
一
「
単
純
な
」
話
の
分
析

柳
田
國
男
は
藁
し
べ
長
者
の
話
に
つ
い
て
「
至
つ
て
単
純
な
、
し
か
も
愉
快

（
�
）

な
空
想
談
」
と
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
い
ざ
分
析
す
る
と
な
る
と
、
一

見
単
純
に
見
え
る
話
こ
そ
手
強
い
。

後
に
長
者
と
な
る
青
侍
は
長
谷
寺
の
大
門
で
転
び
、
無
意
識
の
う
ち
に
手
に

藁
を
握
る
。
青
侍
は
そ
の
藁
で
虻
を
く
く
り
、
そ
れ
が
大
柑
子
・
布
・
馬
・
田

お
よ
び
米
へ
と
交
換
さ
れ
て
い
く
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第

話
）。
こ
れ

ら
の
品
々
や
動
物
の
う
ち
、
解
く
の
が
最
も
難
し
い
の
は
、
私
見
で
は
虻
と
大

（
�
）

柑
子
で
あ
る
。
虻
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
残

る
難
題
は
大
柑
子
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
大
柑
子
と
は
何
か
。
な
ぜ
大
柑
子
な

の
か
。
本
話
で
大
柑
子
は
喉
の
渇
き
を
癒
す
食
べ
物
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ

の
点
で
資
料
的
な
裏
付
け
は
と
れ
る
の
か
。
本
話
で
大
柑
子
を
得
た
あ
る
貴
人

は
、
そ
の
返
礼
に
布
三
段
を
青
侍
に
贈
る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
そ
の
場
で
昼
食
を
饗
応
し
、
し
か
も
京
に
あ
る
自
邸
に
青
侍
を
招
待
す
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
貴
人
は
相
当
な
厚
遇
を
も
っ
て
青
侍
に
接
す
る
の
だ
が
、

旅
先
で
大
柑
子
を
得
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
こ
ま
で
も
て
な
す
も
の
だ
ろ
う

か
。筆

者
は
長
谷
観
音
の
霊
験
譚
の
研
究
を
続
け
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
筆
者
の

関
心
は
、
こ
の
有
名
な
話
が
長
谷
信
仰
と
ど
う
関
わ
る
か
を
探
る
点
に
あ
る
。

た
だ
前
提
と
し
て
説
話
の
本
文
が
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
話
は
霊
験
譚
で
あ
る
か
ら
、
青
侍
が
大
柑
子
を
手
に
入
れ
た
こ
と
も
、
長
谷

観
音
の
は
か
ら
い
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
大
柑
子
と
は
そ
も
そ
も
何
か

と
い
う
点
が
等
閑
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
、
長
谷
観
音
の
は
か
ら
い

に
つ
い
て
の
理
解
も
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
足
元
の
不
安
定
な
状
態
で

は
、
観
音
霊
験
譚
と
し
て
話
を
ど
う
理
解
で
き
る
の
か
と
い
う
点
も
危
う
く
な

る
。
だ
が
右
に
示
し
た
素
朴
な
疑
問
に
取
り
組
ん
だ
先
行
研
究
は
い
ま
だ
な
い

藁
し
べ
長
者
と
大
柑
子

│
│
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第

話
を
読
む
（
二
）
│
│

横
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よ
う
で
あ
る
。
辞
書
類
に
は
「
柑
子
」「
大
柑
子
」
等
の
項
が
あ
る
が
、
そ
の

解
説
も
右
の
問
い
に
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
答
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
辞
書
に
よ
っ
て
は
不
適
切
な
解
説
ま
で
存
在
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
成
立
年
代
が
最
も
古
い
『
今
昔
物
語
集
』
所
収
話
を
原

則
と
し
て
取
り
上
げ
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
等
の
同
話
類
話
、
昔
話
、
そ
し
て

大
柑
子
に
関
わ
る
資
料
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
。
ま
た
布
や
馬

等
、
後
に
青
侍
が
交
換
し
た
品
や
動
物
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
す
る
。
本
話
を

