
も
敬
い
申
し
あ
げ
な
さ
っ
て
︑

毎
朝
の
御
念
誦
を
お
欠
か
し
に
な
ら
ず
︑
三
尺
の
阿
弥
陀

仏
に
向
か
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
︑﹃
法
華
経
﹄

を
朝
に
夕
に
お
誦
み
に
な
っ
た
と
︑
人
々
が
申
し
伝
え
て
い
る
︵
と
い
う
こ
と
だ
︶︒

賀
茂
祭
の
日
︑﹁
一
条
大
路
に
多
く
集
ま
っ
た
人
々
と
︑
皆
一
緒
に
仏
に
成
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
︵
大

斎
院
が
︶
誓
願

な
さ
っ
た
こ
と
は
︑
や
は
り
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
う
は
い
っ
て
も
︑
こ
の
現
世
で
の

御
栄
華
を
欠
け
る
こ
と
な
く
備
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
御
禊
の
儀

式
を
は
じ
め
と
し
て
︑
三
が
日
の
作
法
︑
出
だ
し
車
な
ど
の
何
と
見
事
な
こ
と

か
︒
お
気
立
て
や
振
舞
い
が
総
じ
て
優
美
な
上
に
︑
品
位
あ
る
円
熟
さ
が

お
あ
り
で
あ
る
こ
と
よ
︒
宇
治
殿
︵
頼
通
公
︶
が
︑
兵
衛
佐
で

御
禊
の
前
駆
を
な
さ
っ
た
時
に
︑︵
宇
治
殿
は
︶
た
い
そ
う

幼
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
た
め
︑︵
大
斎
院
は
︶
い
つ
も
は
本
院
に
お
帰
り
に
な
っ
て

人
々
に
祝
儀
な
ど
を
下
さ
る
の
だ
が
︑
宇
治
殿
が
賀
茂
河
原
か
ら

わ
が
家
に
お
戻
り
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
︑

そ
の
よ
う
な
ご
準
備
も
な
か
っ
た
の
で
︑︵
宇
治
殿
を
︶
御
前
に
お
召
し
に
な
っ
て

対
面
な
さ
っ
て
︑
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
た



2

御
小こ

袿
う
ち
き

を
ぞ
︑
か
づ
け
た
て
ま
つ
ら
せ
給
(た
ま
ひ
)け

る
︒
入
道

(に
ふ
だ
う

3

殿
ど
の
)

聞き

か
せ
給
(た
ま
ひ
)て

︑﹁
い
と
を
か
し
く
も
し
給
へ
る
か
な
︒
禄
(ろ
く
)な

4

か
ら
ん
も
便び
む

な
く
︑
取と

り
に
や
り
た
ら
む
も
ほ
ど
経へ

ぬ
べ

5

け
れ
ば
︑
と
り
わ
き
給
へ
る
さ
ま
を
見み

せ
た
ま
へ
る
也
(な
り
)

︒

6

え
せ
物
(も
の
)は

︑
え
思
ひ
よ
ら
じ
か
し
﹂
と
ぞ
︑
殿と
の

は
申
さ
せ

7

た
ま
ひ
け
る
︒
後
一
条
院

(ご
い
ち
で
う
ゐ
ん
)

・
後
朱
雀
院

(ご
す
ざ
く
ゐ
ん
)

︑
ま
だ
宮み
や

た
ち
に

8

て
︑
幼
を
さ
な

く
お
は
し
ま
し
け
る
と
き
︑
祭
ま
つ
り

見み

せ
た
て
ま
つ

9

ら
せ
給
(た
ま
ひ
)け

る
に
︑
御
桟さ

敷じ
き

の
前
過す

ぎ
さ
せ
給
(た
ま
ふ
)ほ

ど
︑

10

殿と
の

ゝ(の
)

御
膝ひ

ざ

に
︑
二ふ

た

所
と
こ
ろ

な
が
ら
据す

ゑ
た
て
ま
つ
ら
せ

︻
六
丁
ウ
︼︵
一
六
頁
︶

1

給
(た
ま
ひ
)て

︑﹁
こ
の
宮
た
ち
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
﹂
と
申
さ
せ

2

た
ま
へ
ば
︑
御(み
)

輿こ
し

の
帷
か
た
び
らよ

り
︑
あ
か
色
の
御
扇
あ
ふ
ぎ

3

の
つ
ま
を
こ
そ
差さ

し
出い

だ
さ
せ
給
(た
ま
ひ
)た

り
け
れ
︒
殿と
の

を
は
じ

4

め
ま
い【ゐ
】

ら
せ
て
︑﹁
な
を【ほ
】

心
ば
せ
め
で
た
く
お
は
す
る
院
な
り

5

や
︒
か
ゝ(か
)

る
し
る
し
を
見み

せ
さ
せ
た
ま
は
ず
は
︑
い
か
で
か

6

見み

た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
と
も
知し

ら
ま
し
﹂
と
ぞ
︑
感か
む

じ

7

た
て
ま
つ
ら
せ
給
(た
ま
ひ
)け

る
︒
院
よ
り
大お
ほ

殿と
の

に
聞き

こ
ゑ【え
】

さ
せ

8

給
(た
ま
ひ
)け

る
︒

9

ひ
か
り
出い

づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
見み

て
し
か
ば

10

年と
し

経へ

に
け
る
も
う
れ
し
か
り
け
り

︻
七
丁
オ
︼︵
一
七
頁
︶

1

御
返
(か
へ
し
)︑

2

も
ろ
か
づ
ら
二ふ
た

葉
な
が
ら
も
君き
み

に
か
く

3

あ
ふ
ひ
や
神
の
し
る
し
な
る
ら
ん

︵
五
︶
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御
小
袿
を
︑
お
授
け
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
︒︵
そ
の
こ
と
を
︶
入
道

殿
︵
道
長
公
︶
が
お
聞
き
に
な
っ
て
︑﹁
た
い
そ
う
風
情
の
あ
る
こ
と
を
な
さ
い
ま
し
た
ね
︒
祝

儀
を
出
さ
な
い
の
も
不
都
合
で
す
し
︑︵
本
院
へ
︶
取
り
に
や
る
に
し
て
も
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
か
ら
︑
特
別
の
お
志
の
程
を
お
見
せ
に
な
っ
た
も
の
で
す
︒

い
い
加
減
な
人
に
は
思
い
つ
け
な
い
こ
と
で
す
よ
﹂
と
︑
入
道
殿
は
︵
大
斎
院
の
こ
と
を
︶
申
し

上
げ
な
さ
っ
た
︒
後
一
条
院
・
後
朱
雀
院
が
ま
だ
宮
様
た
ち

で
︑
幼
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
︑
賀
茂
祭
を
お
見
せ
申
し
上
げ

な
さ
っ
た
が
︑︵
お
二
方
の
︶
御
桟
敷
の
前
を
︵
大
斎
院
の
お
輿
が
︶
お
通
り
に
な
る
あ
い
だ
︑

入
道
殿
︵
道
長
公
︶
の
お
膝
に
お
二
方
と
も
座
ら
せ
申
し
上
げ

な
さ
っ
て
︑︵
道
長
公
が
大
斎
院
に
︶﹁
こ
の
宮
様
た
ち
を
見
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と

申
し
上
げ
な
さ
る
と
︑
御
輿
の
垂
れ
布
か
ら
︑
赤
色

の
御
扇
の
端
を
差
し
出
し
な
さ
っ
た
︒
入
道
殿
を
は
じ
め
と

い
た
し
ま
し
て
︵
居
合
わ
せ
た
人
た
ち
が
︶﹁
や
は
り
心
配
り
が
す
ば
ら
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
院

で
す
ね
︒
こ
の
よ
う
な
合
図
を
お
見
せ
に
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
︵
大
斎
院
が
︶

見
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
か
﹂
と
︑
感
心

申
し
上
げ
な
さ
っ
た
︒
院
︵
大
斎
院
︶
か
ら
大
殿
︵
道
長
公
︶
に
申
し
上
げ

な
さ
っ
た
歌
は

ひ
か
り
か
が
や
く
二
葉
葵
の
よ
う
な
︑
お
二
方
の
日
嗣
の
み
こ
の
お
姿
を
見
ま
し
た
の
で
︑

年
月
が
経
っ
て
歳
を
重
ね
た
こ
と
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す

︵
大
殿
の
︶
御
返
歌
は

も
ろ
か
づ
ら
を
頭
に
懸
け
る
葵
祭
の
日
に
︑
幼
い
な
が
ら
も
お
二
方
の
日
嗣
の
み
こ
が
︑

あ
な
た
に
こ
の
よ
う
に
お
逢
い
で
き
る
の
は
賀
茂
の
神
の
ご
利
益
な
の
で
し
ょ
う



4

め
で
た
く
︑
心
に
く
ゝ(く
)

︑
を
か
し
く
お
は
し
ま
せ
ば
︑
上
達
部

(か
む
だ
ち
め
)

・

5

殿
上
人

(て
ん
じ
や
う
び
と
)︑

絶た

え
ず
ま
い【ゐ
】

り
た
ま
へ
ば
︑
た
ゆ
み
な
く
︑
う

6

ち
解と

け
ず
の
み
あ
り
け
れ
ば
︑﹁
斎さ
い

院
ば
か
り
の
と
こ
ろ
は

7

な
し
﹂
と
︑
世よ

に
は
づ
か
し
く
心
に
く
き
事
に
申
(ま
う
し
)つ

ゝ(つ
)

︑

8

ま
い【ゐ
】

り
あ
ひ
た
り
け
る
に
︑
世よ

も
む
げ
に
末す
ゑ

に

9

な
り
︑
院
の
御
年と
し

も
い
た
く
老
(お
い
)さ

せ
た
ま
ひ
に

10

た
れ
ば
︑
今い
ま

は
こ
と
に
ま
い【ゐ
】

る
人ひ
と

も
な
し
︒
人
も

︻
七
丁
ウ
︼︵
一
八
頁
︶

1

ま
い【ゐ
】

ら
ね
ば
︑
院
の
御
有
(あ
り
)

様さ
ま

も
う
ち
解と

け
に
た
ら
ん
︑

2

若わ
か

く
盛さ
か

り
な
り
し
人
〳
〵

︵
び
と
︶

も
み
な
老
(お
い
)失う

せ
も
て
い
ぬ
ら

3

ん
︑
心
に
く
か
ら
で
︑
ま
い【ゐ
】

る
人ひ
と

も
な
き
に
︑
後
一
条
院

(ご
い
ち
で
う
ゐ
ん
の
)

4

御
時と
き

に
︑
雲
林
院

(う
り
ん
ゐ
ん
の
)不

断
の
念
佛

(ね
ぶ
つ
)

は
九
月
十
日

5

の
ほ
ど
な
れ
ば
︑
殿
上
人
四
五
人
ば
か
り
︑
果は

て
の
夜
︑
月
の

6

え
も
い
は
ず
明あ

か
き
に
︑﹁
念
佛
に
あ
ひ
に
﹂
と
て
︑
雲

7

林
院
に
行ゆ

き
て
︑
丑う
し

の
刻と
き

ば
か
り
に
帰か
へ

る
に
︑

8

斎
院
の
東
ひ
む
が
しの

御
門
み
か
ど

の
︑
細ほ
そ

目め

に
開あ

き
た

9

れ
ば
︑
そ
の
こ
ろ
の
殿
上
人
・
蔵
人
は
︑
斎
院
の
中
(う
ち
)も

︑

10

は
か
〳
〵

︵
ば
か
︶

し
く
見み

ず
︑
知し

ら
ね
ば
︑﹁
か
ゝ(か
)

る
つ
い
で
に
院
の

︻
八
丁
オ
︼︵
一
九
頁
︶

1

う
ち
み
そ
か
に
見み

む
﹂
と
言い

ひ
て
︑
入い

り
ぬ
︒
夜
の
ふ
け
に

2

た
れ
ば
︑
ひ
と
か
げ
も
せ
ず
︒
東
ひ
む
が
しの

塀へ
い

の
戸と

よ
り

3

入い

り
て
︑
東
ひ
む
が
しの

対た
い

の

北
面

き
た
を
【お
】も
て

の
軒
ゝ
(の
)きに

︑

4

み
そ
か
に
居ゐ

て
見み

れ
ば
︑
御
前
の
前せ
む

栽ざ
い

︑
心
に
ま

︵
六
︶
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︵
大
斎
院
は
︶
す
ば
ら
し
く
︑
奥
ゆ
か
し
く
︑
興
趣
に
富
ん
で
お
ら
れ
︑
上
達
部
や

殿
上
人
た
ち
が
絶
え
る
こ
と
な
く
参
上
な
さ
っ
て
い
る
の
で
︑︵
御
所
の
人
々
は
︶
絶
え
ず
気
を
張

り
つ
め
て
ば
か
り
で
い
た
の
で
︑︵
上
達
部
や
殿
上
人
は
︶﹁
斎
院
︵
の
御
所
︶
ほ
ど
︵
す
ば
ら
し
い
︶

所
は
な
い
﹂
と
︑
た
い
そ
う
立
派
で
奥
ゆ
か
し
い
こ
と
と
申
し
上
げ
て
は
︑

参
上
し
あ
っ
て
い
た
が
︑
世
も
す
っ
か
り
末
に

な
り
︑
院
も
大
変
年
老
い
て
し
ま
わ
れ
た

の
で
︑
今
で
は
特
に
参
上
す
る
人
も
い
な
い
︒
だ
れ
も

参
上
し
な
い
の
で
︑
院
の
御
様
子
に
緊
張
感
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︑

︵
ま
た
︶
若
く
て
意
気
さ
か
ん
で
あ
っ
た
女
房
た
ち
も
だ
ん
だ
ん
年
を
と
り
お
そ
ば
に
い
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︑
気
持
ち
が
魅
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
参
上
す
る
人
も
い
な

か
っ
た
が
︑
後
一
条
天
皇
の
御
代
の
こ
と
︑
雲
林
院
の
不
断
の
念
仏
は
九
月
十
日
の
頃
な
の

で
︑
殿
上
人
四
︑
五
人
ほ
ど
が
︑
そ
の
念
仏
の
最
後
の
夜
︑
月
が
な
ん
と
も
い
え
ず
明
る
い
時

に
︑﹁
念
仏
を
お
が
み
に
参
ろ
う
﹂
と
い
っ
て
雲

林
院
に
行
き
︑
丑
の
時
刻
ご
ろ
に
帰
る
際
︑

斎
院
の
東
側
の
御
門
が
細
目
に
あ
い
て

い
た
の
で
︑
そ
の
頃
の
殿
上
人
や
蔵
人
は
︑
斎
院
の
中
も

は
っ
き
り
と
見
た
こ
と
は
な
く
知
ら
な
い
た
め
︑﹁
こ
の
よ
う
な
機
会
に
︑
斎
院
の

中
を
こ
っ
そ
り
見
て
い
こ
う
﹂
と
言
っ
て
︑
中
に
入
っ
た
︒
夜
が
ふ
け
て
い
る

の
で
︑
人
影
も
な
い
︒
東
側
の
塀
の
入
り
口
か
ら

入
っ
て
︑
東
の
対
屋
の
北
側
の
軒
下
に

こ
っ
そ
り
と
座
っ
て
見
る
と
︑
御
前
の
庭
先
の
植
え
込
み
は
勝
手
気
ま



5

か
せ
て
高た
か

く
生お

い【ひ
】

し
げ
り
た
り
︒﹁
つ
く
ろ
ふ
人
も

6

な
き
に
や
﹂
と
︑
あ
は
れ
に
見み

ゆ
︒
露
は
月
の
光
に
照て

ら

7

さ
れ
て
き
ら
め
き
わ
た
り
︑
虫む
し

の
声こ
ゑ

〳
〵

︵
ご
ゑ
︶

さ
ま
〳
〵

︵
ざ
ま
︶

8

に
聞き

こ
ゆ
︒
遣
水

や
り
み
づ

の
音
を
【お
】と︑

の
ど
や
か
に
流な
が

れ
た
り
︒

9

そ
の
ほ
ど
︑
露
(つ
ゆ
)

音
を
【お
】と

す
る
人ひ
と

な
し
︒
船
岡

ふ
な
を
か

の
お
ろ

10

し
の
風か
ぜ

︑
冷ひ

や
ゝ(や
)

か
に
吹ふ

き
た
れ
ば
︑
御
前
の
御
簾
み

す

の

︻
八
丁
ウ
︼︵
二
〇
頁
︶

1

少す
こ

し
う
ち
揺ゆ

る
ぐ
に
つ
け
て
︑
薫た
き

物
(も
の
)

ゝ(の
)

香か

の
︑
え

2

も
い
は
ず
香か
う

ば
し
く
︑
冷ひ

や
ゝ(や

)

か
に
匂

ゝ
(に
)ほひ

い
で
た
る
香か

を

3

か
ぐ
に
︑
御
格
子

み
か
う
し

は
下お

ろ
さ
れ
た
ら
ん
に
︑
薫た
き

物
(も
の
)

ゝ(の
)

匂に
ほ

4

ひ
の
は
な
や
か
な
れ
ば
︑﹁
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
﹂
と
思お
も

ひ
て
︑

5

見み

や
れ
ば
︑
風か
ぜ

に
吹ふ

か
れ
て
︑
御(み
)

几
帳

き
ち
や
う

少す
こ

し

6

見
ゆ
︒
御
格
子

み
か
う
し

も
い
ま
だ
下お

ろ
さ
れ
ぬ
な
り
け
り
︒

7

﹁
月
御
覧ら
む

ず
と
て
︑
お
は
し
ま
し
け
る
ま
ゝ(ま
)

に
や
﹂

8

と
思お
も

ふ
ほ
ど
に
︑
奥
深

お
く
ふ
か

き

箏
さ
う
の
こ
と

の
平
調

ひ
や
う
で
う

9

に
調し
ら

め
ら
れ
た
る
音こ
ゑ

の
︑
ほ
の
か
に
聞き

こ
ゆ
る

10

に
︑﹁
さ
は
︑
か
ゝ(か
)

る
事
も
世よ

に
は
あ
る
な
り
け
り
﹂
と
︑
あ
さ
ま

︻
九
丁
オ
︼︵
二
一
頁
︶

1

し
く
お
ぼ
ゆ
︒
よ
き
ほ
ど
に
調し
ら

め
ら
れ
て
︑
音
を
【お
】とも

せ

2

ず
な
り
ぬ
れ
ば
︑﹁
今い
ま

は
内
裏
う

ち

へ
帰か
へ

り
ま
い【ゐ
】

り
な
ん
﹂
と
思
ふ
ほ
ど

3

に
︑
人
〳
〵

︵
び
と
︶

の
言い

ふ
様
(や
う
)︑﹁

か
く
お【を
】

か
し
く
︑
め
で
た
き
御
有
様さ
ま

4

を
︑﹃
人ひ
と

聞き

ゝ(き
)