収
め
る
最
古
の
文
献
群
は
、
十
二
世
紀
前
半
か
ら
十
四
世
紀
ご
く
初
期
に
か
け

て
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第

話
・『
古
本
説
話
集
』
下
巻
第

話
・『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第

話
・『
雑
談
集
』
巻
五
等
で
あ
る
。
右
の
四
書
所

収
の
藁
し
べ
長
者
説
話
は
以
下
「
藁
し
べ
説
話
」
と
略
称
す
る
。
ま
た
『
今

昔
』・『
古
本
』・『
宇
治
』・『
雑
談
集
』
と
記
す
場
合
、
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
各

説
話
集
所
収
の
藁
し
べ
説
話
を
指
す
。

二

大
柑
子
と
は
何
か

『
今
昔
』
で
青
侍
が
大
柑
子
を
手
に
入
れ
て
か
ら
、
そ
れ
を
あ
る
貴
人
に
差

し
上
げ
る
ま
で
の
場
面
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の
む
ど
か
わ

た
べ

だ
い
か
う
じ

か
う
ば

み
ち
の
く
に

「
喉
乾
ク
ラ
ム
。
此
レ
食
ヨ
」
ト
テ
大
柑
子
三
ツ
ヲ
馥
シ
キ
陸
奥
国

が
み

つ
つ
み

と
ら
せ

わ
ら
す
ぢ

だ
い
か
う
じ

紙
ニ
裹
テ
、
車
ヨ
リ
取
タ
レ
バ
、
給
ハ
リ
テ
、「
藁
筋
一
ツ
ガ
大
柑
子

な
り

う
ち
か
け

三
ツ
ニ
成
ヌ
ル
事
」
ト
思
テ
、
木
ノ
枝
ニ
結
ビ
付
テ
、
肩
ニ
打
係
テ
行
ク

し
な
い
や
し
か
ら

し
の
び

さ
ぶ
ら
ひ

か
ち

程
ニ
、
品
不
賤
ヌ
人
、
忍
テ
侍

ナ
ド
具
シ
テ
、
歩
ヨ
リ
長
谷
ヘ
参
ル

有
リ
。

あ
ゆ

こ
う
じ

た
り

た
り

の
む
ど
か
わ
き

の
ま

其
ノ
人
歩
ビ
極
テ
只
垂
ニ
垂
居
タ
ル
ヲ
見
レ
バ
、「
喉
乾
テ
、
水
飲

す
き
い
ら
む

ま
ど
は

セ
ヨ
。
既
ニ
捶
入
ト
ス
」
ト
云
ヘ
ド
モ
、
共
ノ
人
々
手
ヲ
迷
シ
テ
、

も
と
む
れ

こ

い
か

す

「
近
ク
水
ヤ
有
ル
」
ト
騒
ギ
求

ド
モ
、
水
無
シ
。「
此
ハ
何
ガ
セ
ム
ト
為

や
は

よ
り

ほ
と
り

ル
」
ト
云
フ
間
ニ
、
此
ノ
男
、
和
ラ
歩
ビ
寄
タ
ル
ニ
、「
此
ノ
辺
近
ク
、

き
よ

し
り

さ
ぶ
ら

浄
キ
水
有
ル
所
知
タ
リ
ヤ
」
ト
問
ヘ
バ
、
男
ノ
云
ク
、「
近
ク
ハ
水
不
候

い
か

さ
ぶ
ら
ふ

ハ
ズ
。
但
シ
、
何
ナ
ル
事
ノ
候

ニ
カ
」
ト
。
人
々
ノ
云
ク
、「
長
谷
ニ

あ
ゆ
び
こ
う

の
む
ど

参
ラ
セ
給
フ
人
ノ
歩
極
ゼ
サ
セ
給
テ
、
御
喉
乾
カ
セ
給
ヒ
タ
レ
バ
、
水

も
と
む

ヲ
求
ル
也
」
ト
。お

の

か
う
じ

も
ち

男
ノ
云
ク
、「
己
レ
、
柑
子
、
三
ツ
ヲ
持
タ
リ
。
此
レ
奉
ラ
ム
」
ト
。

あ
る
じ

こ
う

よ
り

こ
こ

其
ノ
時
ニ
、
主
人
ハ
、
極
ジ
テ
寝
入
タ
ル
ニ
、
人
寄
テ
驚
カ
シ
テ
、「
此

を
と

か
う
じ

ナ
ル
男
コ
ノ
柑
子
ヲ
持
タ
ル
ヲ
奉
レ
ル
也
」
ト
云
テ
、
柑
子
三
ツ
ヲ
奉
レ

の
む
ど
か
わ
き

ぜ
つ
に
ふ

バ
、
主
人
ノ
云
ク
、「
我
ハ
、
喉
乾
テ
既
ニ
絶
入
シ
タ
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ

く
ひ

か
う
じ

有
ケ
レ
」
ト
云
テ
、
柑
子
ヲ
食
テ
、「
此
ノ
柑
子
無
カ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
旅

た
え
い

は
て

き
は
め

う
れ

い
ど

あ
る

ノ
空
ニ
テ
絶
入
リ
畢
マ
シ
。
極
テ
喜
シ
キ
事
也
。
其
ノ
男
ハ
何
コ
ニ
有

こ
こ

ゾ
」
ト
問
ヘ
バ
、「
此
ニ
候
」
ト
答
フ
。（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
）

虻
を
く
く
っ
た
藁
を
若
君
に
差
し
上
げ
た
青
侍
は
、
引
き
換
え
に
三
つ
の
大

柑
子
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
大
柑
子
は
、
次
に
布
三
段
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
交
換
し
た
の
は
、
人
目
を
忍
び
長
谷
寺
に
詣
で
る
身
分
の
高
そ
う
な
人

物
だ
っ
た
。
そ
の
人
は
歩
き
疲
れ
て
し
ゃ
が
み
こ
み
、
動
け
な
く
な
る
。
喉
が

渇
い
た
の
で
、
水
を
飲
み
た
い
が
、
近
く
に
水
は
見
当
た
ら
な
い
。
従
者
も
困

り
果
て
て
い
た
の
で
、
青
侍
は
大
柑
子
を
差
し
上
げ
た
。
柑
子
を
食
べ
、
息
を

２



吹
き
返
し
た
貴
人
は
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
旅
先
で
息
絶
え
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

喜
び
、
青
侍
に
昼
食
を
も
て
な
す
（『
古
本
』・『
宇
治
』
で
は
食
糧
を
積
ん
だ

馬
が
後
か
ら
追
い
つ
い
た
と
い
う
設
定
）。
そ
し
て
清
き
布
三
段
を
手
渡
し
、

さ
ら
に
は
京
に
あ
る
自
邸
に
招
待
す
る
。

『
古
本
』・『
宇
治
』
は
『
今
昔
』
と
比
べ
登
場
人
物
の
会
話
等
の
記
述
が
多

い
が
、
青
侍
へ
の
手
厚
い
歓
待
を
は
じ
め
話
の
大
筋
は
重
な
る
。
対
し
て
『
雑

カ

チ

談
集
』
は
記
述
が
異
な
り
、「
京
ヨ
リ
尋
常
ゲ
ナ
ル
女
房
タ
チ
ノ
、
歩
行
ニ
テ

長
谷
へ
参
ラ
レ
ケ
ル
ニ
、
柑
子
ヲ
進
ジ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
悦
テ
汗
ニ
ヌ
レ
タ
ル

カ
タ
ビ
ラ

カ
タ
ビ
ラ

帷

ヲ
ヌ
ギ
テ
給
テ
ケ
リ
」
と
あ
る
。「
汗
ニ
ヌ
レ
タ
ル
帷
」
と
い
う
表
現
か

ら
喉
の
渇
き
は
連
想
さ
れ
る
が
、
さ
ほ
ど
衰
弱
し
た
様
子
は
な
く
、
そ
れ
と
対

応
し
て
、
女
房
た
ち
が
男
を
特
に
も
て
な
し
た
と
い
う
記
述
も
な
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、『
今
昔
』
等
に
お
け
る
昼
食
、
布
三
段
、
自
邸
へ
の

招
待
と
い
う
も
て
な
し
ぶ
り
は
い
か
に
も
際
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
大
柑

子
で
そ
こ
ま
で
喉
の
渇
き
は
癒
や
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
柑
子
は

ど
の
よ
う
な
果
実
か
。
以
下
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
が
、
迂
遠
と

も
思
わ
れ
る
考
証
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
御
海
容
い
た
だ
き
た
い
。

柑
子
と
は
ど
の
よ
う
な
果
実
か
。
ミ
カ
ン
の
総
称
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
そ
れ
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
。『
徒
然
草
』
第
十
一
段
の
考
察
に
あ
た