け
り
﹄
と
思お
ぼ

し
召め

さ
れ
ん
料れ
う

に
︑
知し

ら

5

れ
ば
や
﹂
な
ど
言い

へ
ば
︑﹁
げ
に
さ
も
あ
る
事
也
﹂
と
て
︑
寝し
む

殿
の

︵
七
︶
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ま
に
高
く
生
い
茂
っ
て
い
る
︒﹁
手
入
れ
を
す
る
人
も
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
︑
気
の
毒
に
思

わ
れ
る
︒
露
は
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
辺
り
一
面
き
ら
き
ら
と
輝
い

て
い
て
︑
た
く
さ
ん
の
虫
の
声
が
さ
ま
ざ
ま

に
聞
こ
え
る
︒
遣
り
水
の
音
は
静
か
に
流
れ
て
い
る
︒

そ
の
間
︑
少
し
も
音
を
た
て
る
人
は
い
な
い
︒
船
岡
山
か
ら
吹
き

お
ろ
す
風
が
︑
冷
た
く
吹
い
て
い
る
の
で
︑
お
部
屋
の
前
の
御
簾
が

少
し
ゆ
れ
動
く
に
従
っ
て
︑
薫
き
物
の
香
り
が
な
ん
と
も

い
え
ず
よ
く
か
お
り
︑
冷
や
や
か
に
︵
吹
く
風
に
︶
た
だ
よ
っ
て
く
る
香
り
を

か
ぐ
に
つ
け
て
も
︑
御
格
子
は
下
ろ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
の
に
︑
薫
物
の
香

り
が
と
て
も
か
ぐ
わ
し
い
の
で
︑﹁
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て

目
を
や
る
と
︑︵
御
簾
が
︶
風
に
吹
か
れ
て
御
几
帳
が
少
し

見
え
る
︒
な
ん
と
︑
御
格
子
も
ま
だ
下
ろ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
︒

﹁︵
大
斎
院
は
︶
月
を
御
覧
に
な
る
お
つ
も
り
で
︑
そ
の
ま
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
﹂
と
思
う
う
ち
に
︑
深
み
の
あ
る
平
調

に
調
整
さ
れ
て
い
る

箏

し
ょ
う
の
こ
との

音
が
︑
か
す
か
に
聞
こ
え
る

の
で
︑﹁
そ
う
か
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
こ
の
世
に
は
あ
る
の
だ
な
あ
﹂
と
︑︵
殿
上
人
た
ち

は
︶
す
ば
ら
し
く
思
わ
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど
よ
い
長
さ
に
奏
で
ら
れ
て
︑
箏
の
音
も
し

な
く
な
っ
た
の
で
︑﹁
そ
ろ
そ
ろ
内
裏
へ
帰
参
し
よ
う
﹂
と
思
う
時

に
︑
人
々
が
言
う
に
は
︑﹁
こ
の
よ
う
に
趣
深
く
︑
す
ば
ら
し
い
御
様
子

を
︑﹃
他ひ

人と

が
聞
い
た
﹄
と
︵
大
斎
院
が
︶
お
わ
か
り
に
な
る
た
め
に
︑︵
自
分
た
ち
が
聞
い
て

い
る
こ
と
を
斎
院
御
所
の
人
に
︑︶
知
ら
れ
た
い
も
の
だ
﹂
な
ど
言
う
の
で
︑﹁
な
る
ほ
ど
そ
れ
も

そ
う
だ
﹂
と
言
っ
て
︑
寝
殿
の



6

丑
寅

う
し
と
ら

の
隅す
み

の
妻
戸
つ
ま
ど

に
は
︑
人
の
ま
い【ゐ
】

り
て
︑
女
房
に

7

会あ

ひ
て
︑
も
の
言い

ふ
所
也
︑
住
吉

す
み
よ
し

の
姫ひ
め

君
の
物
語

も
の
が
た
り

8

の
障
子
さ
う
じ

︑
そ
こ
に
は
立た

て
ら
れ
た
る
︑
そ
な
た
に

9

人
二
人
ふ
た
り

ば
か
り
歩あ
ゆ

み
寄よ

り
て
︑
気
色
け
し
き

ば
め
ば
︑

10

か
ね
て
よ
り
女
房
二
人
ふ
た
り

許
(ば
か
り
)

︑
物
語

も
の
が
た
り

し
て
居
て二

︻
九
丁
ウ
︼︵
二
二
頁
︶

1

た
り
け
り
︒
殿
上
人
︑
女
房
起お

き
た
ら
む
と
も
知し

ら
ぬ
に
︑

2

か
く
居ゐ

た
れ
ば
︑
思お
も

ひ
か
け
ず
お
ぼ
ゆ
︒
女
房
は
夜よ
る

3

よ
り
物
語

も
の
が
た
り

し
て
︑
月
の
明あ

か
ゝ(か
)

り
け
れ
ば
︑﹁
居ゐ

明あ

か

4

さ
む
﹂
と
思お

も

ひ
て
居ゐ

た
る
に
︑
か
く
思お
も

ひ
か
け
ぬ

5

人
の
ま
い【ゐ
】

り
た
れ
ば
︑
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
思
ひ
た
る
︒

6

気け

色し
き

ば
か
り
奥お
く

の
方
(か
た
)に

碁ご

石い
し

笥け

に
碁ご

石い
し

を
入い

る
ゝ(る
)

7

音お
と

す
︒
御
前

(お
ま
へ
)

に
も
︑
昔
む
か
し

お
ぼ
し
め
し
出い

で
ゝ(て
)

︑
あ
は
れ
に
お

8

ぼ
し
け
む
か
し
︒
昔
む
か
し

の
殿
上
人
は
︑
常つ
ね

に
ま
い【ゐ
】

り

9

つ
ゝ(つ
)

︑
を
か
し
き
遊あ
そ

び
な
ど
箏こ
と

・
琵び

琶は

も
常つ
ね

に
弾ひ

き
け
る

10

を
︑
い
ま
は
さ
や
う
の
事
す
る
人
も
な
け
れ
ば
︑
ま

︻
十
丁
オ
︼︵
二
三
頁
︶

1

い【ゐ
】

る
人
も
な
し
︒
た
ま
〳
〵

︵
た
ま
︶

ま
い【ゐ
】

れ
ど
︑
さ
や
う
の
事

2

す
る
人ひ
と

も
な
き
を
︑
く
ち
を
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け

3

る
に
︑
今こ

宵よ
ひ

の
月
の
明あ

か
け
れ
ば
︑
む
か
し
お
ぼ
し

4

出い

で
ら
れ
て
︑
も
の
あ
は
れ
に
よ
ろ
づ
な
が
め
さ
せ
給
(た
ま
ひ
)て

︑

5

御
物
語

も
の
が
た
り

な
ど
し
て
御
(お
ほ
)

と
の
ご
も
ら
ざ
り
け
る
に
︑

6

夜
い
た
う
更ふ

け
に
た
れ
ば
︑
物
語

も
の
が
た
り

し
つ
る
人
〳
〵

︵
び
と
︶

も
︑

︵
八
︶
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丑
寅
の
隅
の
妻
戸
に
は
︑
人
が
参
上
し
︑
女
房
に

会
っ
て
︑
用
件
を
言
う
場
所
で
あ
り
︑﹁
住
吉
の
姫
君
の
物
語
﹂

を
描
い
た
障
子
が
そ
こ
に
立
て
ら
れ
て
あ
る
が
︑
そ
ち
ら
に

人
が
二
人
ほ
ど
歩
み
寄
っ
て
︑
そ
れ
と
な
く
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
︑

そ
の
前
か
ら
女
房
が
二
人
ほ
ど
話
を
し
て
座
っ
て

い
た
︒
殿
上
人
は
︑
女
房
が
起
き
て
い
る
だ
ろ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
よ
う
に
座
っ

て
い
た
の
で
︑
思
い
が
け
な
く
感
じ
る
︒
女
房
は
夜

か
ら
︵
一
晩
中
︶
話
を
し
て
い
て
︑
月
が
明
る
か
っ
た
の
で
︑﹁
寝
な
い
で
夜
を
明
か

そ
う
﹂
と
思
っ
て
座
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い

人
が
参
上
し
た
の
で
︑
た
い
そ
う
趣
深
く
思
っ
た
︒

ほ
ん
の
す
こ
し
だ
け
奥
の
方
で
碁ご

笥け

に
碁
石
を
入
れ
る

音
が
す
る
︒
大
斎
院
も
昔
を
思
い
出
し
な
さ
っ
て
︑
し
み
じ
み
と
し
た

思
い
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
よ
︒
昔
の
殿
上
人
は
︑
常
に
︵
斎
院
御
所
に
︶
参
上

し
て
は
︑
趣
の
あ
る
音
楽
な
ど
箏こ
と

や
琵
琶
も
常
に
か
き
な
ら
し
た

が
︑
今
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
人
も
い
な
い
の
で
︑︵
斎
院
御
所
に
︶
参

上
す
る
人
も
い
な
い
︒
た
ま
に
参
上
し
て
も
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

す
る
人
も
い
な
い
の
を
︑︵
大
斎
院
は
︶
残
念
に
お
思
い
に
な
っ
て
い

た
が
︑
今
夜
の
月
が
明
る
い
の
で
︑
昔
の
こ
と
を
自
然
と
お
思
い

出
し
に
な
っ
て
︑
し
み
じ
み
と
い
ろ
い
ろ
物
思
い
を
な
さ
っ
て
︑

︵
女
房
達
と
︶
お
話
な
ど
し
て
お
や
す
み
に
な
ら
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
︑

夜
が
た
い
そ
う
更
け
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
た
女
房
た
ち
も



7

御
前

(お
ま
へ
)

に
や
が
て
う
た
ゝ(た
)

ね
に
寝ね

に
け
り
︒
わ
が
御
目め

は
覚さ

め

8

さ
せ
給
(た
ま
ひ
)た

り
け
れ
ば
︑
御
箏こ
と

を
手て

す
さ
み
に
調し
ら

め
さ
せ

9

給
(た
ま
ひ
)た

り
け
る
ほ
ど
に
︑
か
く
人
〳
〵

︵
び
と
︶

ま
い【ゐ
】

り
た
れ
ば
︑
昔
む
か
し

10

お
ぼ
え
て
な
む
︑
あ
は
れ
に
思お
ぼ

し
め
し
け
る
︒﹁
こ
の

︻
十
丁
ウ
︼︵
二
四
頁
︶

1

人
〳
〵

︵
び
と
︶

は
︑
か
や
う
の
わ
ざ
す
こ
し
す
﹂
と
き
こ
し
め
し
た
る

2

に
や
あ
ら
ん
︑
御
箏こ
と

・
琵び

琶は

な
ど
出い
だ

さ
せ
給
へ
れ
ば
︑
わ
ざ
と
に

3

は
な
く
て
︑
調し
ら

め
合あ

は
せ
つ
ゝ(つ
)

︑
も
の

一
(ひ
と
つ
)

二ふ
た

つ
ば
か
り

4

づ
ゝ(つ
)

弾ひ

き
て
︑
夜よ

︑
明あ

け
方
に
な
り
ぬ
れ
ば
︑
内
裏

(う
ち
)

へ
帰

(か
へ
り
)ま

5

い【ゐ
】

り
ぬ
︒
殿
上
に
て
︑
あ
は
れ
に
や
さ
し
く
お
も
し
ろ
か
り

6

つ
る
よ
し
を
語か
た

れ
ば
︑
ま
い【ゐ
】

ら
ぬ
人
は
い
み
じ
く

7

く
ち
を
し
が
り
け
り
︒
さ
て
︑
そ
の
年と
し

の
冬ふ
ゆ

︑
を【お
】

り
さ
せ

8

給
(た
ま
ひ
)て

︑
室む
ろ

町ま
ち

な
る
所
に
お
は
し
ま
し
て
︑
三
井
寺

9

に
て
尼あ
ま

に
な
ら
せ
給
(た
ま
ひ
)に

け
る
後の
ち

は
︑
ひ
と
へ
に

10

御
を【お
】

こ
な
ひ
を
せ
さ
せ
給
(た
ま
ひ
)つ

ゝ(つ
)

︑
終
お
【を
】は

り
い
み
じ
く
め
で

︻
十
一
丁
オ
︼︵
二
五
頁
︶

1

た
く

尊
た
う
【ふ
】と

く
て
な
む
︑
失う

せ
さ
せ
給
(た
ま
ひ
)に

け
る
︒﹁﹃
こ
の
世

2

は
︑
め
で
た
く
心
に
く
ゝ(く
)

︑

優
い
ふ
【う
】

に
て
過す

ぎ
さ
せ
給
へ
る
に
︑

3

後の
ち

の
世よ

い
か
ゝ(が
)

﹄
と
思
ひ
ま
い【ゐ
】

ら
せ
し
に
︑
ひ
た
ぶ
る
に

4

御

行
を
【お
】こ
な

ひ
た
ゆ
み
な
く
せ
さ
せ
給た
ま

ひ
て
︑
御
有
様さ
ま

︑

5

あ
ら
は
に
︑
極
楽
疑
う
た
が

ひ
な
く
︑
め
で
た
く
て
失う

せ
さ
せ

6

給た
ま

ひ
し
か
ば
︑﹃

一
定

(い
ち
ぢ
や
う
)

極
楽
へ
参
ま
い
【ゐ
】ら

せ
給
(た
ま
ひ
)ぬ

ら
ん
﹄

7

と
な
む
︑
入
道
の
中
将
よ
ろ
こ
び
給
(た
ま
ひ
)し

﹂
と
︑
語か
た

り
給
(た
ま
ひ
)し

︒

︵
九
︶
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︵
大
斎
院
の
︶
御
前
で
︑
そ
の
ま
ま
う
た
た
寝
し
て
し
ま
っ
た
︒
大
斎
院
御
自
身
は
御
目
が
さ

め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
︑
御
箏こ
と

を
手
す
さ
び
に
弾
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
︑
こ
の
よ
う

に
殿
上
人
た
ち
が
参
上
し
た
の
で
︑
昔
が

思
い
出
さ
れ
て
し
み
じ
み
と
し
た
お
気
持
ち
に
な
ら
れ
た
︒﹁
こ
の

人
々
は
︑
こ
の
よ
う
な
音
楽
の
素
養
が
す
こ
し
は
あ
る
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑

御
箏こ
と

・
琵
琶
な
ど
を
お
出
し
に
な
る
と
︑
こ
と
さ
ら
に

で
は
な
く
て
︑
楽
器
の
音
の
調
子
を
合
わ
せ
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
一
︑
二
曲

ず
つ
弾
い
て
︑
明
け
方
近
く
に
な
っ
た
の
で
︑︵
殿
上
人
た
ち
は
︶
宮
中
に
帰

参
し
た
︒
殿
上
の
間
で
︑
し
み
じ
み
と
優
雅
で
趣
が
あ
っ

た
こ
と
を
語
る
と
︑
参
上
し
な
い
人
は
大
変

残
念
が
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
年
の
冬
︑︵
大
斎
院
は
︶
御
退
下
に

な
っ
て
︑
室
町
と
い
う
所
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
︑
三
井
寺

で
尼
に
お
な
り
に
な
っ
た
後
は
︑
一
途
に

お
勤
め
を
な
さ
り
続
け
て
︑
最
期
は
た
い
そ
う
お
見
事
で
ご
立
派

な
様
子
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
︒﹁﹃
現
世

で
は
︑
す
ば
ら
し
く
心
ひ
か
れ
る
さ
ま
で
︑
風
流
な
く
ら
し
を
し
て
お
過
ご
し
に
な
っ
た
に
つ

け
て
も
︑
来
世
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
﹄
と
思
い
申
し
上
げ
た
が
︑︵
大
斎
院
は
︶
ひ
た
す
ら
御
修

行
を
気
を
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
な
さ
っ
て
︑︵
御
臨
終
の
︶
御
様
子
は
︑

あ
き
ら
か
に
極
楽
︵
に
往
生
な
さ
る
の
は
︶
疑
い
な
く
︑
見
事
な
御
様
子
で
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
の
で
︑﹃
確
か
に
極
楽
へ
お
行
き
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
﹄

と
︑
入
道
の
中
将
は
お
喜
び
に
な
っ
た
﹂
と
語
り
な
さ
っ
た
︒



類
話
︵
凡
例
七
)

﹃
古
本
説
話
集
﹄
と
他
作
品
と
の
関
係
は
︑
諸
氏
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
あ
る
が
︑

そ
の
関
連
度
合
い
を
示
す
た
め
に
︑
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
た
︒

﹁
Ａ
同

話
﹂
物
語
の
展
開
は
ほ
ぼ
一
致
し
︑
表
現
も
大
半
一
致
を
み
る
︒

﹁
Ｂ
類
似
説
話
﹂
物
語
の
展
開
・
表
現
と
も
に
︑
一
部
分
は
一
致
を
み
る
︒

﹁
Ｃ
関
連
説
話
﹂
物
語
の
展
開
・
表
現
と
も
に
︑
一
致
を
み
る
こ
と
は
少
な
い
が
︑
何

ら
か
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
︒

こ
の
定
義
に
従
っ
て
︑
本
話
に
関
わ
り
の
あ
る
作
品
を
提
示
す
る
︒

ま
ず
︑
本
話
は
次
の
よ
う
に
五
つ
の
場
面
︵﹃
全
注
釈

其
の
三
﹄
補
説
１
・
一
五
頁
参
照
︶
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑︵

︶
内
の
数
字
は
各
場
面
の
行
数
で
あ
る
︒

﹁
第
一
場
面
﹂
最
初
～
五
丁
ウ
1
﹁
な
を
あ
さ
ま
し
く
﹂︵
11
行
︶

大
斎
院
の
来
歴
を
述
べ
︑
仏
教
を
信
心
す
る
逸
話
を
紹
介
す
る
︒

﹁
第
二
場
面
﹂
五
丁
ウ
1
﹁
さ
て
﹂
～
六
丁
オ
7
﹁
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
﹂︵
17
行
︶

御
禊
の
前
駆
を
し
た
幼
い
宇
治
殿
︵
藤
原
頼
通
︶
に
︑
大
斎
院
が
そ
の
場
で
臨

機
応
変
に
禄
を
授
け
た
対
応
を
︑
藤
原
道
長
が
褒
め
る
︒

﹁
第
三
場
面
﹂
六
丁
オ
7
﹁
後
一
条
院
﹂
～
七
丁
オ
3
﹁
し
る
し
な
る
ら
ん
﹂︵
17
行
︶

賀
茂
祭
の
日
︑
大
斎
院
は
︑
道
長
の
抱
い
て
い
る
御
一
条
院
・
御
朱
雀
院
を
御

覧
に
な
っ
た
こ
と
を
︑
扇
の
褄
を
差
し
出
す
こ
と
で
示
す
︒
大
斎
院
の
心
遣
い

に
道
長
は
感
心
す
る
︒

﹁
第
四
場
面
﹂
七
丁
オ
4
﹁
め
で
た
く
﹂
～
十
丁
ウ
7
﹁
く
ち
を
し
が
り
け
り
﹂︵
74
行
︶

大
斎
院
は
老
年
に
な
り
︑
斎
院
御
所
を
訪
れ
る
人
も
な
く
な
っ
た
︒
雲
林
院
の

不
断
念
仏
最
終
日
︑
殿
上
人
四
︑
五
人
が
た
ま
た
ま
大
斎
院
御
所
を
訪
れ
る
︒

箏
の
音
が
す
る
な
ど
趣
深
い
様
子
で
あ
り
︑
優
雅
で
風
流
な
一
夜
を
過
ご
し
た
︒

﹁
第
五
場
面
﹂
十
丁
ウ
7
﹁
さ
て
﹂
～
最
後
︵
11
行
︶

大
斎
院
は
斎
院
を
退
下
し
た
︒
三
井
寺
で
尼
に
な
っ
た
あ
と
︑
一
途
に
仏
道
修

行
し
︑
立
派
な
最
期
を
迎
え
た
︒

場
面
ご
と
に
関
わ
り
の
あ
る
作
品
は
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
主
に
︑﹃
大
鏡
﹄
に
関
わ

り
の
あ
る
部
分
を
前
半
︑﹃
今
昔
﹄
に
関
わ
り
の
あ
る
部
分
を
後
半
と
し
た
︒

・
そ
の
他
︑
以
下
の
作
品
に
大
斎
院
関
係
の
記
事
が
み
ら
れ
る
︒

『賀
茂
斎
院
記
﹄・﹃
賀
茂
皇
大
神
宮
記
﹄・﹃
大
斎
院
前
御
集
﹄・﹃
大
斎
院
御
集
﹄・﹃
発
心

和
歌
集
﹄・﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
五
和
歌
第
六
・﹃
今
昔
物
語
集

四
﹄
巻
第
二
十
四
第
五

十
七
・﹃
十
訓
抄
﹄
下
十
ノ
三
十
七
・﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
巻
第
十
・﹃
続
古
事
談
﹄
巻
第
一

︱
二
一
・﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
俊
秘
抄
巻
下
・﹃
左
経
記
﹄・﹃
日
本
紀
略
﹄・﹃
古
本
説
話
集
﹄

第
九
話
・﹃
古
本
説
話
集
﹄
第
三
十
七
話
・﹃
古
本
説
話
集
﹄
第
四
十
二
話
・﹃
古
本
説
話

集
﹄
第
四
十
三
話

︵
一
〇
︶
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前半

第
一
場
面

Ａ
﹃
大
鏡
﹄
師
輔
・
Ａ
﹃
今
昔
物
語
集

四
﹄
巻
十
九
第
十
七

第
二
場
面

Ａ
﹃
大
鏡
﹄
師
輔

第
三
場
面

Ａ
﹃
大
鏡
﹄
師
輔

Ｂ
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
十
九
雑
五
・
Ｂ
﹃
栄
花
物
語
﹄
は
つ
花

後半

第
四
場
面

Ａ
﹃
今
昔
物
語
集

四
﹄
巻
十
九
第
十
七
・
Ａ
﹃
無
名
草
子
﹄

Ｂ
﹃
今
鏡
﹄
七
﹁
有
栖
川
﹂・
Ｃ
﹃
枕
草
子
﹄
心
に
く
き
も
の

第
五
場
面

Ａ
﹃
今
昔
物
語
集

四
﹄
巻
十
九
第
十
七



参
考
文
献
︵
凡
例
九
)

本
話
の
﹃
全
注
釈
﹄
其
の
一
～
四
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
考
に

し
た
︵︻
参
考
辞
典
等
︼
は
︑﹁
其
の
一
﹂
～
﹁
其
の
三
﹂
の
該
当
箇
所
に
記
載
し
た
も
の
は
除
外
し
た
︒

︻
参
考
文
献
︼
お
よ
び
︻
参
考
論
文
︼
は
︑
参
照
の
便
の
た
め
す
べ
て
記
載
す
る
︶︒

︻
参
考
辞
典
等
︼
︵
書
名
の
五
十
音
順
︶

・
『延
喜
式
』︵
黒
板
勝
美
︑
国
史
大
系
刊
行
会
編
﹃
新
訂
増
補
版

国
史
大
系

第
26
巻
﹄

丸
山
次
郎
校
訂
・
一
九
六
五
年
︶

・﹃
公
事
根
源
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
h
ttp
://d
l.n
d
l.g
o.jp
/︶

・﹃
言
海
﹄︵
大
槻
文
彦
・
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・
筑
摩
書
房
・
二
〇
〇
四
年
︶

・﹃
標
註
訂
正

康
煕
字
典

復
刻
﹄︵
渡
部
温
編
・
講
談
社
・
一
九
七
七
年
︶

・﹃
江
家
次
第
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
h
ttp
://d
l.n
d
l.g
o.jp
/︶

・﹃
国
語
学
研
究
事
典
﹄︵
佐
藤
喜
代
治
編
・
明
治
書
院
・
一
九
七
七
年
︶

・﹃
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
﹄︵
小
田
勝
・
和
泉
書
院
・
二
〇
一
五
年
︶

・﹃
拾
芥
抄
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
h
ttp
://d
l.n
d
l.g
o.jp
/︶

・﹃
大
漢
和
辞
典
﹄︵
全
十
三
巻
・
諸
橋
轍
次
・
大
修
館
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
︶

・﹃
日
本
語
文
法
大
辞
典
﹄︵
山
口
明
穂
︑
秋
本
守
英
編
・
明
治
書
院
・
二
〇
〇
一
年
︶

・﹃
平
安
時
代
補
任
及
び
女
人
綜
覧
﹄︵
本
多
伊
平
編
・
笠
間
索
引
叢
刊
101
・
一
九
九
二
年
︶

・﹃
有
職
故
実

日
本
文
学
の
背
景
改
訂
版
﹄︵
塙
選
書
8
・
河
鰭
実
英
・
塙
書
房
・
一
九
七
一
年
︶

・﹃
有
識
故
実
大
辞
典
﹄︵
鈴
木
敬
三
・

吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
︶

︻
参
考
文
献
︼
︵
著
者
の
五
十
音
順
︶

・
秋
永
一
枝
﹃
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究

資
料
編
・
索
引
編
・
研
究
篇
上
﹄

︵
校
倉
書
房
・
一
九
七
二
︑
一
九
七
四
︑
一
九
八
〇
年
︶

・
家
永
三
郎
﹃
上
代
倭
絵
全
史
﹄︵
名
著
刊
行
会
・
一
九
九
八
年
︶

・
伊
坂
淳
一
﹁
仮
名
文
に
お
け
る
話
線
の
断
絶
と
終
止
形
・
連
体
形
の
機
能
﹂

︵﹃
小
松
英
雄
博
士
退
官
記
念
日
本
語
論
集
﹄
三
省
堂
・
一
九
九
三
年
所
収
︶

・
石
原
昭
平
﹁
古
本
説
話
集
の
王
朝
物
に
つ
い
て
︱
︱
そ
の
説
話
的
な
評
価
︱
︱
﹂

︵
東
横
学
園
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
編
﹁
東
横
国
文
学

9
﹂
一
九
七
五
年
一
月
︶

・
岩
井
良
雄
﹃
日
本
語
法
史

奈
良
・
平
安
時
代
編
﹄︵
笠
間
書
院
・
一
九
七
〇
年
︶

・
岩
井
良
雄
﹃
日
本
語
法
史

鎌
倉
時
代
編
﹄︵
笠
間
書
院
・
一
九
七
一
年
︶

・
岩
佐
美
代
子
﹃
文
机
談

全
注
釈
﹄︵
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
七
年
︶

・
大
野
晋
﹃
係
り
結
び
の
研
究
﹄︵
岩
波
書
店
・
一
九
九
三
年
︶

・
岡
崎
知
子
﹃
平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究
﹄︵
法
蔵
館
・
一
九
六
七
年
︶

・
岡
野
弘
彦
﹃
賀
茂
社
︱
上
賀
茂
神
社
・
下
鴨
神
社
︵
日
本
の
古
社
︶﹄︵
淡
交
社
・
二
〇
〇
四
年
︶

・
春
日
和
男
﹃
存
在
詞
に
関
す
る
研
究
﹄︵
風
間
書
房
・
一
九
六
八
年
︶

・
神
鷹
徳
治
﹃
白
氏
文
集
は
︿
も
ん
じ
ゅ
う
﹀
か
︿
ぶ
ん
し
ゅ
う
﹀
か
﹄

︵
游
学
社
・
二
〇
一
二
年
︶

・
木
之
下
正
雄
﹃
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
﹄︵
至
文
堂
・
一
九
六
八
年
︶

・
倉
本
一
宏
﹃
御
堂
関
白
記

上
中
下
﹄︵
全
現
代
語
訳
・
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
〇
九
年
︶

・
後
藤
祥
子
編
﹃
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
﹄︵
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
6
・
二
〇
〇
九
年
︶

・
小
林
賢
章
﹃
ア
カ
ツ
キ
の
研
究

平
安
人
の
時
間
﹄︵
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
三
年
︶

・
小
林
賢
章
﹃﹁
暁
﹂
の
謎
を
解
く
平
安
人
の
時
間
表
現
﹄︵
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
三
年
︶

・
今
野
達
﹃
新
注
今
昔
物
語
集
選
﹄︵
大
修
館
書
店
・
一
九
六
九
年
︶

・
桜
井
光
昭
﹃
敬
語
論
集
︱
古
代
と
現
代
﹄︵
明
治
書
院
・
一
九
八
三
年
︶

・
沢
田
名
垂
﹃
家
屋
雑
考
﹄︵
廣
文
庫
第
十
三
冊
・
物
集
高
見
編
・
廣
文
庫
刊
行
会
・
一
九
一
六
年
)

・
築
島
裕
﹃
平
安
時
代
語
新
論
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
九
年
︶

・
坪
井
美
樹
﹃
日
本
語
活
用
体
系
の
変
遷
増
訂
版
﹄︵
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
一
年
︶

・
所
京
子
﹃
斎
王
和
歌
文
学
の
史
的
研
究
﹄︵
国
書
刊
行
会
・
一
九
八
九
年
︶

・
所
京
子
﹃
斎
王
研
究
の
史
的
展
開
﹄︵
勉
誠
出
版
・
二
〇
一
七
年
︶

︵
一
一
︶

― 174―

椎葉・安倍・川浪・福田・山口・『古本説話集 全注釈』大齋院事（第一)
其の四（類話・参考文献および補遺）



・
豊
永
聡
美
﹃
天
皇
の
音
楽
史

古
代
・
中
世
の
帝
王
学
﹄︵
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
七
年
︶

・
中
村
清
兄
﹃
日
本
の
扇
﹄︵
日
本
の
美
と
教
養
・
河
原
書
店
・
一
九
四
二
年
︶

・
中
村
清
兄
﹃
扇
と
扇
絵
﹄︵
日
本
の
美
と
教
養
23
・
河
原
書
店
・
一
九
六
九
年
︶

・
西
尾
光
一
﹃
説
話
文
学
小
考
﹄︵
教
育
出
版
・
一
九
八
五
年
︶

・
原
槇
子
﹃
斎
王
物
語
の
形
成
︱
︱
斎
宮
・
斎
院
と
文
学
︱
︱
﹄︵
新
典
社
・
二
〇
一
三
年
︶

・
福
永
静
哉
﹃
韻
鏡
新
釋
﹄︵
あ
そ
か
書
林
・
一
九
五
五
年
︶

・
前
田
雨
城
﹃
色
︱
染
と
色
彩
﹄

︵
も
の
と
人
間
の
文
化
史
38
・
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
八
〇
年
︶

・
前
田
雅
之
﹃
今
昔
物
語
集
の
世
界
構
想
﹄︵
笠
間
書
院
・
一
九
九
九
年
︶

・
馬
淵
和
夫
﹃
韻
鏡
校
本
と
広
韻
索
引
﹄︵
日
本
学
術
振
興
会
・
一
九
五
四
年
︶

・
目
加
田
さ
く
を
﹃
平
安
朝
サ
ロ
ン
文
芸
史
論
﹄︵
風
間
書
房
・
二
〇
〇
三
年
︶

・
森
正
人
﹃
古
代
説
話
集
の
生
成
﹄︵
笠
間
書
院
・
二
〇
一
四
年
︶

・
山
口
仲
美
﹃
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院
・
一
九
八
四
年
︶

・
山
田
孝
雄
﹃
奈
良
朝
文
法
史
﹄︵
宝
文
館
・
一
九
一
三
年
︶

・
山
田
孝
雄
﹃
源
氏
物
語
の
音
楽
復
刻
版
﹄︵
宝
文
館
・
一
九
六
九
年
・
初
版
一
九
三
四
年
︶

・
山
田
孝
雄
﹃
日
本
文
法
学
概
論
﹄︵
宝
文
館
・
一
九
三
六
年
︶

・
山
田
孝
雄
﹃
平
安
朝
文
法
史
﹄︵
宝
文
館
・
一
九
五
二
年
︶

・
山
田
孝
雄
﹃
平
家
物
語
の
語
法
﹄︵
宝
文
館
・
一
九
五
四
年
︶

・
吉
澤
義
則
﹃
増
補
源
語
釋
泉
﹄︵
臨
川
書
店
・
一
九
七
三
年
︶

︻
参
考
論
文
︼
︵
著
者
の
五
十
音
順
︶

・
秋
山
虔

｢一
条
朝
の
文
芸
サ
ロ
ン
︱
︱
中
宮
定
子
･中
宮
彰
子
･大
斎
院
選
子
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
｣

︵
學
燈
社
編
﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
vol.
12
・
一
九
六
七
年
︶

・
東
望
歩
﹁
大
斎
院
サ
ロ
ン
考
﹂

︵
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
﹂
100
号
・
二
〇
〇
七
年
︶

・
安
倍
素
子
︑
川
浪
玲
子
︑
椎
葉
富
美
︑
中
村
文
子
︑
福
田
益
和
︑
山
口
康
子

｢﹃
古
本
説
話
集
﹄
研
究
上
の
諸
問
題
︵
四
︶
︱
︱
﹃
大
和
物
語
﹄
と
の
類
似
性
︱
︱
﹂

︵
長
崎
純
心
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
編
﹁
人
間
文
化
研
究
﹂
第
十
四
号
・
二
〇
一
六
年
三
月
︶

・
安
西
奈
保
子
﹁
大
斎
院
選
子
サ
ロ
ン
考
︱
︱
徽
子
・
定
子
・
彰
子
サ
ロ
ン
と
の
比
較
を
中
心

に
︱
︱
﹂︵
平
安
文
学
研
究
会
編
﹁
平
安
文
学
研
究
﹂
№
69
・
一
九
八
三
年
︶

・
安
西
奈
保
子
﹁
大
斎
院
和
歌
考
﹂

︵
平
安
文
学
研
究
会
編
﹁
平
安
文
学
研
究
﹂
№
72
・
一
九
八
四
年
︶

・
石
川
徹
﹁
古
本
住
吉
物
語
の
内
容
に
関
す
る
臆
説
﹂

︵﹃
平
安
時
代
物
語
文
学
論
﹄
笠
間
書
院
・
一
九
七
九
年
所
収
︶

・
稲
賀
敬
二
﹁
延
喜
・
天
暦
期
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
を
結
ぶ
も
の

︱
大
斎
院
の
も
と
に
お
け
る
新
版
﹃
住
吉
﹄
の
成
立
﹂

︵
広
島
平
安
文
学
研
究
会
編
﹃
源
氏
物
語

そ
の
文
芸
的
形
成
﹄
一
九
七
八
年
所
収
︶

・
菟
田
俊
彦
﹁
大
斎
院
選
子
内
親
王
︱
︱
源
氏
物
語
の
創
作
事
情
﹂

︵
國
學
院
大
學
編
﹁
國
學
院
雜
誌
﹂
73
(8)
・
一
九
七
二
年
八
月
︶

・
遠
藤
邦
基
﹁
類
推
：
マ
行
音
と
バ
行
音
の
交
替
を
中
心
に
﹂

︵
光
華
女
子
短
期
大
学
編
﹁
研
究
紀
要
﹂
6
・
一
九
六
九
年
一
月
︶

・
大
井
重
二
郎
﹁
平
安
京
の
京
程
に
関
す
る
疑
問
﹂

︵
史
迹
・
美
術
同
攷
會
編
﹁
史
迹
と
美
術
﹂
25
(2)
・
一
九
五
五
年
一
月
︶

・
大
野
晋
﹁
仮
名
遣
の
起
源
に
つ
い
て
﹂

︵
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
五
〇
年
十
二
月
号
︶

・
岡
崎
知
子
﹁
大
斎
院
選
子
の
研
究
﹂

︵﹃
平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究
﹄
法
蔵
館
・
一
九
六
七
年
所
収
︶

・
岡
崎
知
子
﹁
大
斎
院
選
子
に
お
け
る
神
と
仏
﹂

︵﹃
平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究
﹄
法
蔵
館
・
一
九
六
七
年
所
収
︶

・
岡
﨑
真
紀
子
﹁﹃
発
心
和
歌
集
﹄
の
詠
歌
と
享
受
﹂

︵
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
編
﹁
叙
説
﹂
40
・
二
〇
一
三
年
三
月
︶

・
岡
田
精
司
﹁
賀
茂
別
雷
神
社
の
祭
祀
の
特
色
﹂

︵
一
二
︶
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︵
祭
祀
史
料
研
究
会
編
﹁
祭
祀
研
究
﹂
(3)
・
二
〇
〇
三
年
十
一
月
︶

・
木
村
正
中
﹁
紫
式
部
と
大
斎
院
﹂

︵
學
燈
社
編
﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
vol.
12
・
一
九
六
七
年
︶

・
国
田
百
合
子
﹁
敬
語
接
頭
辞
と
動
作
語
・
形
容
語
と
の
融
合
﹂

︵
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
季
刊
文
学
・
語
学
﹂
(33)
・
一
九
六
四
年
九
月
︶

・
久
保
木
秀
夫
﹁﹃
発
心
和
歌
集
﹄
選
子
内
親
王
作
者
説
存
疑

︵
中
古
文
学
会
編
﹁
中
古
文
学
﹂
九
十
七
号
・
二
〇
一
六
年
六
月
︶

・
小
池
清
治
﹁
連
体
形
終
止
法
の
表
現
効
果
︱
今
昔
物
語
集
・
源
氏
物
語
を
中
心
に
︱
﹂

︵
お
う
ふ
う
編
﹁
国
文
学
言
語
と
文
芸
﹂
9
(5)
・
一
九
六
七
年
︶

・
小
出
素
子
﹁
宇
治
拾
遺
物
語
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
︱
︱
全
巻
に
わ
た
る
関
連
表
示
の
試
み
﹂