り
柑
子
の
特
徴
を
ま
と
め
た
池
上
保
之
氏
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
多
数
の
柑
橘
類
の

う
ち
古
記
録
や
文
学
作
品
で
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
柑
子
と
橘
で
あ
る
。
今
日
の

植
物
学
上
の
柑
子
は
重
さ
約
四
〇
グ
ラ
ム
、
橘
は
約
六
グ
ラ
ム
。
ウ
ン
シ
ュ
ウ

が
約
一
〇
〇
グ
ラ
ム
な
の
に
対
し
て
、
い
ず
れ
も
小
ぶ
り
で
あ
る
。
た
だ
し
古

典
に
現
れ
る
柑
子
・
橘
と
右
の
説
明
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
確
で
は

な
い
。
一
方
過
去
の
文
献
に
お
い
て
は
柑
子
・
橘
と
も
に
、
大
饗
や
節
会
で
供

さ
れ
る
菓
子
八
種
の
一
つ
と
し
て
、
酒
の
肴
と
し
て
、
あ
る
い
は
病
気
や
懐
妊

で
食
欲
が
な
い
場
合
に
も
喉
を
通
る
食
品
と
し
て
現
れ
る
。
ま
た
三
つ
な
り
の

（
�
）

柑
子
・
橘
が
招
福
の
象
徴
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

右
の
整
理
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
た
い
。
な
お
現
代
は
柑
橘
類
の

（
�
）

品
種
が
著
し
く
多
様
化
し
て
い
る
が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
柑
子
に

（
�
）

は
、
資
料
を
見
る
か
ぎ
り
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
以
下
ゆ
る
や
か
に

時
代
の
幅
を
と
り
な
が
ら
論
証
を
進
め
る
。

柑
橘
類
に
詳
し
い
園
芸
学
の
岩
政
正
男
氏
は
、
柑
子
は
「
わ
が
国
固
有
の
品

（
�
）

種
で
、
タ
チ
バ
ナ
と
中
国
か
ら
の
導
入
品
種
と
の
雑
種
」
で
あ
る
と
の
見
解
を

示
す
。
専
門
外
の
筆
者
に
は
こ
の
見
解
の
当
否
が
判
断
で
き
な
い
が
、
橘
と
の

雑
種
と
い
う
知
見
は
以
下
の
考
察
に
一
つ
の
指
針
は
与
え
て
く
れ
る
。

例
え
ば
柑
子
の
大
き
さ
は
ど
の
く
ら
い
か
。
よ
く
知
ら
れ
た
資
料
で
あ
り
な

が
ら
、
こ
の
点
で
有
益
な
の
は
『
伊
勢
物
語
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
あ

る
。・

さ
る
滝
の
か
み
に
、
わ
ら
う
だ
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
い
で
た
る
石
あ

せ
う
か
う
じ

く
り

り
。
そ
の
石
の
上
に
走
り
か
か
る
水
は
、
小
柑
子
・
栗
の
大
き
さ
に
て
こ

ぼ
れ
落
つ
。（
第
八
十
七
段
）

む
か
し

・
こ
れ
も
今
は
昔
、
右
の
顔
に
大
な
る
こ
ぶ
あ
る
翁
あ
り
け
り
。
大
か
う

じ
の
程
な
り
。（
第
３
話
）

『
伊
勢
物
語
』
は
布
引
の
滝
を
流
れ
落
ち
る
水
が
石
に
は
じ
け
る
様
子
を
記

３ 藁しべ長者と大柑子



せ
う
か
う
じ

く
り

す
。
そ
の
大
き
さ
は
「
小
柑
子
・
栗
」
ほ
ど
だ
っ
た
。
一
方
の
『
宇
治
』
は
周

知
の
瘤
取
り
爺
の
説
話
で
あ
る
。
瘤
を
取
る
よ
う
命
じ
る
横
座
の
鬼
の
言
葉
に

よ
れ
ば
、
瘤
は
「
翁
の
つ
ら
」、
つ
ま
り
頬
に
あ
り
、
大
き
さ
は
「
大
か
う
じ
」

ほ
ど
だ
っ
た
。
と
す
れ
ば
柑
子
は
、
小
柑
子
で
滝
に
は
じ
け
る
水
や
栗
、
大
柑

（
�
）

子
で
頬
に
で
き
る
瘤
程
度
の
大
き
さ
だ
っ
た
と
判
明
す
る
。

以
上
か
ら
藁
し
べ
説
話
に
大
柑
子
が
登
場
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
最
初
の
見