︵
平
安
文
学
研
究
会
編
﹁
平
安
文
学
研
究
﹂
67
・
一
九
八
二
年
︶

・
小
久
保
崇
明
﹁﹁
御
と
の
ご
も
る
﹂
考
﹂

︵
解
釈
学
会
編
﹁
解
釈
：
国
語
・
国
文
﹂
49
(5)
(6)
・
二
〇
〇
三
年
五
月
︶

・
児
玉
識
﹁
中
世
説
話
集
の
文
献
学
的
一
考
察
︱
梅
沢
本
古
本
説
話
集
を
中
心
に
し
て
︱
﹂

︵
宇
部
工
業
短
期
大
学
・
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
編
﹁
宇
部
工
業
短
期
大
学

高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
﹂
一
巻
一
号
・
一
九
六
四
年
︶

・
小
林
芳
規
﹁
見
せ
消
ち
符
号
に
つ
い
て
︱
訓
点
資
料
を
主
と
し
て
︱
﹂

︵
訓
点
語
学
会
編
﹁
訓
点
語
と
訓
点
資
料
﹂
(77)
・
一
九
八
七
年
三
月
︶

・
小
柳
智
一
﹁
中
古
の
バ
カ
リ
に
つ
い
て
︱
︱
限
定
・
程
度
・
概
数
量
﹂

︵
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
國
語
と
国
文
学
﹂
74
(7)
・
一
九
九
七
年
七
月
︶

・
小
柳
智
一
﹁
万
葉
集
の
ノ
ミ
︱
︱
史
的
変
容
﹂

︵
実
践
国
文
学
会
編
﹁
實
踐
國
文
學
﹂
55
・
一
九
九
九
年
三
月
︶

・
小
柳
智
一
﹁
中
古
の
バ
カ
リ
と
マ
デ
︱
︱
副
助
詞
の
小
さ
な
体
系
﹂

︵
國
學
院
大
學
編
﹁
國
學
院
雜
誌
﹂
101
(12)
・
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
︶

・
小
柳
智
一
﹁﹁
ず
は
﹂
の
語
法
︱
︱
仮
定
条
件
句
﹂

︵
萬
葉
學
會
編
﹁
萬
葉
﹂
(189)
・
二
〇
〇
四
年
七
月
︶

・
小
柳
智
一
﹁
中
古
の
﹁
バ
カ
リ
﹂
と
﹁
ノ
ミ
﹂﹂

︵
國
學
院
大
學
編
﹁
國
學
院
雜
誌
﹂
98
(12)
・
一
九
九
七
年
十
二
月
︶

・
小
山
利
彦
﹁
皇
城
地
主
神
の
イ
ツ
キ
ヒ
メ
と
し
て
の
斎
王

︱
︱
大
斎
院
選
子
内
親
王
と
源
氏
物
語
へ
の
連
関
︱
︱
﹂

︵
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
6
﹃
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
﹄・
後
藤
祥
子
編
・
二
〇
〇
九
年
所
収
︶

・
今
野
達
﹁
今
昔
物
語
集
雑
考
(一)
﹂

︵
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
国
文
学
論
考
﹂
創
刊
号
・
一
九
六
五
年
三
月
︶

・
今
野
達
﹁
今
昔
物
語
集
雑
考
(二)
﹂

︵
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
国
文
学
論
考
﹂
第
二
号
・
一
九
六
五
年
六
月
︶

・
阪
倉
篤
義
﹁
接
尾
語
ラ
カ
・
ヤ
カ
と
そ
の
派
生
語
﹂

︵﹃
語
構
成
の
研
究
﹄
角
川
書
店
・
一
九
六
六
年
所
収
︶

・
椎
葉
富
美
︑
川
浪
玲
子
﹁
接
頭
語
﹃
大
﹄
の
訓
み
と
語
構
成
に
関
す
る
一
考
察

︱
︱
鎌
倉
時
代
以
前
を
中
心
に
︱
︱
﹂

︵
長
崎
純
心
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
編
﹁
人
間
文
化
研
究
﹂
第
十
五
号
・
二
〇
一
七
年
三
月
︶

・
椎
葉
富
美
﹁
け
む
か
し
の
表
現
性
﹂

︵
長
崎
純
心
大
学
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
編
﹁
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹂
第
3
号
・
二
〇
一
九
年
︶

・
椎
葉
富
美
︑
川
浪
玲
子
﹁
上
代
に
お
け
る
﹃
御
﹄
字
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
﹂

︵
長
崎
純
心
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
編
﹁
人
間
文
化
研
究
﹂
第
十
七
号
・
二
〇
一
九
年
二
月
︶

・
薗
部
幹
生
﹁
古
本
説
話
集
に
つ
い
て
﹂

︵
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会
編
﹁
論
輯
﹂
(11)
・
一
九
八
三
年
二
月
︶

・
高
田
信
敬
﹁
大
斎
院
名
義
考
証
﹂

︵
鶴
見
大
学
文
学
部
編
﹃
創
立
三
十
周
年
記
念

鶴
見
大
学
文
学
部
論
集
﹄
一
九
九
三
年
三
月
︶

・
田
中
み
ど
り
﹁
上
代
の
敬
語
(1)
畏
敬
・
讃
称
・
美
称
の
接
辞
お
よ
び
尊
称
の
オ
ホ
大
﹂

︵
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
京
都
語
文
﹂
(14)
・
二
〇
〇
七
年
十
一
月
︶

・
竹
部
歩
美
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
﹁
お
と
ど
・
お
ほ
い
と
の
・
大
臣
﹂
に
つ
い
て
﹂

︵
東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
都
大
論
究
﹂
(45)
・
二
〇
〇
八
年
六
月
︶

︵
一
三
︶
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・
橘
健
二
﹁
古
本
説
話
集
﹂

︵
學
燈
社
編
﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
3
(11)
・
一
九
五
八
年
十
一
月
︶

・
田
渕
句
美
子
﹁﹃
無
名
草
子
﹄
の
視
座
﹂︵﹁
中
世
文
學
﹂
(57)
・
二
〇
一
二
年
︶

・
玉
上
琢
彌
﹁
敬
語
の
文
学
的
考
察
︱
︱
源
氏
物
語
の
本
性
︵
其
二
︶
︱
︱
﹂

︵
京
都
帝
國
大
學
國
文
學
會
編
﹁
國
語
國
文
﹂
21
(2)
・
一
九
五
二
年
三
月
︶

・
塚
谷
多
貴
子
﹁
皇
后
宮
令
子
歌
壇
論
︱
︱
金
葉
集
期
の
女
流
歌
壇
﹂

︵
北
海
道
大
学
国
文
学
会
編
﹁
国
語
国
文
研
究
﹂
(52)
・
一
九
七
四
年
十
一
月
︶

・
東
郷
富
規
子
﹁
選
子
斎
院
考
﹂︵
関
西
大
学
史
学
会
編
﹁
史
泉
﹂
(4)
・
一
九
五
六
年
四
月
︶

・
東
郷
富
規
子
﹁
大
斎
院
管
見
﹂

︵
園
田
学
園
女
子
大
学
編
﹁
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
﹂
(4)
・
一
九
六
九
年
︶

・
富
樫
美
恵
子
﹁
摂
関
期
の
斎
宮
・
斎
院
の
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
﹂

︵
奈
良
女
子
大
学
史
学
会
編
﹁
寧
楽
史
苑
﹂
47
・
二
〇
〇
二
年
︶

・
所
京
子
﹁
選
子
内
親
王
斎
院
関
係
の
和
歌
集
成
﹂

︵
神
道
史
学
会
編
﹁
神
道
史
研
究
﹂
35
(2)
・
一
九
八
七
年
四
月
︶

・
所
京
子
﹁
斎
院
選
子
内
親
王
の
仏
教
信
仰
﹂

︵
神
道
史
学
会
編
﹁
神
道
史
研
究
﹂
35
(3)
・
一
九
八
七
年
七
月
︶

・
中
周
子
﹁
大
斎
院
選
子
内
親
王
﹂

︵
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
6
﹃
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
﹄・
後
藤
祥
子
編
・
二
〇
〇
九
年
所
収
︶

・
永
積
安
明
﹁
宇
治
拾
遺
物
語
の
世
界
﹂︵
岩
波
書
店
編
﹁
文
學
﹂
32
(1)
・
一
九
六
四
年
一
月
︶

・
錦
仁
﹁
院
政
期
歌
合
せ
の
構
造
と
方
法
︱
︱
︿
褻
﹀
か
ら
︿
晴
﹀
へ
の
和
歌
史
観
の
批
判
﹂

︵
日
本
文
学
協
会
編
﹁
日
本
文
学
﹂
43
(2)
・
一
九
九
四
年
二
月
︶

・
錦
仁
﹁﹁
古
今
集
﹂
仮
名
序
と
院
政
期
の
和
歌
観
念
﹂

︵
日
本
文
学
協
会
編
﹁
日
本
文
学
﹂
44
(7)
・
一
九
九
五
年
七
月
︶

・
西
村
さ
と
み
﹁︿
古
代
﹀
平
安
京
の
祭
礼
︱
︱
賀
茂
祭
の
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
︹
含

質
疑
・
討
論
︺﹂

︵
大
阪
歴
史
學
會
編
﹁
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹂
(145)
・
一
九
九
四
年
度
︹
大
阪
歴
史
学
会
︺

大
会
特
集
号
・
一
九
九
四
年
十
二
月
︶

・
土
部
弘
﹁
総
叙
と
細
叙
﹂

︵
大
阪
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
編
﹁
学
大
国
文
﹂
(17)
・
一
九
七
三
年
十
一
月
︶

・
平
林
一
利
﹁﹃
ロ
ザ
リ
オ
記
録
﹄
の
﹁
御
︵
ゴ
・
ギ
ョ
・
お
ん
・
み
︶﹂
に
つ
い
て
﹂

︵
佐
藤
栄
学
園
埼
玉
短
期
大
学
編
﹁
学
校
法
人
佐
藤
栄
学
園

埼
玉
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹂
(10)
・
二
〇
〇
一
年
三
月
︶

・
福
屋
俊
幸
﹁
一
条
後
宮
か
ら
見
た
大
斎
院
文
化
圏
﹂

︵
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
6
﹃
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
﹄・
後
藤
祥
子
編
・
二
〇
〇
九
年
所
収
︶

・
堀
部
正
二
﹁
新
資
料
に
よ
る
住
吉
物
語
の
一
考
察
﹂

︵﹃
中
古
日
本
文
学
の
研
究
﹄
ク
レ
ス
出
版
・
一
九
九
九
年
所
収
︶

・
松
本
宙
﹁
キ
リ
シ
タ
ン
ロ
ー
マ
字
資
料
に
お
け
る
マ
行
音
バ
行
音
交
替
現
象
の
実
態
﹂

︵
日
本
文
藝
研
究
會
編
﹁
文
藝
研
究
﹂
(42)
・
一
九
六
二
年
九
月
︶

・
松
本
宙
﹁
マ
行
音
バ
行
音
交
替
現
象
﹂

︵
東
北
大
学
文
学
部
﹁
国
語
学
研
究
﹂
刊
行
会
編
﹁
国
語
学
研
究
﹂
(5)
・
一
九
六
五
年
︶

・
三
田
村
雅
子
﹁
女
性
た
ち
の
サ
ロ
ン
︱
︱
大
斎
院
サ
ロ
ン
を
中
心
に
︱
︱
﹂

︵
學
燈
社
編
﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
vol.
34
・
一
九
八
九
年
︶

・
宮
田
匡
子
﹁
宇
治
拾
遺
物
語
︱
︱
構
成
と
そ
の
世
界
﹂

︵
京
都
帝
國
大
學
國
文
學
會
編
﹁
國
語
國
文
﹂
43
(2)
・
一
九
七
四
年
二
月
︶

・
室
城
秀
之
﹁﹁
お
ほ
き
お
と
ど
﹂
と
﹁
だ
い
じ
や
う
だ
い
じ
ん
﹂
︱
︱
﹃
落
窪
物
語
﹄
と

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
例
と
し
て
﹂

︵
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹁
国
文
白
百
合
﹂
(41)
・
二
〇
一
〇
年
三
月
︶

・
矢
吹
重
政
﹁
宇
治
拾
遺
物
語
に
於
け
る
説
話
配
列
の
方
式
﹂

︵
日
本
大
學
國
文
學
会
編
﹁
国
學
﹂
9
・
一
九
四
〇
年
二
月
︶

・
山
口
康
子
︑
福
田
益
和
﹁
古
本
説
話
集
目
録
の
性
格
と
訓
読
﹂

︵﹁
国
語
学
会
﹂
口
頭
発
表
・
一
九
七
二
年
五
月
︶

・
山
口
康
子
︑
福
田
益
和
﹁
古
本
説
話
集
目
録
訓
読
に
つ
い
て
の
一
問
題
︱
︱
古
本
説
話

集
の
場
合
︱
︱
﹂

︵
一
四
︶
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︵
解
釈
学
会
編
﹁
解
釈
﹂・
一
九
七
二
年
十
一
月
号
︶

・
山
口
康
子
︑
福
田
益
和
﹁
古
本
説
話
集
﹁
目
録
﹂
訓
読
に
つ
い
て
の
一
視
点

︱
︱
人
物
を
う
け
る
﹁
の
﹂・﹁
が
﹂
︱
︱
﹂

︵
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
編
﹃
季
刊

文
学
・
語
学
﹄
第
66
号
・
一
九
七
三
年
三
月
号
︶

・
山
口
康
子
︑
福
田
益
和
﹁
古
本
説
話
集
﹃
目
録
﹄
の
性
格
﹂

︵
説
話
文
学
会
編
﹁
説
話
文
學
研
究
﹂
一
九
七
三
年
六
月
︶

・
山
内
洋
一
郎
﹁
草
体
仮
名
の
織
り
成
す
美
と
実
と

︱
︱
古
本
説
話
集
四
筆
の
交
響
︱
︱
﹂

︵﹃
国
語
語
彙
史
の
研
究

三
十
二
﹄
和
泉
書
院
・
二
〇
一
二
年
所
収
︶

補
遺
一

符
号
・
書
き
入
れ
に
つ
い
て

次
の
影
印
は
︑﹃
古
本
説
話
集
﹄
第
一
話
五
丁
オ
2
で
あ
る
︒
四
字
目
の
﹁
の
﹂
と
﹁
あ
﹂

の
間
に
﹁
識

﹂
が
あ
り
︑
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
が
八
字
目
の
﹁
た
﹂
の
右
傍
に
﹁
✔

﹂
が
あ

る
︒

＊
用
例
①
︵
第
一
話
・
五
オ
2
・
第
一
書
写
者
︶

︵﹁
ｅ
國
寶

国
立
博
物
館
所
蔵

国
宝
・
重
要
文
化
財
﹂
h
ttp
://w
w
w
.em
u
seu
m
.jp
/top
?d
_

lan
g
=
ja
に
よ
る
︒
以
下
の
画
像
も
同
じ
︶

該
当
部
分
の
︑
参
照
テ
キ
ス
ト
の
言
及
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
岩
波
文
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
み
か
ど
の
識

あ
ま
た
た
び
〳
〵
﹂
と
し
︑﹁
み
か
と
の
﹂
の
下

の
﹁
識

﹂
を
﹁
こ
れ
は
普
通
誤
脱
の
標
示
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒﹁
た
ひ
〳
〵
﹂
の
﹁
た
﹂
の
右

傍
の
﹁
✔

﹂
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
︒

﹃
全
書
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
天
皇
み
か
ど

の
あ
ま
た
た
び
た
び
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も
に
︑
言

及
が
な
い
︒
な
お
﹃
全
書
﹄
の
本
文
は
︑
読
み
や
す
さ
の
便
を
考
え
︑
適
宜
漢
字
を
当
て
て

い
る
︒

﹃
総
索
引
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
み
か
ど
の
識

あ
ま
た
た
び
〳
〵
﹂
と
す
る
︒﹁
識

﹂
に
つ
い
て

は
言
及
し
な
い
が
︑﹁
✔

﹂
を
﹁
反
轉
記
号
✔

が
あ
り
︑﹃
た
び
〳
〵
あ
ま
た
﹄
と
讀
む
べ
き

こ
と
を
示
す
﹂
と
す
る
︒

﹃
全
註
解
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
み
か
ど
の
あ
ま
た
た
び
〳
〵
﹂
と
し
て
︑﹃
総
索
引
﹄
の
注
を

引
用
す
る
が
︑﹁
レ
点
は
影
印
本
で
は
不
明
瞭
﹂
と
注
す
る
︒

﹃
新
大
系
﹄
は
︑
特
に
注
し
て
は
い
な
い
が
︑
本
文
を
﹁
み
か
ど
の
た
び
〳
〵
あ
ま
た
﹂

と
す
る
︒

﹃
全
訳
注
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
み
か
ど
の
た
び
〳
〵
あ
ま
た
﹂
と
し
︑﹁﹃
た
び
た
び
あ
ま
た
﹄

︵
一
五
︶
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は
原
文
﹃
あ
ま
た
た
ひ
〳
〵
﹄︑﹃
た
ひ
﹄
の
右
傍
に
反
転
記
号
レ
点
が
あ
る
︒
た
だ
し
レ
点

は
影
印
本
で
は
不
明
瞭
﹂
と
注
す
る
︒

本
注
釈
﹁
其
の
一
﹂
で
は
︑﹁
識

﹂
を
筆
の
か
す
れ
と
見
て
︑﹁
✔

﹂
を
含
め
本
文
の
読
み

方
に
つ
い
て
︑
文
意
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
特
定
し
な
か
っ
た
︒
本
文
中

の
符
号
・
書
き
入
れ
を
︑
す
べ
て
検
討
し
た
上
で
の
判
断
が
必
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒

な
お
︑﹁
其
の
一
﹂
発
表
後
に
︑
先
学
諸
氏
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示
を
受
け
た
︒

以
下
︑
該
当
本
文
を
ど
の
よ
う
に
訓
む
べ
き
か
を
特
定
す
る
た
め
に
︑
本
集
の
符
号
・
書

き
入
れ
を
全
調
査
す
る
︒
調
査
に
あ
た
っ
て
は
︑
許
可
を
得
て
直
接
撮
影
し
た
写
真
︑﹃
梅
澤

本

古
本
説
話
集
﹄︵
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
編
︑
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
発
行
・
一
九
五
五
年
︶︑﹃
古
典
資

料
類
従
6

梅
沢
本

古
本
説
話
集
﹄︵
川
口
久
雄
解
説
・
勉
誠
社
・
一
九
七
七
年
︶︑﹃
勉
誠
社
文
庫

124

古
本
説
話
集
﹄︵
川
口
久
雄
解
説
・
勉
誠
社
・
一
九
八
五
年
︶︑﹁
ｅ
國
寶

国
立
博
物
館
所
蔵

国

宝
・
重
要
文
化
財
﹂︵
h
ttp
://w
w
w
.em
u
seu
m
.jp
/top
?d
_lan
g
=
ja︶
な
ど
︑
現
在
見
得
る
資
料
を