通
し
が
導
け
る
。
喉
の
渇
き
を
癒
す
の
に
、
三
つ
の
小
柑
子
で
は
さ
す
が
に
小

さ
す
ぎ
て
、
喉
の
渇
き
が
癒
や
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
『
角
川
古
語
大
辞

典
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
柑
子
は
今
日
の
夏
み
か
ん
に
あ
た
る
、
あ
る
い
は

そ
の
類
を
指
す
と
す
る
解
説
が
散
見
す
る
（
し
か
も
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
等
、

（
�
）

中
世
以
前
の
用
例
を
引
く
）。
し
か
し
頬
に
い
く
ら
大
き
な
瘤
が
で
き
た
と
し

て
も
、
夏
み
か
ん
で
は
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
夏
み
か
ん
が

（
�
）

栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
中
期
以
降
で
あ
る
。
中
世
以
前
に
夏
み

か
ん
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
、
こ
う
し
た
解
説
は
改
め
る
必
要

が
あ
る
。

味
に
つ
い
て
は
『
喫
茶
養
生
記
』
上
巻
に
五
味
（
酸
辛
甘
苦
鹹
）
の
一
つ
と

（

）

し
て
「
酸
味
者
是
柑
子
・
橘
・
柚
等
也
」
と
記
す
こ
と
か
ら
、
酸
味
の
強
い
果

実
を
想
定
す
べ
き
か
と
考
え
る
。
先
述
の
と
お
り
、
柑
子
は
妊
婦
が
口
に
し
う

（

）

る
食
べ
物
と
し
て
物
語
類
に
散
見
す
る
。
こ
れ
も
柑
子
の
酸
味
の
強
さ
と
関
わ

る
か
。
橘
と
の
雑
種
で
あ
る
と
い
う
先
述
の
岩
政
氏
の
指
摘
も
あ
わ
せ
て
想
起

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
資
料
を
探
っ
て
い
く
と
、
現
代
の
い
わ
ゆ
る
蜜
柑
と
の
違
い
が
少

し
ず
つ
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
う
し
た
違
い
を
示
す
も
う
一
つ
の
要
素
は
日
持

ち
の
良
さ
で
あ
る
。
山
内
洋
一
郎
氏
は
藁
し
べ
説
話
を
論
じ
る
な
か
で
柑
子
に

ふ
れ
、「『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
遠
江
・
駿
河
・
相
模
・
因
幡
・
阿
波
の
各
国

が
柑
子
を
貢
進
し
、
京
・
奈
良
の
政
府
の
園
地
に
「
柑
四
十
株
、
小
柑
四
十

（

）

株
」
を
植
え
て
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
遠
国
か
ら
都
に
運
ば
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
日
持
ち
し
な
く
て
は
役
に
立
た
な
い
。
遠
国
の
柑
子
に
つ
き
山
内
氏
は

『
延
喜
式
』
の
例
を
示
す
の
み
だ
が
、
他
の
用
例
を
加
え
れ
ば
、『
日
本
三
代
実

録
』
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
正
月
二
十
九
日
条
「
大
宰
府
例
貢
小
柑
子
、
以
二

十
一
月
三
十
日
以
前
一

、
為
二

貢
進
之
期
一

。
先
レ

是
、
不
レ

立
二

期
限
一

。
故
今
定
レ

之
」、『
宮
寺
縁
事
抄
』
怪
異

不
浄
等
事
「
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
八
幡
神

殿
〈
土
佐
国
〉
有
井
御
供
柑
子
、
一
年
二
介
度
事
」（「
有
井
」
は
土
佐
国
安
芸

（

）

郡
有
井
荘
を
指
す
）
と
い
っ
た
資
料
が
見
出
せ
、
実
際
に
遠
距
離
の
輸
送
に
堪

え
る
果
実
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
・
中
に
、
左
大

（

）

将
兼
雅
が
納
殿
か
ら
柑
子
を
取
り
出
さ
せ
る
一
節
が
あ
る
。
貴
族
は
大
饗
の
菓

子
と
し
て
柑
子
を
ふ
る
ま
う
わ
け
だ
か
ら
、
貴
族
の
邸
内
に
柑
子
は
当
然
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
が
納
殿
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
点
か
ら
も
、
柑
子
の