す
べ
て
参
照
し
て
検
討
し
た
︒
調
査
の
結
果
は
︑
次
頁
の
表
﹁﹃
古
本
説
話
集
﹄
話
別
の
符
号
・

書
き
入
れ
数
﹂
に
ま
と
め
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
本
集
の
本
写
本
に
は
︑
以
下
の
五
枚
の
付
箋
が
あ
る
︒

是
ま
て
為
氏
と
あ
れ
と
も
阿
仏
尼
な
ら
ん
︵
三
三
オ
右
上
隅
︶

是
迄
為
氏
卿
︵
三
三
オ
左
下
隅
︶

是
ゟ
為
相
卿
︵
三
三
ウ
左
上
隅
︶

是
迄
為
相
卿
︵
九
三
オ
左
下
隅
︶

是
ゟ
為
氏
卿
︵
九
三
オ
右
上
隅
︶

山
内
洋
一
郎
氏
は
﹁
草
体
仮
名
の
織
り
成
す
美
と
実
と
︱
︱
古
本
説
話
集
四
筆
の
交
響
︱
︱
﹂

︵﹃
国
語
語
彙
史
の
研
究

三
十
二
﹄
和
泉
書
院
・
二
〇
一
二
年

所
収
︶
の
中
で
︑
こ
の
付
箋
を
参
考

に
し
た
う
え
で
︑
仮
名
字
母
の
調
査
を
し
︑
書
写
者
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
︑
四
名
の

書
写
者
に
よ
る
写
本
と
推
定
し
︑
Ａ
～
Ｄ
の
記
号
で
示
し
て
以
下
の
よ
う
に
分
け
る
︒

Ａ
︵
第
一
話
五
オ
1
～
第
二
一
話
三
三
オ
10
・
560
行
︶

Ｂ
︵
第
二
一
話
三
三
ウ
1
～
第
四
六
話
五
九
ウ
6
・
525
行
︶

Ｃ
︵
第
四
七
話
六
二
オ
1
～
第
五
八
話
九
三
オ
10
・
630
行
︶

Ｄ
︵
第
五
八
話
九
三
ウ
1
～
第
七
〇
話
一
三
八
オ
1
・
887
行
︶

本
稿
で
は
一
つ
の
目
安
と
し
て
︑
こ
の
四
名
の
書
写
態
度
を
弁
別
す
る
た
め
に
︑
四
部
分

に
分
け
て
次
頁
の
表
を
作
成
し
た
︒
な
お
︑
Ａ
～
Ｄ
を
第
一
～
第
四
書
写
者
と
称
す
る
︒

そ
の
結
果
︑
本
集
の
符
号
・
書
き
入
れ
は
︑
全
1110
例
︒
そ
の
う
ち
の
895
例
は
︑
同
じ
漢
字

ま
た
は
仮
名
を
重
ね
る
と
き
に
使
う
︿
繰
り
返
し
符
号
﹀︵
踊
り
字
・
重
ね
字
・
畳
字
・
重
点
と
も
︶

で
︑
本
文
の
行
中
に
存
在
す
る
︒
影
印
2602
行
中
︑
一
の
字
点
︵
ゝ
︶
711
例
・
く
の
字
点
︵
〳
〵
︶

184
例
の
二
種
類
で
あ
る
︒
残
る
215
例
は
︑︿
書
き
入
れ
﹀
で
あ
る
︒
そ
の
内
訳
は
︑
見
せ
消
ち

92
例
︑
抹
消
3
例
︑
補
入
符
号
︵
右
に
傍
書
︶
54
例
︑
補
入
符
号
な
し
の
書
き
入
れ
62
例
︑
反

転
符
号
︵﹁
識

﹂﹁
✔

﹂︶
4
例
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
前
掲
用
例
①
の
訓
み
を
決
定
す
る
た
め
の

論
で
あ
る
か
ら
︑
反
転
符
号
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
︻
注
①
】︒
そ
れ
以
外
の
符
号
・
書
き
入

れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
︑
別
稿
﹁﹃
古
本
説
話
集
﹄
の
符
号
・
書
き
入
れ
に
つ
い
て
﹂︵
椎
葉
富

美
﹁
人
間
文
化
研
究

第
十
八
号
﹂
長
崎
純
心
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
編
・
二
〇
二
〇
年
三
月
︶
を

参
考
に
さ
れ
た
い
︒

反
転
符
号
は
︑
該
当
部
分
以
外
に
三
例
確
認
し
た
︒
以
下
︑
順
に
説
明
す
る
︒

＊
用
例
②
︵
第
二
話
・
一
一
オ
8
・
第
一
書
写
者
︶

用
例
①
の
符
号
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
っ
た
が
︑
用
例
②
は
︑﹁
女
院
﹂
の
下
の
﹁
識

﹂︑﹁
う
﹂

の
傍
書
﹁
✔

﹂︑
と
も
に
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
︒
該
当
部
分
の
︑
参
照
テ
キ
ス
ト
の
言

及
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
岩
波
文
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
女
院
識

は
じ
め
て
う✔

ち
へ
﹂
と
し
︑﹁
原
本
﹃
う
﹄
の
右
に
✔

印
を
注
す
︒﹃
う
ち
へ
は
じ
め
て
﹄
と
顚
倒
す
べ
き
よ
し
を
し
る
す
﹂
と
す
る
︒

﹃
全
書
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
女
院

に
ょ
ゐ
ん

内う

裏ち

へ
は
じ
め
て
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も
に
言
及
が

な
い
︒

︵
一
六
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︵
一
七
︶
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椎葉・安倍・川浪・福田・山口・『古本説話集 全注釈』大齋院事（第一)
其の四（類話・参考文献および補遺）

ア.⼀筆 イ.⼆筆
ア.右傍
書

イ.右に
「本」
字を含
む傍書

ウ.右に
「歟」
字を含
む傍書

エ.左傍
書

オ.重ね
書き

カ.重ね
書きと
右傍書

キ.擦り
消して
右傍書

ア.左・
右傍書

イ.左・
傍書無

ウ.真
中・右
傍書

エ.真
中・傍
書無

オ.左と
真中・
傍書無

ア.左⼆
重線

イ.真中
⼆重線

ウ.⼆筆
の補⼊
符号
有・右
傍書

エ.補⼊
符号
無・右
傍書

オ.斜線
のみ

7 45 43 6 1 2 10 1 1 11 44 6 15 1 1 1 1 2 4 6
1

2613 1109
1 127 26 12 1 1 1 41 1
2 47 11 9 1 1 3 1 26 2
3 18 8 1 9 3
4 18 3 1 4 4
5 36 9 1 10 5
6 47 5 2 1 8 6
7 11 1 1 7
8 40 10 3 3 16 8
9 38 9 6 15 9
10 5 1 1 10
11 18 1 1 2 11
12 10 1 1 12
13 5 1 1 2 13
14 11 5 1 6 14
15 8 2 2 15
16 12 8 1 9 16
17 8 1 1 1 3 17
18 11 2 1 3 18
19 34 22 1 2 2 27 19
20 56 12 2 3 1 1 1 20 20

10 3 2 1 1 7

計 570 140 42 0 8 7 1 0 0 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 213
4 1 1

22 6 0 22
23 6 1 1 2 23
24 11 3 3 24
25 11 0 25
26 38 13 4 1 1 1 20 26
27 50 15 3 1 2 1 2 24 27
28 174 54 16 6 1 77 28
29 10 2 1 3 29
30 13 3 1 4 30
31 5 1 1 2 31
32 5 0 32
33 8 3 3 33
34 15 3 3 34
35 16 5 2 1 8 35
36 7 1 1 2 36
37 4 0 37
38 12 3 2 1 1 7 38
39 14 3 1 4 39
40 35 7 1 2 10 40
41 13 4 1 5 41
42 6 0 42
43 9 3 1 4 43
44 28 5 4 1 10 44
45 8 0 45
46 18 2 1 3 46

526 131 35 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 195
47 73 23 2 1 1 27 47
48 21 2 2 1 1 1 7 48
49 24 8 1 1 10 49
50 20 8 1 1 1 11 50
51 61 16 3 3 3 25 51
52 59 17 5 1 23 52
53 81 26 13 1 5 45 53
54 97 21 5 1 1 28 54
55 21 2 1 3 55
56 52 16 1 2 19 56
57 36 5 1 2 1 1 10 57

85 26 7 2 1 2 38

計 630 170 40 1 8 16 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 246
126 43 5 7 2 2 1 60

59 45 11 2 1 1 1 1 1 18 59
60 54 11 2 2 1 1 1 1 19 60
61 42 14 1 1 1 1 18 61
62 73 21 2 1 3 1 1 5 34 62
63 28 6 1 7 1 1 16 63
64 85 23 9 1 3 4 1 5 1 2 1 50 64
65 146 47 18 3 3 4 8 1 1 85 65
66 35 7 4 1 1 1 3 1 1 1 1 21 66
67 74 40 8 2 1 2 1 54 67
68 35 12 2 2 1 2 2 1 22 68
69 40 11 3 2 1 1 18 69
70 104 24 11 1 1 2 1 40 70

887 270 67 6 26 17 3 0 0 3 0 1 8 27 6 13 1 0 0 0 1 1 3 0 2 455

52

116

『古本説話集』話別の符号・書き⼊れ数

④墨滅

１.⼆重線
（＝）

２.左⼀
重線

（-）・傍
書無書

写
者

話
番
号

⾏
数

895

711 184

〈繰り返し符号〉

1.⼀の字
点

（ゝ）

2.くの字
点

（く）

〈書き⼊れ〉

2.補⼊符号を付けずに補⼊

計

第
⼆
書
写
者

第
⼀
書
写
者

第
三
書
写
者

第
四
書
写
者

58

計

21

58

21

②⾒せ消ち

77 14

92

214

話
番
号

計

4

③反転
（いい

✔）

264

３.斜線
（＼）

①補⼊

1.補⼊符号を付け
て右傍書



﹃
総
索
引
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
女
院
識

は
じ
め
て
う✔

ち
へ
﹂
と
し
︑﹁﹃
う
ち
へ
は
じ
め
て
﹄

と
な
る
︒
尤
も
今
昔
は
轉
置
し
な
い
形
で
あ
る
﹂
と
注
す
る
︒

﹃
全
註
解
﹄﹃
全
訳
注
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
女
院
う
ち
へ
は
じ
め
て
﹂
と
し
︑﹁
原
本
は
﹃
は

じ
め
て
う
ち
へ
﹄
と
し
て
︑﹃
う
﹄
の
右
側
に
レ
印
を
付
し
︑﹃
う
ち
へ
は
じ
め
て
﹄
と
読
む

こ
と
を
注
す
﹂
と
す
る
︒

﹃
新
大
系
﹄
は
︑
特
に
注
し
て
は
い
な
い
が
︑
本
文
を
﹁
女
院
う
ち
へ
は
じ
め
て
﹂
と
す

る
︒用

例
②
は
︑
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
︑﹁
う
ち
へ
﹂
と
い
う
文
節
を
︑﹁
識

﹂
部
分
に
移
動

す
る
と
解
釈
し
て
い
た
︒

＊
用
例
③
︵
第
二
三
話
・
三
四
オ
5
・
第
二
書
写
者
︶

﹁
よ
﹂
と
﹁
へ
﹂
の
間
の
﹁
識

﹂︑﹁
う
﹂
の
傍
書
﹁
✔

﹂︑
と
も
に
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ

る
︒
該
当
部
分
の
︑
参
照
テ
キ
ス
ト
の
言
及
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
岩
波
文
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
よ
識

べ
う✔

﹂
と
し
︑﹁﹃
よ
う
へ
﹄
と
顚
倒
す
べ
き
を
注
す
﹂

と
す
る
︒

﹃
全
書
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
よ
う
べ
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も
に
言
及
が
な
い
︒

﹃
総
索
引
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
よ
う
べ
﹂
と
し
︑﹁
記
号
に
よ
り
﹃
よ
う
べ
﹄
と
よ
む
﹂
と
注

す
る
︒

﹃
全
註
解
﹄﹃
全
訳
注
﹄﹃
新
大
系
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
よ
う
べ
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も

に
︑
言
及
が
な
い
︒

用
例
③
は
︑
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
︑﹁
う
﹂
字
を
﹁
識

﹂
部
分
に
移
動
す
る
と
解
釈
し
て

い
た
︒

＊
用
例
④
︵
第
四
一
話
・
五
六
オ
6
・
第
二
書
写
者
︶

﹁
あ
﹂
と
﹁
は
﹂
の
間
に
は
︑
用
例
③
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
︑﹁
識

﹂
が
認
め
ら
れ

る
︒﹁
れ
﹂
の
傍
書
も
用
例
③
ほ
ど
力
強
く
な
い
が
︑﹁
✔

﹂
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
︒

該
当
部
分
の
︑
参
照
テ
キ
ス
ト
の
言
及
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
岩
波
文
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
あ
識

は
れ✔

﹂
と
し
︑﹁﹃
は
﹄
と
﹃
れ
﹄
と
顚
倒
す
べ
き
を
注

す
﹂
と
す
る
︒

﹃
全
書
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
あ
れ
ば
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も
に
言
及
が
な
い
︒

﹃
総
索
引
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
あ
識

は
れ✔

﹂
と
し
︑﹁
符
号
に
よ
り
﹃
あ
れ
ば
﹄
と
た
だ
し
く

よ
む
﹂
と
す
る
︒

﹃
全
註
解
﹄﹃
全
訳
注
﹄﹃
新
大
系
﹄
は
︑
本
文
を
﹁
あ
れ
ば
﹂
と
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
と
も

に
︑
言
及
が
な
い
︒

用
例
④
は
︑す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
｢れ
｣字
を
｢
識

｣部
分
に
移
動
す
る
と
解
釈
し
て
い
た
︒

以
上
︑
用
例
②
③
④
と
も
に
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
が
対
の
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
用
例
②
︵
第

一
書
写
者
︶
は
文
節
を
︑
用
例
③
④
︵
第
二
書
写
者
︶
は
一
文
字
を
︑﹁
識

﹂
に
移
動
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
た
︒
よ
っ
て
︑
五
丁
オ
2
︵
第
一
書
写
者
︶
も
﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
を
認
め
︑
両
者
併
せ
て

反
転
符
号
と
し
︑﹁
み
か
ど
の
た
び
〳
〵
あ
ま
た
﹂
と
訓
む
︒

よ
っ
て
︑﹁
其
の
一
﹂
用
例
①
︵
五
オ
2
︶
で
の
記
述
を
修
正
し
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
を
対
応
す
る

一
組
の
符
号
と
認
定
す
る
︒﹁
其
の
一
﹂
発
表
当
時
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
高
田
信
敏
氏
・
川
上

徳
明
氏
を
は
じ
め
︑
先
学
諸
氏
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
︒

︻
注
①
︼
山
内
洋
一
郎
氏
と
高
橋
貢
氏
は
﹁
✔

﹂
を
反
転
記
号
と
す
る
︒
高
田
信
敏
氏
は
︑﹁
✔

﹂
を
移
動

記
号
︑﹁
識

﹂
を
移
動
先
を
示
す
記
号
と
す
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
識

﹂﹁
✔

﹂
を
対
応
す
る
一
組
と
し

て
﹁
反
転
符
号
﹂
と
す
る
︒

︵
一
八
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補
遺
二

注
釈
に
お
け
る
訓
み
の
問
題
︱
︱
字
音
語
の
訓
み
を
中
心
に
︱
︱

編
者
未
詳
の
本
集
は
︑
漢
字
交
り
の
平
仮
名
文
を
主
体
と
し
た
﹁
説
話
本
文
﹂︵
前
半
46
話
・

後
半
24
話
︶
と
﹁
目
録
﹂︵﹁
説
話
本
文
﹂
の
前
半
の
冒
頭
と
︑
同
後
半
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
︶
か
ら

成
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
本
集
に
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
等
に
み
ら
れ
る
﹁
説
話
表
題
﹂
は
な
い
︒

一

｢目
録
﹂
の
訓
み
に
つ
い
て

本
集
の
﹁
目
録
表
題
﹂
は
︑
前
半
の
表
題
・
後
半
の
表
題
と
も
に
︑
す
べ
て
漢
字
表
記

で
変
体
漢
文
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
︒

一
般
に
﹁
目
録
﹂
は
﹁
説
話
本
文
﹂
の
付
録
と
し
て
み
な
さ
れ
︑
便
宜
的
に
取
り
扱
う

態
度
が
あ
っ
た
が
︑﹁
説
話
本
文
﹂
の
内
容
を
知
る
上
で
の
﹁
指
標
﹂
と
し
て
の
機
能
が
あ

る
と
考
え
︑
研
究
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
は
︑
本
稿
の
﹁
其
の
一
﹂
で
既
述
の
と
お
り
で

あ
る
︒
よ
っ
て
︑
漢
字
表
記
の
﹁
目
録
表
題
﹂
は
訓
み
の
対
象
と
し
て
逐
一
考
察
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
︒﹁
説
話
表
題
﹂
を
欠
く
本
集
で
は
︑﹁
目
録
表
題
﹂
と
の
比
較
対
照
は
で

き
な
い
が
︑
対
応
す
る
﹁
説
話
本
文
﹂
の
表
現
を
通
じ
て
そ
の
訓
み
を
考
え
る
こ
と
に
な

る
︒
た
だ
︑
内
部
徴
証
よ
り
み
て
﹁
目
録
﹂
作
成
者
は
︑﹁
説
話
本
文
﹂
の
編
著
者
と
は
別

人
︑
そ
れ
も
後
代
の
人
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
訓
み
に
つ
い
て
は
慎
重
さ
が
求
め
ら

れ
る
︒

第
一
話
の
目
録
表
題
﹁
大
齋
院
事
﹂
に
つ
い
て
は
︑
既
述
︵
本
稿
﹁
其
の
一
﹂︶
し
た
よ
う

に
︑
そ
の
語
構
成
が
比
較
的
単
純
︵
人
名
︵
和
歌
作
者
︶
＋
事
︶
で
︑
訓
読
に
あ
た
り
留

意
す
べ
き
点
は
次
の
二
点
︒

①
人
名
︵
大
齋
院
︶
と
﹁
事
﹂
を
結
ぶ
助
詞
の
問
題

②
人
名
﹁
大
齋
院
﹂
の
訓
み
の
問
題

で
あ
る
︒

①
は
連
体
格
助
詞
﹁
の
﹂・﹁
が
﹂
に
よ
る
尊
卑
表
現
︻
注
①
︼
の
使
い
分
け
で
︑
そ
れ
を

決
め
る
基
準
の
第
一
と
し
て
︑﹁
説
話
本
文
﹂
の
内
部
徴
証
︑
次
に
類
話
の
表
現
を
検
討
し

て
︑﹁
の
﹂
助
詞
に
よ
る
べ
き
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
大
齋
院
の
事
﹂
と
訓
む
べ
き
だ
と
結
論