日
持
ち
の
良
さ
は
う
か
が
え
る
。

本
稿
が
こ
う
し
た
点
に
留
意
す
る
の
は
、
藁
し
べ
説
話
で
柑
子
は
、
お
そ
ら

く
は
長
谷
寺
に
向
か
う
若
君
一
行
か
ら
青
侍
へ
、
青
侍
か
ら
あ
る
貴
人
へ
と
手

渡
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
柑
子
は
、
あ
る
旅
人
か
ら
別
の
旅
人
へ
順
に

（

）

渡
っ
た
こ
と
に
な
る
。
京
か
ら
長
谷
寺
ま
で
は
約
七
十
二
㎞
あ
る
。
長
谷
寺
に

到
着
す
る
ま
で
少
な
く
と
も
一
泊
は
必
要
で
あ
り
、
往
復
に
五
、
六
日
か
か
る

４



（

）

こ
と
が
多
い
。
長
谷
寺
で
籠
も
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
日
数
を
要
す
る
。
説

話
で
は
当
然
の
前
提
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幾
日
に
も
わ
た
る
旅

の
備
え
と
し
て
、
日
持
ち
の
す
る
大
柑
子
は
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
柑
子
が
旅

先
で
思
い
が
け
ず
手
に
入
り
窮
地
を
救
わ
れ
た
こ
と
が
、
喉
の
渇
き
で
衰
弱
し

た
高
貴
の
人
を
あ
れ
ほ
ど
喜
ば
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

三

病
と
大
柑
子

で
は
大
柑
子
で
喉
の
渇
き
は
癒
や
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
比
較
的
水
分
の

多
い
果
実
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
前
提
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ

の
問
い
は
、
少
し
修
正
し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
水
や
食
事

が
摂
れ
な
い
病
人
の
す
ぐ
そ
ば
に
柑
子
が
置
か
れ
て
い
る
事
例
が
散
見
す
る
か

ら
で
あ
る
。『
今
昔
』
で
、
喉
の
渇
き
で
衰
弱
し
た
例
の
貴
人
は
「
極
ジ
テ
寝

入
タ
ル
ニ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
脱
水
と
疲
労
で
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。『
古
本
』・『
宇
治
』
で
も
貴
人
は
「
水
飲
ま
せ
よ
」
と
言
っ
て
そ

の
ま
ま
気
絶
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
病
人
で
あ
ろ
う
。

で
は
病
人
に
と
っ
て
大
柑
子
は
ど
の
よ
う
な
果
実
か
。
特
に
喉
の
渇
き
と
い

う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
は
じ

め
に
『
医
心
方
』
巻
三
十
の
記
述
か
ら
考
察
す
る
。

タ
ヘ

シ
モ
ヲ
カ
ザ
ル

ス
シ

孟

云
、
性
寒
、
堪
食
之
。
皮
不
任
薬
用
。
初
未
霜

時
亦
酸
、
及
得

ア
マ
ク
シ

（
マ
マ
）

霜
後
方
即
甜

美
、
故
名
之
曰
甘
。
和
腸
胃
熱
毒
、
下
丹
下
丹
石
。
渴
食

カ
ハ
カ
シ

多
令
人
肺
燥

、
冷
中
、
発
流
癖
病
也
。

ひ

（
孟

は
、「
そ
の
性
質
は
寒
や
す
作
用
が
あ
る
。
こ
れ
を
食
べ
る
に
堪
え

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
皮
は
薬
用
に
用
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
熟
し

て
も
霜
に
あ
た
ら
な
い
と
き
は
、
ま
だ
酸
っ
ぱ
く
、
霜
に
あ
た
る
と
甘
く

（
マ
マ
）

な
る
の
で
甘
と
い
う
の
で
あ
る
。
消
化
器
の
熱
毒
を
中
和
し
、
胆
石
を
下

す
が
、
の
ど
が
渇
い
て
、
や
た
ら
に
食
べ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
、
肺

が
燥
い
て
、
胃
を
冷
や
し
、
消
化
不
良
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
ま
し

（

）

め
て
い
る
）

（

）

『
医
心
方
』
巻
三
十
に
つ
い
て
は
真
柳
誠
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
そ
の
一
部

を
摘
記
す
れ
ば
、
こ
の
巻
は
食
物
薬
百
六
十
二
品
が
収
録
さ
れ
、「
そ
れ
自
体

が
一
種
の
食
物
本
草
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
や
や
独
立
し
た
体
裁
」
を
も
つ
。
こ
の

う
ち
二
十
五
品
に
「
今
案
、
損
害
物
」
と
人
体
へ
の
害
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ

と
か
ら
、
丹
波
康
頼
に
よ
る
使
用
経
験
が
す
で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
『
医
心
方
』
巻
三
十
所
載
品
は
「
日
本
の
実
情
に
合
わ
せ
、
日
本

に
産
出
し
て
一
定
の
使
用
経
験
が
あ
り
、
か
つ
中
国
の
書
物
に
記
載
の
あ
る
品

を
選
択
し
、
そ
れ
ら
を
康
頼
の
観
点
か
ら
配
置
し
て
い
る
」
と
い
う
。

氏
に
よ
れ
ば
同
巻
に
は
『
神
農
（
食
）
経
』・『
本
草
拾
遺
』
等
の
逸
文
が
多

量
に
保
存
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
新
修
本
草
』
等
に
も
対
応
す
る
文
章
が
あ
る

（

）

と
の
こ
と
だ
が
、「
柑
子
」
は
『
新
修
本
草
』
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。『
医
心

方
』「
柑
子
」
の
項
目
は
五
種
の
中
国
本
草
書
「
七
巻
食
経
」（『
七
巻
食
経
』）

・「
崔
禹
」（『
崔
禹
食
経
』）・「
孟

」（『
孟

食
経
』）・「
馬
踠
」（『
馬
踠
食

（

）

経
』）・「
兼
名
苑
」（『
兼
名
苑
』）
の
引
用
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
康
頼
は
こ

れ
ら
の
本
草
書
を
引
き
、
柑
子
に
去
痰
、
胸
の
熱
気
を
去
る
、
消
化
器
の
熱
毒

５ 藁しべ長者と大柑子



を
中
和
す
る
、
丹
石
を
下
す
等
の
薬
効
が
あ
る
と
説
く
。
右
に
引
用
し
た
の
は

そ
の
一
部
、「
孟

」
の
逸
文
で
あ
る
。

『
医
心
方
』
の
記
述
は
「
喉
が
渇
い
た
と
き
に
柑
子
を
多
食
し
な
い
よ
う
に
」

と
戒
め
て
お
り
、
素
直
に
解
す
れ
ば
、
喉
が
渇
い
た
と
き
に
柑
子
を
た
く
さ
ん

食
べ
る
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
真
柳
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
日
本
で

の
使
用
経
験
も
ふ
ま
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
叙
述
は
中
国
本

草
書
か
ら
の
引
用
で
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
実
情
も
あ
る
程
度
反
映
し
て
い

る
可
能
性
が
ひ
と
ま
ず
導
け
る
。

た
だ
し
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
『
医
心
方
』
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範

囲
で
し
か
受
容
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
書
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
丹
波
康
頼

が
朝
廷
に
献
上
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
山
本
信
吉
氏
の
整
理
に
従
え
ば
、
後

世
『
医
心
方
』
の
伝
本
を
所
持
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
丹
波
氏
各
家
お

（

）

よ
び
摂
関
家
で
あ
り
、「
簡
単
に
他
見
を
許
さ
な
い
秘
本
」
と
し
て
扱
わ
れ
た

と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
医
心
方
』
に
記
述
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ

だ
け
で
は
、
そ
の
医
学
的
知
見
が
当
時
広
く
流
布
し
た
証
拠
と
は
な
し
え
な

い
。た

だ
し
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
八
九
一
年
頃
）
に
「
食
療
々
々
（
本
草
）