づ
け
た
︒

②
は
︑﹁
大
﹂
字
の
下
接
語
︵
和
語
・
字
音
語
︶
に
着
目
し
︑
他
文
献
に
見
え
る
同
じ
語
連

結
の
事
例
と
比
較
︑
ま
た
﹁
大
齋
院
﹂
の
仮
名
書
き
資
料
等
と
も
参
考
に
し
て
︑﹁
お
ほ
さ

い
ゐ
ん
﹂
と
訓
む
べ
き
だ
と
し
た
︻
注
②
】︒

以
下
の
﹁
目
録
表
題
﹂
に
つ
い
て
も
︑
説
話
本
文
の
内
部
徴
証
を
第
一
に
し
て
︑
更
に

類
話
等
の
尊
卑
表
現
や
︑
表
題
の
語
構
成
︵
前
半
と
後
半
と
で
は
︑
語
構
成
が
異
な
る
︶︑
他
文

献
の
仮
名
書
き
事
例
を
も
視
野
に
入
れ
て
︑
訓
み
を
考
え
て
い
く
︒

︻
注
①
︼
古
本
説
話
集
﹁
目
録
﹂
訓
読
に
つ
い
て
の
一
視
点

︱
︱
人
物
を
う
け
る
﹁
の
﹂﹁
が
﹂
︱
︱

︵
山
口
康
子
︑
福
田
益
和
﹃
季
刊

文
学
・
語
学
﹄
第
66
号
・
一
九
七
三
年
三
月
号
︶

︻
注
②
︼
接
頭
語
﹃
大
﹄
の
訓
み
と
語
構
成
に
関
す
る
一
考
察

︱
︱
鎌
倉
時
代
以
前
を
中
心
に
︱
︱

︵
椎
葉
富
美
︑
川
浪
玲
子
﹁
人
間
文
化
研
究

第
十
五
号
﹂

長
崎
純
心
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
編
・
二
〇
一
七
年
三
月
︶

二

｢説
話
本
文
﹂
の
訓
み
に
つ
い
て

各
説
話
の
内
容
理
解
の
一
助
と
し
て
︑
説
話
ご
と
に
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
﹁
説
話
表

題
﹂
は
有
効
で
あ
る
が
︑
本
集
は
そ
れ
を
欠
く
の
で
︑﹁
目
録
表
題
﹂
を
視
野
に
入
れ
な
が

ら
読
み
す
す
め
る
こ
と
に
な
る
︒

﹁
説
話
本
文
﹂
は
平
仮
名
主
体
の
文
章
で
︑
和
語
・
字
音
語
と
り
交
ぜ
な
が
ら
︑
全
体

と
し
て
は
和
文
体
の
本
文
と
認
め
ら
れ
る
︒
平
仮
名
主
体
と
は
言
っ
て
も
︑
無
論
︑
漢
字

表
記
の
語
も
あ
り
︑
そ
れ
は
和
語
・
字
音
語
に
及
ん
で
い
る
︒

︵
一
九
︶
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(1)

第
一
話
の
訓
み
に
つ
い
て

第
一
話
で
例
示
す
る
と
︑

①
神
︑
光
︑
思
︵
ふ
︶︑
御
有
︵
さ
ま
︶︑
三
井
寺
⁝
⁝

②
齋
院
︑
佛
経
︑
本
院
︑
雲
林
院
︑
極
楽
⁝
⁝

①
は
︑
和
語
の
漢
字
表
記
で
︑
文
脈
に
従
い
︑
本
文
に
あ
ら
わ
れ
る
仮
名
表
記
の
事
例

と
比
較
し
︑
古
辞
書
︵
倭
名
抄
・
色
葉
字
類
抄
・
類
聚
名
義
抄
・
節
用
集
等
︶
に
見
え
る
﹁
和
訓
﹂

等
を
参
考
に
し
て
訓
み
を
決
め
る
︒

②
は
︑
字
音
語
の
漢
字
表
記
事
例
︒
そ
の
訓
み
に
つ
い
て
は
︑
中
国
出
自
の
漢
語
な
の

か
︑
受
容
の
時
の
変
異
を
受
け
た
い
わ
ゆ
る
和
製
の
漢
語
な
の
か
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
れ
は
各
字
音
語
に
つ
い
て
︑
中
国
原
音
︵
音
韻
組
織
︶
の
変
容
︑
つ
ま
り
﹁
日
本
漢
字
音
﹂

を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
︒

(2)

仮
名
書
き
の
字
音
語
に
つ
い
て

本
集
第
一
話
︵﹁
大
齋
院
事
﹂︶
で
問
題
と
な
る
仮
名
書
き
の
字
音
語
に
つ
い
て
は
︑
い
く

つ
か
検
討
を
試
み
た
︵
本
稿
﹁
其
の
一
﹂
～
﹁
其
の
三
﹂︶︒
そ
の
字
音
語
を
︑
本
文
の
表
記
ど

お
り
に
示
す
︒

さ
い
宮
・
ゑ
い
く
わ
・
い
ふ
に
・
ら
う
〳
〵
し
く
・
御
せ
む
・
御
た
い
め
む
・

ひ
む
︹
な
く
︺・
か
む
し
・
む
け
に
・
せ
む
さ
い
・
御
き
ち
や
う
・
御
ら
む
す
・

さ
う
︹
の
こ
と
︺・
ひ
や
う
て
う
・
れ
う
・
し
む
殿
・
さ
う
し

中
で
も
︑
韻
尾
﹁
︱
ｍ
﹂﹁
︱
ｎ
﹂
に
か
か
る
字
音
語
︵
御
せ
む
︑
御
た
い
め
む
︑
御
ら
む
す
︑

し
む
殿
︶
に
つ
い
て
は
︑
本
集
の
他
の
仮
名
書
き
事
例
や
︑
古
辞
書
の
和
訓
を
も
と
に
宛
て

る
べ
き
漢
字
を
考
え
︑
そ
の
漢
字
音
に
つ
い
て
︑
中
国
原
音
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
た
︒

そ
の
中
国
原
音
を
知
る
上
で
用
い
た
の
は
︑﹃
韻
鏡
﹄
で
あ
る
︒
わ
が
国
で
は
長
い
研
究
史

を
有
す
る
﹃
韻
鏡
﹄
は
︑
わ
が
国
で
の
字
音
語
の
受
容
と
変
容
を
考
察
す
る
の
に
有
効
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒

(3)

『韻
鏡
﹄
の
利
用
に
つ
い
て

①
漢
字
音
の
音
節
構
造

と
こ
ろ
で
︑
漢
字
は
表
語
文
字
で
あ
り
︑
呉
音
で
あ
れ
漢
音
で
あ
れ
︑
そ
の
字
音
の

音
節
構
造
は
︑
一
字
＝
一
語
＝
一
音
節
で
︑
声
母
︵
頭
子
音
︶︑
韻
母
︵
介
音
・
核
母
音
・
韻

尾
︶︑
声
調
の
三
類
五
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
中
古
音
﹂
の
場
合
︑
発
音

の
し
か
た
︵
調
音
法
︶
に
よ
っ
て
︑

全
清
︵
無
声
無
気
音
︶

次
清
︵
無
声
有
気
音
︶

全
濁
︵
有
声
音
︶

次
濁
︵
鼻
音
等
︶

の
区
別
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
音
節
構
造
や
調
音
法
に
慣
れ
て
い
な
い
日
本
人

に
と
っ
て
︑
そ
の
習
得
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
例
え
ば
︑

・
全
清
・
次
清
の
対
立
が
な
く
な
り
︑
清
音
に
統
一
︒

・
三
内
韻
尾
の
う
ち
︑
/-m/
/-n/
は
区
別
が
な
く
な
る
︒

・
入
声
音
も
閉
鎖
性
を
な
く
し
て
︑
開
音
節
化
す
る
︒

等
の
変
容
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
習
得
上
の
変
容
を
も
と
に
︑
日
本
漢
字
音
を
眺
め

る
時
︑
中
国
原
音
と
の
比
較
対
照
が
必
要
と
な
る
︒
中
国
原
音
︵
中
古
音
︶
の
体
系
を
わ

か
り
や
す
く
知
る
も
の
と
し
て
有
効
な
も
の
の
一
つ
が
︑﹃
韻
鏡
﹄
で
あ
る
︒

②
中
国
に
お
け
る
﹃
韻
鏡
﹄
の
利
用
に
つ
い
て

﹃
韻
鏡
﹄
は
原
作
者
未
詳
︑
成
立
年
代
も
不
明
︵
十
世
紀
ご
ろ
︑
唐
末
～
五
代
？
︶︒
南
宋

の
紹
興
三
一
︵
一
一
六
一
︶
年
︑
張
麟
之
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
︒
以
後
︑
続
刊
さ
れ
た

が
︑
中
国
で
は
佚
書
と
な
り
︑
そ
れ
が
わ
が
国
に
伝
わ
っ
て
い
る
︒﹃
韻
鏡
﹄
は
四
十
三

枚
の
図
表
︵
転
図
︶
の
体
裁
を
成
し
︑
縦
の
行
に
同
声
母
︑
横
の
段
に
同
韻
母
の
も
の
を

配
す
︒
そ
の
声
母
︵
36
字
母
︶
を
唇
音
・
舌
音
・
牙
音
・
歯
音
・
喉
音
・
半
舌
音
・
半
歯

音
に
分
け
︵
調
音
点
の
違
い
︶︑
そ
れ
を
更
に
調
音
法
の
違
い
に
よ
り
︑
清
︵
全
清
︶・
次

清
・
濁
︵
全
濁
︶・
清
濁
︵
次
濁
︶
と
小
分
類
す
る
︒
韻
︵
206
韻
︶
は
声
調
︵
平
・
上
・
去
・

入
︶
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
一
等
・
二
等
・
三
等
・
四
等
と
細
分
類
さ
れ
る
︒
各

漢
字
は
そ
の
字
音
の
性
質
に
よ
っ
て
︑
縦
・
横
の
交
叉
点
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
仕
組
み
で
あ
る
︒

︵
二
〇
︶
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③
日
本
に
お
け
る
﹃
韻
鏡
﹄
の
利
用
に
つ
い
て

﹃
韻
鏡
﹄
は
︑
切
韻
系
韻
書
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
﹃
切
韻
﹄﹃
広
韻
﹄

等
は
︑
声
母
別
の
分
類
が
成
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
反
切
法
等
を
用
い
て
の
面

倒
な
操
作
が
必
要
と
な
る
︒
一
方
︑﹃
韻
鏡
﹄
は
そ
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
は
な
く
︑
中
古
漢

語
の
音
韻
体
系
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
画
期
的
と
い
え
る
︒
わ
が
国
で
﹃
韻

鏡
﹄
が
字
音
研
究
の
上
で
︑
中
世
・
近
世
・
近
代
を
通
じ
て
︑
中
心
的
役
割
を
担
っ
た

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

馬
淵
和
夫
氏
が
︑
そ
の
著
﹃
韻
鏡
校
本
と
広
韻
索
引

新
訂
版
﹄︵
巌
南
堂
書
店
・
一
九

七
三
年
︶
の
﹁
序
﹂
で
︑

一

韻
の
分
類
に
お
い
て
︑
韻
書
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
で
あ
る
こ
と
︒

二

頭
韻
の
分
類
を
な
し
た
も
の
と
し
て
は
最
古
の
も
の
に
属
し
︑
そ
の
分
類
が

も
っ
と
も
詳
密
で
あ
る
こ
と
︒

三

諸
音
間
の
関
係
が
図
示
さ
れ
て
い
て
一
目
瞭
然
で
あ
る
こ
と
︒︵
四
︑
五
略
す
︶

と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
︒
た
だ
氏
は
︑
次
の
こ
と
を
も
付
言
す
る
︵
筆
者
要

約
︶︒中

国
で
は
︑
現
代
中
国
音
韻
学
の
始
祖
で
あ
る
高
本
漢
︵
筆
者
注
：
カ
ー
ル
グ
レ
ン
氏
︶

が
︑
あ
ま
り
価
値
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
︑
そ
の
評
価
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
た
よ

う
で
あ
り
︑
日
本
ほ
ど
親
し
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
一
方
日
本
で
は
︑﹃
韻
鏡
﹄
を
﹁
韻

の
か
が
み
﹂
と
し
て
尊
重
す
る
あ
ま
り
︑
万
代
に
通
行
す
る
万
能
な
も
の
と
す
る
錯
覚

に
陥
っ
て
い
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑﹃
韻
鏡
﹄
を
中
国
音
韻
史
の
中
に
︑
正
し
く
位
置
づ
け

る
こ
と
に
欠
け
て
い
た
︒

﹃
古
本
説
話
集
﹄
の
字
音
研
究
・
訓
み
の
問
題
を
考
え
る
時
︑
同
氏
の
こ
と
ば
を
念

頭
に
お
き
な
が
ら
︑
中
国
漢
字
音
︵
中
古
音
︶
の
受
容
の
過
程
が
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
知
る
有
効
な
資
料
の
一
つ
と
し
て
︑﹃
韻
鏡
﹄
は
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

補
遺
三

冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
の
本
集
全
体
に
お
け
る
象
徴
的
意
義

一

第
一
話
の
構
成

冒
頭
に
置
か
れ
た
﹁
大
齋
院
事
﹂
は
︑﹁
大
斎
院
﹂
と
呼
ば
れ
た
選
子
内
親
王
の
出
生
か
ら

薨
去
ま
で
の
一
生
を
語
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
以
後
に
続
く
説
話
に
は
見
ら
れ
な
い
形

で
あ
る
︒
第
二
話
以
降
は
ほ
と
ん
ど
が
︑
あ
る
人
物
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
断
片
的
な
逸
話

で
あ
る
か
︑
あ
る
い
は
仏
教
的
な
奇
跡
・
霊
験
を
語
る
逸
話
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑

第
一
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
は
別
格
で
あ
る
︒

第
一
話
の
前
半
は
︑
選
子
の
出
生
か
ら
斎
院
と
し
て
﹁
め
で
た
く
︑
心
に
く
ゝ
︑
を
か
し

く
︵
七
オ
4
︶﹂
過
ご
し
た
時
期
を
語
る
︒
斎
院
御
所
は
﹁
斎
院
ば
か
り
の
所
は
な
し
︵
七
オ
6
︶﹂

と
言
わ
れ
た
ほ
ど
の
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て
﹁
上
達
部
・
殿
上
人
︑
絶
え
ず
︵
七
オ
4
︶﹂
訪
れ
︑

そ
の
中
で
﹃
大
斎
院
前
御
集
︵
394
首
︶﹄
や
﹃
大
斎
院
御
集
︵
135
首
︶﹄
が
編
ま
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
斎
院
で
あ
り
な
が
ら
︑
仏
へ
の
信
仰
厚
く
︑﹁
釈
教
関
係
歌
﹂
が
詠
ま
れ
て
お
り
︑﹃
発

心
和
歌
集
︵
55
首
︶﹄
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒

後
半
は
老
齢
の
選
子
を
中
心
に
御
所
の
品
位
を
保
と
う
と
努
力
し
て
い
る
様
子
が
語
ら
れ

る
︒
雲
林
院
帰
り
の
殿
上
人
が
訪
れ
た
斎
院
御
所
の
描
写
は
選
子
斎
院
の
最
後
の
輝
き
を

語
っ
て
い
る
︒
そ
の
年
退
下
し
た
選
子
は
出
家
し
︑
数
年
後
に
薨
去
︑
三
井
寺
に
葬
ら
れ
る
︒

前
半
は
﹃
大
鏡
﹄﹁
師
輔
﹂
に
極
め
て
近
く
︑
ま
た
︑﹃
大
鏡
﹄
は
雲
林
院
と
関
係
が
深
い
︒

後
半
は
雲
林
院
帰
り
の
殿
上
人
の
話
の
後
︑
後
日
譚
の
形
で
葬
送
ま
で
が
語
ら
れ
る
が
︑
こ

れ
は
﹃
今
昔
﹄
と
酷
似
し
て
い
る
︒
第
一
話
が
﹃
大
鏡
﹄﹁
師
輔
﹂
の
一
部
と
﹃
今
昔
﹄﹁
巻

第
十
九
本
朝
付
仏
法
村
上
天
皇
御
子
大
斉
院
出
家
︻
注
①
︼
語
第
十
七
﹂
と
に
構
文
に
到
る

ま
で
似
通
っ
て
い
る
こ
と
は
定
説
で
あ
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
本
文
に
即
し
て
︑
具
体

的
に
見
て
い
き
た
い
︒

そ
こ
で
次
頁
に
︑﹃
大
鏡
﹄﹃
古
本
﹄﹃
今
昔
﹄
の
問
題
と
す
る
本
文
の
一
部
を
示
す
︒
便
宜

上
︑
上
段
に
﹃
大
鏡
﹄︑
中
段
に
﹃
古
本
﹄︑
下
段
に
﹃
今
昔
﹄
を
配
し
た
︒
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﹃
大
鏡
﹄
師
輔
︵
大
系
︶・︹

︺
内
︑﹃
古
本
﹄
本
文
に
な
し

う
み
を
き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
し
た
び
の
み
や
こ
そ
は
︑

い
ま
の
齋
院
に
お
は
し
ま
せ
︒
い
つ
き
の
宮
よ
に
お
ほ

く
お
は
し
ま
せ
ど
︑
こ
れ
は
こ
と
に
う
ご
き
な
く
︑
よ

に
ひ
さ
し
く
た
も
ち
お
は
し
ま
す
︒〔た
ゞ
こ
の
御
一
す

ぢ
の
か
く
さ
か
へ
た
ま
ふ
べ
き
と
ぞ
み
申
︒〕む
か
し
の

齋
宮
・
齋
院
は
佛
經
な
ど
の
こ
と
は
い
ま
せ
給
け
れ
ど
︑

こ
の
宮
に
は
佛
法
を
さ
へ
あ
が
め
給
て
︑
あ
さ
ご
と
の

御
念
誦
か
ゝ
せ
た
ま
は
ず
︒〔ち
か
く
は
︑
こ
の
御
寺
の

け
ふ
の
講
に
は
︑
さ
だ
ま
り
て
布
勢
を
こ
そ
は
を
く
ら

せ
た
ま
ふ
め
れ
︒
い
と
ゝ
う
よ
り
神
人
に
な
ら
せ
た
ま

ひ
て
︑
い
か
で
か
ゝ
る
事
を
お
ぼ
し
め
し
よ
り
け
ん
と

お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
ふ
は
︑〕賀
茂
の
ま
つ
り
の
日
︑
一
絛
の

大
路
に
そ
こ
ら
あ
つ
ま
り
た
る
人
さ
な
が
ら
と
も
に
ほ

と
け
と
な
ら
む
と
︑
ち
か
は
せ
た
ま
ひ
け
ん
こ
そ
︑
な

を
あ
さ
ま
し
く
侍
れ
︒

︱
︱
︵
中
略
︶﹃
古
本
﹄
と
同
話
有
り
︱
︱

院
よ
り
太
宮
に
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る
︑

﹃
古
本
説
話
集
﹄
第
一
話
︵﹁
全
注
釈
﹂
本
文
︶

今
は
昔
︑
大
齋
院
と
申
は
︑
村
上
の
十
の
宮
に
お
は
し
ま
す
︒
御

門
の
識

あ
ま
た
た✔

び
〳
〵
︑
替
は
ら
せ
給
へ
ど
︑
こ
の
齋
院
は
︑

動
き
な
く
て
お
は
し
ま
し
け
り
︒

斎
宮
・
斎
院
は
︑
佛
・
經
忌
ま
せ
た
ま
ふ
に
︑
こ
の
斎
院
は
︑
佛

・
經
を
さ
へ
崇
め
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
朝
ご
と
の
御
念
誦
︑
欠
ゝ

せ
た
ま
は
ず
︑
三
尺
の
阿
弥
陀
仏
に
向
か
ひ
ま
い
ら
せ
さ
せ
た
ま

ひ
て
︑
法
華
經
を
明
け
暮
れ
誦
ま
せ
給
け
り
と
︑
人
申
伝
へ
た
り
︒

賀
茂
祭
の
日
︑﹁
一
条
の
大
路
に
︑
そ
こ
ら
集
ま
り
た
る
人
︑
さ
な

が
ら
と
も
に
仏
に
成
ら
ん
﹂
と
誓
は
せ
給
け
る
こ
そ
︑
な
を
あ
さ

ま
し
く
︒

︱
︱
︵
中
略
︶﹃
大
鏡
﹄
と
同
話
有
り
︱
︱

院
よ
り
大
殿
に
聞
こ
ゑ
さ
せ
給
け
る
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
十
九
第
十
七
︵
新
大
系
︶

今
昔
︑
大
斉
院
卜
申
ス
ハ
︑
村
上
ノ
天
皇
ノ
御
子
ニ
御

マ
ス
︒
円
融
院
天
皇
ハ
御
兄
ニ
御
セ
バ
︑
其
ノ
御
時
ニ

斉
院
ニ
ハ
立
セ
給
ヘ
ル
也
︒

︱
︱
﹃
大
鏡
﹄﹃
古
本
﹄
と
の
同
話
無
し
︑他

の
記
事
も
無
し
︱
︱

・
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑︵
中
略
︶
と
示
し
た
箇
所
以
外
は
︑
本
文
ど
お
り
に
示
し
て
い
る
︒
表
中
の
空
白
部
分
は
︑
対
照
の
便
の
た
め
で
あ
る
︒
傍
線
筆
者
︒
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ひ
か
り
い
づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
み
て
し
よ
り
︑

と
し
つ
み
け
る
も
う
れ
し
か
り
け
り

御
か
へ
し
︑

も
ろ
か
づ
ら
ふ
た
ば
な
が
ら
も
︑
き
み
に
か
く

あ
ふ
ひ
や
か
み
の
ゆ
る
し
な
る
ら
ん

〔げ
に
︑
賀
茂
明
神
な
ど
の
う
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ

ば
こ
そ
二
代
ま
で
︑
う
ち
つ
ゞ
き
さ
か
へ
さ
せ
た
ま
ふ

ら
め
な
︒
こ
の
事﹁
い
と
お
か
し
う
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
﹂

と
︑
よ
の
人
申
し
に
︑
前
の
帥
の
み
ぞ
︑﹁
追
従
ぶ
か
き

お
い
ぎ
つ
ね
か
な
︒
あ
な
愛
敬
な
﹂
と
申
給
け
る
︒〕

ひ
か
り
出
づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
見
て
し
か
ば

年
経
に
け
る
も
う
れ
し
か
り
け
り

御
返
︑も

ろ
か
づ
ら
二
葉
な
が
ら
も
君
に
か
く

あ
ふ
ひ
や
神
の
し
る
し
な
る
ら
ん

め
で
た
く
︑
心
に
く
ゝ
︑
を
か
し
く
お
は
し
ま
せ
ば
︑
上
達
部
・

殿
上
人
︑
絶
え
ず
ま
い
り
た
ま
へ
ば
︑
た
ゆ
み
な
く
︑
う
ち
解
け

ず
の
み
あ
り
け
れ
ば
︑﹁
斎
院
ば
か
り
の
と
こ
ろ
は
な
し
﹂
と
︑

世
に
は
づ
か
し
く
心
に
く
き
事
に
申
つ
ゝ
︑

︱
︱
︵
中
略
︶﹃
今
昔
﹄
と
同
話
有
り
︱
︱

｢『こ
の
世
は
︑
め
で
た
く
心
に
く
ゝ
︑
優
に
て
過
ぎ
さ
せ
給
へ
る

に
︑
後
の
世
い
か
ゝ
﹄
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
し
に
︑
ひ
た
ぶ
る
に
御

行
ひ
た
ゆ
み
な
く
せ
さ
せ
給
ひ
て
︑
御
有
様
︑
あ
ら
は
に
極
楽
疑

ひ
な
く
︑
め
で
た
く
て
失
せ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
︑﹃
一
定
極
楽
へ
参

ら
せ
給
ぬ
ら
ん
﹄
と
な
む
︑
入
道
の
中
将
よ
ろ
こ
び
給
し
﹂
と
︑

語
り
給
し
︒

其
ノ
後
︑
斉
院
ニ
テ
御
マ
ス
間
︑
世
ニ
微
妙
ク
可
咲
ク

テ
ノ
ミ
御
マ
セ
バ
︑
上
達
部
・
殿
上
人
不
絶
ズ
参
レ
バ
︑

院
ノ
人
共
モ
緩
ム
事
無
ク
︑
打
チ
不
解
ズ
シ
テ
ノ
ミ
有

レ
バ
︑｢斉
院
許
ノ
所
無
シ
﹂
ト
ナ
ム
世
ノ
人
皆
云
ヒ
ケ

ル
︒

︱
︱
︵
中
略
︶﹃
古
本
﹄
と
同
話
有
り
︱
︱

｢現
世
ニ
微
妙
ク
可
咲
シ
ク
シ
テ
過
サ
セ
給
ヒ
ニ
カ
バ
︑

後
生
ハ
罪
深
ク
ヤ
御
シ
マ
サ
ム
ズ
ラ
ム
﹂
ト
人
皆
思
ヒ

ケ
ル
ニ
︑
御
行
ヒ
緩
ム
事
無
ク
貴
ク
シ
テ
︑｢現
ニ
極
楽

ニ
往
生
シ
給
ヒ
ヌ
ラ
ム
﹂
ト
テ
︑
入
道
ノ
中
将
モ
最
後

ニ
参
リ
会
テ
︑
見
テ
喜
ビ
被
貴
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ

タ
ル
ト
ヤ



こ
の
三
書
を
比
較
す
る
と
︑
次
の
こ
と
が
わ
か
る
︒
冒
頭
は
︑﹃
大
鏡
﹄﹁
う
み
を
き
た
て

ま
つ
ら
せ
給
し
た
び
の
み
や
こ
そ
は
︑
い
ま
の
齋
院
に
お
は
し
ま
せ
﹂︑﹃
古
本
﹄﹁
今
は
昔
︑

大
齋
院
と
申
は
︑
村
上
の
十
の
宮
に
お
は
し
ま
す
﹂︑﹃
今
昔
﹄﹁
今
昔
︑
大
斉
院
卜
申
ス
ハ
︑

村
上
ノ
天
皇
ノ
御
子
ニ
御
マ
ス
﹂
で
︑﹃
古
本
﹄
と
﹃
今
昔
﹄
は
︑﹃
大
鏡
﹄
に
く
ら
べ
て
︑

ほ
ぼ
同
文
と
い
え
る
︒

そ
の
後
に
続
く
﹃
古
本
﹄
前
半
部
は
︑﹁
も
ろ
か
づ
ら
﹂
の
歌
で
終
わ
る
が
︑
こ
こ
ま
で
︑

﹃
大
鏡
﹄
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
今
昔
﹄
に
は
こ
の
話
は
皆
無
で
あ
る
︒

﹃
古
本
﹄
後
半
部
は
﹁
め
で
た
く
︑
心
に
く
ゝ
︑
を
か
し
く
お
は
し
ま
せ
ば
︑
上
達
部
・

殿
上
人
︑
絶
え
ず
ま
い
り
た
ま
へ
ば
﹂
で
始
ま
る
が
︑
こ
れ
は
︑﹃
今
昔
﹄
の
﹁
微
妙
ク
可
咲

ク
テ
ノ
ミ
御
マ
セ
バ
︑
上
達
部
・
殿
上
人
不
絶
ズ
参
レ
バ
﹂
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑

後
半
部
の
話
は
最
後
ま
で
﹃
今
昔
﹄
と
同
じ
内
容
で
あ
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
大
齋
院
事
﹂
は
﹃
今
昔
﹄﹁
巻
第
十
九
本
朝
付
仏
法
村
上
天
皇
御
子

大
斉
院
出
家
語
第
十
七
﹂
に
︑﹃
大
鏡
﹄﹁
師
輔
﹂
の
﹁
大
斎
院
﹂
の
話
を
は
め
込
ん
だ
構
成

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

︻
注
①
︼
東
大
本
甲
の
目
録
表
題
で
は
﹁
出
家
﹂
と
あ
る
︵
新
大
系
・
Ｐ
101
︶︒
ま
た
﹃
今
昔
﹄︵
大
系
・
一

九
六
三
年
︶
の
巻
十
九
の
校
異
535
に
よ
る
と
︑
底
本
に
は
﹁
家


と
朱
補
﹂
と
書
き
入
れ
が
あ
る

︵
Ｐ
366
︶︒
よ
っ
て
︑﹁
家
﹂
を
入
れ
た
︒
以
下
︑
同
じ
︒

二

『今
昔
物
語
集
﹄
と
の
関
係

﹃
古
本
﹄
と
﹃
今
昔
﹄
と
の
同
話
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
︒﹃
古
本
﹄︵
新

大
系
︶
の
脚
注
を
中
心
に
整
理
し
た
︒
両
書
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

対
応
す
る
説
話
の
所
在
を
﹃
古
本
﹄
は
上
段
に
︑﹃
今
昔
﹄
は
下
段
に
示
す
︒

︵
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﹃
古
本
説
話
集
﹄

﹃
今
昔
物
語
集
﹄

1
大
斎
院
事

2
公
任
大
納
言
屏
風
歌
遅
進
事

4
匡
衡
和
歌
事

5
赤
染
衛
門
事

24
蟬
丸
事

27
河
原
院
事

28
曲
殿
姫
君
事

29
伊
勢
御
息
所
事

31
公
任
大
納
言

32
道
信
中
将
遭
父

33
貧
女
盂
蘭
盆
歌
事

34
或
女
房
売
鏡
事

40
高
忠
侍
事

41
貫
之
赴
土
左
任
事

44
大
隅
守
事

45
安
倍
中
麿
事

46
小
野
宮
殿
事

巻
19
-17

巻
24
-33
・
34

巻
24
-52

巻
24
-51

巻
24
-23

巻
27
-2
・
巻
24
-46

巻
19
-5

巻
24
-47

巻
24
-34

巻
24
-38

巻
24
-48

巻
24
-48

巻
19
-13

巻
24
-43

巻
24
-55

巻
24
-44

巻
24
-42

47
興
福
寺
建
立
事

48
貧
女
蒙
観
音
加
護
事

49
依
清
水
利
生
落
人
谷
底
少
児
令
生
事

51
西
三
条
殿
若
君
遇
百
鬼
夜
行
事

52
極
楽
寺
僧
施
仁
王
経
験
事

53
丹
後
国
成
合
事

54
田
舎
人
女
子
蒙
観
音
利
生
事

56
留
志
長
者
事

57
清
水
寺
二
千
度
詣
者
打
人
双
六
事

58
長
谷
寺
参
詣
男
以
虻
替
大
柑
子
事

59
清
水
寺
御
帳
給
女
事

60
真
福
田
丸
事

巻
12
-21

巻
16
-9

巻
19
-40
・
41

巻
14
-42

巻
14
-35

巻
16
-4

巻
16
-7

巻
3
-22

巻
16
-37

巻
16
-28

巻
16
-30

巻
11
-2
・
7



以
上
を
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
巻
順
に
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
次
の
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
集
上
巻
46
話
中
に
は
︑﹃
今
昔
﹄
巻
二
十
四
に
あ

る
話
と
同
じ
話
が
14
話
あ
り
︑
巻
十
九
﹁
本
朝
付
仏
法
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
話
も
3
話
︑

計
17
話
で
﹃
今
昔
﹄
と
の
共
通
話
が
約
四
割
弱
も
存
在
す
る
︒
巻
二
十
四
は
分
類
上
﹁
本
朝

付
世
俗
﹂
で
︑
そ
の
内
容
は
﹁
医
術
・
陰
陽
・
管
弦
・
詩
歌
な
ど
の
術
道
・
芸
能
譚
﹂
で
あ

る
が
︑
本
集
上
巻
に
と
ら
れ
て
い
る
説
話
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
和
歌
が
中
心
の
逸
話
で
あ
る
︒

ま
た
︑
本
集
第
一
・
二
十
八
・
四
十
話
は
︑﹃
今
昔
﹄
巻
十
九
﹁
本
朝
付
仏
法
﹂
に
分
類
さ
れ

た
話
と
同
じ
で
あ
る
が
︑﹃
今
昔
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
巻
二

十
七
﹁
本
朝
付
霊
鬼
﹂
の
話
を
巻
二
十
四
の
話
と
組
み
合
わ
せ
て
︑
本
集
上
巻
の
一
つ
の
話

に
仕
立
て
る
な
ど
︑﹃
今
昔
﹄
と
本
集
上
巻
の
関
わ
り
は
単
純
で
は
な
い
︒
上
巻
の
和
歌
の
詠

者
は
︑
木
樵
や
童
な
ど
の
庶
民
階
級
の
も
の
も
見
ら
れ
る
が
︑
大
半
は
藤
原
道
長
を
中
心
と

す
る
王
朝
文
化
の
中
心
に
い
た
貴
族
階
級
関
係
者
で
あ
る
︒
上
巻
は
概
ね
和
歌
説
話
と
認
定

さ
れ
︑﹃
今
昔
﹄
な
ど
に
見
ら
れ
る
仏
教
説
話
と
は
異
質
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
前

掲
の
如
く
︑
上
巻
に
も
﹃
今
昔
﹄
と
の
同
話
が
︑
計
17
話
と
四
割
弱
も
存
在
し
︑
登
場
人
物

に
和
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
王
朝
文
化
を
語
る
逸
話
に
仕
立
て
て
い
る
︒

次
に
下
巻
24
話
を
み
る
と
︑﹃
今
昔
﹄
に
関
係
あ
る
話
は
19
話
で
︑
約
八
割
に
及
ぶ
︒
巻
三
・

巻
四
の
﹁
天
竺
﹂
関
係
2
話
を
除
く
17
話
は
︑
す
べ
て
﹁
本
朝
付
仏
法
﹂
に
あ
る
︒
最
も
多

い
の
が
巻
十
六
の
﹁
観
音
の
霊
験
譚
﹂
で
7
話
で
あ
る
が
︑
あ
と
は
2
︑
3
話
ず
つ
幾
つ
か

の
巻
に
わ
た
っ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
本
集
上
巻
の
内
容
は
︑
大
ま
か
に
い
え
ば
主
と
し
て
藤
原
氏
を
中
心
と
し
た
貴

族
階
級
の
逸
話
で
歌
を
中
核
に
し
て
お
り
︑﹃
今
昔
﹄
の
﹁
本
朝
付
世
俗
﹂
に
分
類
さ
れ
た
も

の
と
同
質
の
王
朝
文
化
を
語
る
も
の
と
い
え
る
︒
本
集
下
巻
の
内
容
は
﹃
今
昔
﹄
の
﹁
本
朝

付
仏
法
﹂
に
分
類
さ
れ
た
仏
教
説
話
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
︑﹁
観
音
の
霊
験
譚
﹂
が
目
立
つ
︒

す
べ
て
の
説
話
が
︑
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
を
語
る
も
の
で
あ
り
︑
人
口
に
膾
炙
し
た

奇
瑞
譚
を
集
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

三

『古
本
説
話
集
﹄
全
体
に
お
け
る
第
一
話
の
位
置
づ
け

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
︑﹃
古
本
﹄
冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
内
容
を
分

析
す
る
︒

前
半
部
は
︑﹃
大
鏡
﹄﹁
師
輔
﹂
に
近
く
︑
華
や
か
な
賀
茂
祭
を
舞
台
に
大
斎
院
と
藤
原
道

長
と
の
逸
話
を
︑
め
で
た
い
歌
の
贈
答
で
締
め
く
く
る
︒
こ
れ
は
本
集
上
巻
全
体
が
︑
主
と

し
て
藤
原
氏
中
心
の
貴
族
階
級
の
逸
話
で
占
め
ら
れ
︑
歌
を
中
核
に
し
て
い
る
こ
と
と
符
合

し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
話
前
半
部
は
︑
本
集
上
巻
全
体
と
同
じ
く
︑
王
朝
文
化
を
称

︵
二
五
︶
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其の四（類話・参考文献および補遺）

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

62
和
泉
国
〻
分
寺
住
持
艶
寄
吉
祥
天
女
事

63
竜
樹
菩
薩
先
生
以
隠
蓑
笠
犯
后
妃
事

64
観
音
経
変
化
地
身
輔
鷹
生
事

65
信
濃
国
聖
事

69
信
濃
国
沈
摩
陽
観
音
為
人
令
沐
給
事

70
関
寺
牛
間
事
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17
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巻
4
-24

巻
16
-6

巻
11
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巻
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集
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天
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︶
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︶
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仏
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︵
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仏
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︶

巻
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︵
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︵
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︵
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︵
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︶
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鬼
︶
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揚
し
た
も
の
と
い
え
る
︒

後
半
部
は
︑
大
斎
院
退
下
直
前
の
斎
院
御
所
の
描
写
か
ら
︑
退
下
し
た
選
子
の
出
家
︑
薨

去
︑
三
井
寺
埋
葬
ま
で
が
語
ら
れ
る
︒
こ
の
経
緯
は
﹃
今
昔
﹄﹁
村
上
天
皇
御
子
大
斉
院
出
家

語
第
十
七
﹂
に
あ
り
︑
仏
教
説
話
そ
の
も
の
で
︑﹁
大
齋
院
事
﹂
後
半
は
本
集
下
巻
の
内
容
と

同
じ
仏
教
説
話
に
符
合
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
︑
冒
頭
話
﹁
大
齋
院
事
﹂
は
﹃
古
本
説
話
集
﹄
そ
の
も
の
を
象

徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
︒﹁
大
齋
院
事
﹂
が
第
二
話
以
下
と
異
な
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
大
齋
院
事
﹂
は
本
集
全
体
を
象
徴
す
る
話
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
本
集

冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒

四

大
斎
院
の
人
物
像

本
集
上
巻
に
は
︑﹁
大
斎
院
﹂
は
冒
頭
話
以
外
に
第
九
・
三
十
七
・
四
十
二
・
四
十
三
話
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
短
い
逸
話
で
あ
り
︑
説
話
数
の
点
で
は
第
一
話
を
除
け

ば
他
の
人
物
と
同
じ
扱
い
で
あ
る
︒
公
任
が
4
話
︑
道
長
が
3
話
︑
そ
の
他
の
人
物
が
1
︑

2
話
に
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
︑
第
一
話
を
除
く
と
﹁
大
斎
院
﹂

の
扱
い
は
︑
公
任
な
ど
の
王
朝
の
和
歌
文
化
を
支
え
た
人
物
と
同
じ
で
あ
る
︒﹁
大
斎
院
﹂
の

い
わ
ば
生
涯
を
語
っ
て
い
る
第
一
話
が
何
故
こ
の
よ
う
な
形
で
本
集
冒
頭
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
か
︑
そ
れ
は
﹁
大
斎
院
﹂
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
に
よ
る
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
賀

茂
斎
院
と
し
て
の
選
子
に
つ
い
て
︑
他
の
斎
王
達
と
比
較
し
て
注
目
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
︒

⑴

在
任
期
間
が
五
代
五
十
七
年
間
に
わ
た
る
︒

選
子
内
親
王
︵
九
六
四
～
一
〇
三
五
︶
は
︑
天
延
三
︵
九
七
五
︶
年
十
二
歳
の
時
に
斎
院
に

立
っ
た
︒
退
下
理
由
は
本
人
の
疾
病
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
六
十
八
歳
ま
で
五
十
七

年
に
わ
た
り
︑
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
天
皇
の
斎
院
と
し
て
の
勤
め
を

果
た
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
準
じ
る
の
は
斎
院
の
婉
子
内
親
王
が
朱
雀
・
村
上
天
皇
二
代

三
十
六
年
間
︵
九
三
二
～
九
六
七
︶︑
斎
宮
の
柔
子
内
親
王
が
醍
醐
天
皇
三
十
四
年
間
︵
八

九
七
～
九
三
〇
︶
で
︑
選
子
の
在
任
期
間
は
す
ば
ぬ
け
て
長
い
︻
注
①
】︒

⑵

斎
院
御
所
で
文
化
サ
ロ
ン
が
展
開
さ
れ
︑
歌
集
が
編
ま
れ
た
︒

大
斎
院
の
斎
院
御
所
で
は
︑﹃
大
斎
院
前
御
集
︵
984
～
986
︶﹄
や
﹃
大
斎
院
御
集
︵
1014
～
1018
︶﹄

が
女
房
た
ち
を
中
心
に
編
ま
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
し
︑
大
斎
院
の
所
望
が
﹃
源
氏
物

語
﹄
成
立
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
︑
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
︻
注
②
】︒
ま
た
選
子
内
親
王
は
︑
二
十
一
代
集
の
う

ち
十
六
歌
集
の
多
き
に
わ
た
っ
て
広
く
入
集
し
て
い
る
︒
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
十
四
世

紀
末
に
至
る
ま
で
の
勅
撰
和
歌
集
に
万
遍
な
く
歌
を
採
ら
れ
て
い
る
大
斎
院
選
子
は
︑

和
歌
の
達
人
と
し
て
あ
る
い
は
王
朝
和
歌
文
化
の
代
表
的
存
在
と
し
て
︑
広
く
喧
伝
さ

れ
継
承
さ
れ
続
け
た
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
︻
注
③
】︒

⑶

勤
行
に
励
む
︒

退
下
後
出
家
し
︑
薨
去
ま
で
の
四
年
間
勤
行
に
励
む
が
︑
こ
れ
も
斎
王
経
験
者
と
し
て

は
異
例
の
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
五
十
七
年
に
及
ぶ
長
い
斎
院
在
任
期
間
中
に
も
仏
教

に
関
心
を
寄
せ
︑﹃
発
心
和
歌
集
﹄
所
収
の
五
十
五
首
な
ど
釈
教
の
歌
を
残
し
て
い
る
ほ

か
︑
仏
教
信
仰
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る

︻
注
④
】︒

﹁
選
子
﹂
は
﹁
斎
王
﹂
の
な
か
で
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
平
安
朝
の
和
歌
文

化
と
仏
教
文
化
と
い
う
二
大
思
潮
を
一
身
に
兼
ね
備
え
た
人
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
︑﹁
大
斎
院
﹂
が
作
品
全
体
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
︑

編
著
者
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
︑
そ
の
生
涯
を
な
ぞ
る
形
の
長
文
の
説
話
が
﹃
古
本
説
話
集
﹄

冒
頭
に
置
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
︒

そ
の
方
針
の
も
と
に
︑
本
集
の
本
文
は
﹃
大
鏡
﹄﹁
師
輔
﹂
の
記
述
を
変
更
し
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑﹃
大
鏡
﹄
で
は
大
斎
院
選
子
と
大
宮
︵
彰
子
︶
と
の
贈
答
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

二
首
の
和
歌
を
大
殿
︵
道
長
︶
と
の
や
り
と
り
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
本
集
の
逸
話
の

流
れ
の
中
で
は
︑
選
子
が
道
長
に
和
歌
を
送
り
︑
道
長
が
返
歌
を
送
っ
た
と
す
る
の
が
自
然

︵
二
六
︶
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で
あ
り
︑
本
集
の
中
で
は
︑
彰
子
が
登
場
す
る
必
然
性
が
な
い
︒
本
集
編
著
者
が
︑
い
か
に

周
到
に
考
え
て
︑
第
一
話
を
構
成
し
た
か
を
読
み
取
る
証
左
と
い
え
よ
う
︒

︻
注
①
︼﹃
平
安
時
代
史
事
典
﹄︵
Ｏ
Ｄ
版
・
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
二
年
︶﹁
資
料
索
引
編
﹂
所
載
の
﹁
賀

茂
斎
院
表
﹂・﹁
伊
勢
斎
宮
表
﹂
参
照
︒

︻
注
②
︼﹃
無
名
草
子
﹄︑﹃
賀
茂
斎
院
記
﹄︑﹃
古
本
説
話
集
﹄
第
九
話
に
同
様
の
逸
話
が
あ
る
︒

︻
注
③
︼
大
斎
院
選
子
内
親
王
の
入
集
勅
撰
和
歌
集
を
表
示
す
る
︒
勅
撰
和
歌
集
の
前
に
和
歌
集
番
号
を

付
け
て
略
称
し
た
︒
丸
数
字
は
入
集
和
歌
数
で
あ
る
︒

な
お
︑
安
西
奈
保
子
氏
の
﹁
大
斎
院
和
歌
考
︱
︱
出
典
未
詳
歌
か
ら
他
の
﹁
大
斎
院
御
集
﹂
の

存
在
を
考
え
る
︱
︱
﹂︵
平
安
文
学
研
究
会
編
﹁
平
安
文
学
研
究
﹂
七
二
輯
・
一
九
八
四
年
︶
は
︑

﹃
玉
葉
和
歌
集
﹄
一
八
三
二
の
円
融
院
御
製
の
詞
書
に
﹁
位
さ
ら
せ
給
て
︑
む
ら
さ
き
野
に
子
日
せ

さ
せ
給
け
る
に
︑
御
せ
う
そ
こ
も
な
く
て
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
を
︑
又
の
日
︑
斎
院
よ
り
︑
野

べ
な
が
ら
ひ
く
松
か
ず
に
あ
ら
ぬ
身
は
す
ぎ
し
ね
の
び
を
わ
す
れ
や
は
す
る
︑
と
侍
り
け
る
御
返

事
に
﹂
と
あ
り
︑
選
子
内
親
王
の
和
歌
︵
傍
線
筆
者
︶
が
入
っ
て
い
る
の
で
︑
一
首
と
数
え
て
い

る
が
︑
本
論
文
で
は
採
ら
な
い
︒
ま
た
︑
安
西
氏
は
﹃
風
雅
和
歌
集
﹄
六
〇
九
番
歌
に
も
疑
問
を

呈
す
る
︒

月
の
く
ま
な
き
夜
︑
よ
み
侍
り
け
る

六
〇
九

心
す
む
秋
の
月
だ
に
な
か
り
せ
ば
な
に
を
う
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
む

橋
本
不
美
男
氏
の
﹁
大
斎
院
御
集
の
性
格
﹂︵﹃
言
語
と
文
芸
﹄
一
九
六
〇
年
五
月
︶
の
中
で
︑

こ
の
和
歌
を
右
近
で
は
な
い
か
と
す
る
説
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
本
論
文
で
は
確
認
し
て
い

な
い
の
で
︑
と
り
あ
え
ず
数
に
入
れ
る
︒
結
果
的
に
︑
勅
撰
入
集
歌
数
は
安
西
氏
と
同
じ
く
37
首

と
な
る
︒

参
考
ま
で
に
︑
岡
�
真
紀
子
氏
の
﹁﹃
発
心
和
歌
集
﹄
の
詠
歌
と
享
受
﹂︵
奈
良
女
子
大
学
日
本

ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
編
﹁
叙
説
﹂
40
・
二
〇
一
三
年
︶
で
も
︑
内
訳
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
選

子
内
親
王
の
勅
撰
入
集
和
歌
数
を
三
十
七
首
と
す
る
︒

︻
注
④
︼
大
斎
院
が
退
下
後
に
出
家
生
活
に
い
そ
し
み
︑
三
井
寺
系
の
僧
侶
と
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い

た
こ
と
は
︑﹃
左
経
記
﹄
等
の
記
録
類
に
も
残
さ
れ
て
い
て
︑
す
で
に
本
注
釈
﹁
其
の
三
﹂
補
説
5

で
詳
述
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
選
子
は
五
十
七
年
に
及
ぶ
斎
院
と
し
て
の
勤
め
の

中
で
も
︑
仏
教
に
心
を
寄
せ
︑
賀
茂
斎
院
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
当
時
の
時
代
的
風
潮

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
極
楽
往
生
を
願
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
わ
ず
か
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る

逸
話
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
斎
王
と
し
て
の
立
場
が
︑
仏
の
世
界
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
て
︑

仏
教
的
観
点
か
ら
は
﹁
罪
深
い
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
記
述
か
ら
も
知

ら
れ
て
い
て
︵
澪
標
巻
・
朝
顔
巻
・
若
菜
下
巻
︶︑
多
く
の
指
摘
も
あ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
に
も
︑﹁
⁝
⁝

斎
院
罪
深
か
ん
な
れ
ど
も
を
か
し
︵
三
巻
本
・
一
本
二
十
四
段
︶﹂
と
あ
る
︒

末
法
思
想
が
浸
透
し
︑
法
華
経
に
よ
る
西
方
願
生
思
想
が
下
層
に
ま
で
及
ん
で
い
た
時
代
︑
神

仏
習
合
の
考
え
方
か
ら
神
と
仏
を
同
じ
次
元
に
お
か
ず
︑
神
も
衆
生
の
側
に
お
い
て
人
間
と
共
に

仏
の
教
え
を
仰
ぐ
も
の
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
︑
岡
崎
知
子
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
︵﹃
平

安
朝
女
流
作
家
の
研
究
﹄﹁
大
斎
院
選
子
に
お
け
る
神
仏
﹂
法
蔵
館
・
一
九
六
七
年
所
収
︶︒

そ
の
観
点
か
ら
︑
大
斎
院
が
そ
の
在
任
中
に
仏
道
に
対
す
る
帰
依
心
を
持
つ
こ
と
は
不
都
合
な

こ
と
と
は
言
え
な
い
と
は
い
え
︑
現
実
に
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
︑
大
斎
院
選

子
内
親
王
は
仏
道
へ
の
信
仰
を
全
う
し
︑
世
人
も
そ
れ
を
驚
嘆
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

斎
院
時
代
の
選
子
が
︑
仏
教
に
関
わ
り
を
持
っ
た
事
例
︑
あ
る
い
は
仏
教
崇
敬
の
気
持
ち
を
詠
っ

た
歌
を
残
し
た
事
例
を
次
に
挙
げ
る
︒

︵
二
七
︶
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椎葉・安倍・川浪・福田・山口・『古本説話集 全注釈』大齋院事（第一)
其の四（類話・参考文献および補遺）

3
拾
遺
①
・
4
後
拾
遺
⑦
・
5
金
葉
①
・
6
詞
花
①
・
7
千
載
①
・
8
新
古
今
①
・
9
新

勅
撰
⑤
・
10
続
後
撰
③
・
11
続
古
今
①
・
12
続
拾
遺
③
・
14
玉
葉
⑥
・
15
続
千
載
②
・
16

続
後
拾
遺
②
・
17
風
雅
①
・
18
新
千
載
①
・
20
新
後
拾
遺
①

︻
37
首
】
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3

﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄

雑
三
1026

上
東
門
院
あ
ま
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
よ
み
て
き
こ
え
け
る

選
子
内
親
王

き
み
す
ら
も
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
り
ぬ
な
り

ひ
と
り
や
な
が
き
や
み
に
ま
ど
は
ん

﹃
栄
花
物
語
﹄

巻
第
二
十
七

こ
ろ
も
の
た
ま

斎
院
よ
り
か
く
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
り

君
す
ら
も
ま
こ
と
の
道
に
入
り
ぬ
な
り

一
人
や
長
き
闇
に
ま
ど
は
ん

﹃
古
本
説
話
集
﹄

四
十
二
話

い
ま
は
む
か
し
︑
女
院
あ
ま
に
な
ら
せ
給
け
る
日
︑
大
さ
い
院
か
ら
御

ふ
み
あ
り
︒
ひ
ろ
げ
て
御
ら
む
ず
れ
ば
︑
か
く
あ
り
︒

み
な
人
は
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
り
ぬ
な
り

ひ
と
り
や
な
が
き
や
み
に
ま
ど
は
む

と
な
む
あ
り
け
る
︒

4

﹃
金
葉
集
﹄
雑
下

630
︵
二
度
本
︶

八
月
ば
か
り
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
阿
弥
陀
聖
人
の
と
ほ
り
け
る
を
よ

ば
せ
さ
せ
給
ひ
て
︑
さ
と
な
り
け
る
女
房
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る

選
子
内
親
王

あ
み
だ
ぶ
と
と
な
ふ
る
こ
ゑ
に
ゆ
め
さ
め
て

に
し
へ
な
が
る
る
月
を
こ
そ
み
れ

﹃
金
葉
集
﹄
雑
下

639
︵
三
奏
本
︶

八
月
ば
か
り
に
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
阿
弥
陀
仏
の
ひ
じ
り
の
と
ほ
り

け
る
を
よ
ば
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
さ
と
な
り
け
る
女
房
の
も
と
へ
つ
か

は
し
け
る

選
子
内
親
王

あ
み
だ
ぶ
と
と
な
ふ
る
こ
ゑ
に
ゆ
め
さ
め
て

に
し
へ
な
が
る
る
月
を
こ
そ
み
れ

5

﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄

第
十
哀
傷
539

山
寺
に
こ
も
り
て
は
べ
り
け
る
に
人
を
と
か
く
す
る
が
み
え
は
べ
り
け

れ
ば
よ
め
る

和
泉
式
部

た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
お
も
ふ
か
な

い
つ
ま
た
わ
れ
を
人
の
か
く
み
ん

﹃
和
泉
式
部
集
﹄

161

ま
た
人
の
さ
う
そ
う
す
る
を
み
て

た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
思
ふ
か
な

い
つ
ま
た
わ
れ
を
人
の
か
く
み
ん

﹃
古
本
説
話
集
﹄

三
十
七
話

い
ま
は
む
か
し
︑
う
せ
た
る
人
と
か
く
す
る
け
ぶ
り
を
御
ら
む
じ
て
︑

大
さ
い
院
︑

た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
思
ふ
か
な

い
つ
ま
た
我
を
人
の
か
く
み
む

︵
二
〇
一
九
年
十
月
二
日
受
理
)

1

﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄

哀
傷
1337

女
院
八
講
捧
物
に
か
ね
し
て
か
め
の
か
た
を
つ
く
り
て
よ
み
侍
り
け
る

斎
院

﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄

哀
傷
1337

女
院
八
講
捧
物
に
か
ね
し
て
か
め
の
か
た
を
つ
く
り
て
よ
み
侍
り
け
る

斎
院

ご
ふ
つ
く
す
み
た
ら
し
河
の
か
め
な
れ
ば

の
り
の
う
き
き
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り

﹃
玄
玄
集
﹄
58

前
の
一
宮
よ
り
︑
亀
の
か
た
を
つ
く
り
て
︑
一
眼
の
な
ど
あ
り
て

た
て
ま
つ
り
給
へ
り
け
れ
ば

つ
み
ふ
か
き
み
た
ら
し
川
の
か
め
な
れ
ば

法
の
浮
木
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り

2

﹃
賀
茂
皇
大
神
宮

記
﹄

村
上
第
十
の
宮
選
子
内
親
王
い
つ
き
の
宮
に
そ
な
は
り
給
ひ
し
時
︒
世

の
は
か
な
き
こ
と
を
つ
く
〴
〵
と
お
ぼ
し
め
し
つ
づ
け
て
ぼ
だ
い
し
ん

を
お
こ
し
た
ま
へ
ど
も
︒
も
と
よ
り
佛
法
僧
の
三
寳
を
い
み
給
ふ
こ
と

な
れ
ば
︒
色
に
は
出
し
給
は
ず
し
て
︒
か
く
ぞ
詠
じ
給
ひ
け
る
︒

思
へ
と
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
事
な
れ
は

そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
そ
な
く

﹃
詞
花
集
﹄

雑
下
410

賀
茂
の
い
つ
き
と
き
こ
え
け
る
時
に
し
に
む
か
ひ
て
よ
め
る選

子
内
親
王

お
も
へ
ど
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば

そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く

﹃
玄
玄
集
﹄
57

前
斎
院
二
首
天
暦
皇
女
也

お
も
へ
ど
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば

そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く

﹃
古
本
説
話
集
﹄

四
十
三
話

入
道
殿
御
佛
事
時
大
斎
院
被
進
和
哥
事

い
ま
は
む
か
し
︑
入
道
殿
︑
京
極
殿
ゝ
ひ
む
が
し
に
︑
阿
弥
陀
堂

を
建
て
ゝ
︑
そ
の
の
ち
に
丈
六
あ
み
だ
佛
を
つ
く
り
す
ゑ
た
て
ま
つ
り

て
︑
三
月
の
つ
ひ
た
ち
に
供
養
し
給
︒
齋
院
よ
り
御
文
あ
り
︒
殿
い
そ

ぎ
て
見
給
へ
ば
︑
か
く
書
ゝ
れ
た
り
︒

な
を
だ
に
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
事
な
れ
ば

そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く

と
な
む
あ
り
け
れ
ば
︑
入
道
殿
︑
泣
か
せ
給
て
︑
御
返
あ
り
け
り
︒
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