（

）

三
、
孟
記
撰
」
と
見
え
、
さ
ら
に
『
本
草
和
名
（
輔
仁
本
草
）』（
九
一
八
年

（

）

頃
）
に
「
柑
子
〈
孟

云
、
得
霜
後
即
美
、
故
名
甘
子
、
出
崔
禹
」、『
長
生
療

養
方
』（
一
一
八
四
年
）
巻
一
に
「
崔
禹
錫
食
経
云
、
柑
子
不
可
多
食
、
令
人

（

）

淡
動
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
医
心
方
』
で
は
な
く
、
出
典
と
な
っ
た
『
孟

食
経
』
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
『
崔
禹
食
経
』）
の
受
容
を
通
じ
て
、
食
養
生

の
品
と
し
て
の
柑
子
に
関
す
る
知
見
が
医
家
の
世
界
で
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性

は
指
摘
で
き
る
。
ま
た
や
や
時
代
は
く
だ
る
が
、
鎌
倉
後
期
の
医
師
、
梶
原
性

全
が
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
に
編
纂
し
た
『
頓
医
抄
』
巻
四
十
八
に
次
の
記

述
が
あ
る
。

カ
ン
シ

タ
ン
セ
キ

チ
カ
キ
ヨ

セ

ヲ

ソ

セ
キ
ル
イ
ヲ

柑
子
三
〈
丹
石
仙
薬
也
。
近
世
不
レ

服
レ

之
。
凡
柑
子
者
下
二

石
類
一

也
〉

ニ
ク
ア
ヂ

シ
ス
シ

シ
テ

キ
（
ク
）

カ
ツ
シ
テ

ス
ル

肉
味
甘
酸
（
略
）
丹
石
ヲ

下
シ

多
ク

食
ク

ス
レ
バ
令
二レ

人
淡
動
一

。
渇

食

ハ
イ

ヒ
ヤ
シ

リ
ウ（
ユ
エ
ム
）ヘ
キ

発

バ
ウ
カ
ツ

事
多
レ
バ
肺
ヲ

爆
、
中
ヲ

冷
、
流

癖
ノ

病
ヲ

散
ス

。
又
云
、
暴
渇
ヲ

止
ム

、

（

）

小
便
ヲ

利
ス

。（
下
略
）

『
頓
医
抄
』
は
出
典
を
記
さ
な
い
が
、
右
の
記
述
が
『
医
心
方
』
所
引
「
孟

バ
ウ
カ
ツ

云
」
の
説
と
重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
性
全
が
「
暴
渇
ヲ

止
ム

」
と
記
す
箇
所
は
、
柑
子
に
喉
の
渇
き
を
と
ど
め
る
効
能
が
あ
る
こ
と
を

（

）

説
く
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
考
証
を
通
じ
、
食
養
生
と
し
て
の
柑
子
に
関
わ
る
知
見
が
、
少
な
く

と
も
医
家
の
世
界
で
は
連
綿
と
受
け
継
が
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

社
会
的
背
景
が
ま
ず
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
喉
渇
ク
ラ
ム
。
此
レ
食
ヨ
」
と
い
う

『
今
昔
』
の
よ
う
な
記
述
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
物
語
文
学
で
は
病
状
の
重
さ
を
表
現
す
る
際
に
、
柑
子
す
ら
手
に

取
ら
な
い
、
あ
る
い
は
見
よ
う
と
も
し
な
い
と
記
す
も
の
が
あ
る
。
具
体
的
に

は
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
に
お
け
る
藤
壺
、
若
菜
下
に
お
け
る
柏
木
、『
狭
衣
物

（

）

語
』
巻
二
に
お
け
る
大
宮
（
二
の
宮
の
母
）
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
い
ず
れ
も
柑

子
へ
の
言
及
の
後
、
ほ
ど
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
藤
壺
が
逝
去
す

か
う
じ

る
場
面
で
は
「
柑
子
な
ど
を
だ
に
触
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
に
た
れ
ば
、
頼
み

６



ど
こ
ろ
な
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
た
る
こ
と
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
柑
子
さ
え
手
に

触
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
祈
祷
を
は
じ
め
打
つ
手
が
な
く
な
っ
た
の
だ
と

い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柑
子
を
口
に
す
る
こ
と
が
最
後
の
頼
み
の
綱
だ
っ
た

（

）

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
物
語
作
品
の
用
例
を
通
じ
、
柑
子
が
病
人
食
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
、
先
述
し
た
山
内
洋
一
郎
氏
・
池
上
保
之
氏
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
山
内
氏
は
大
柑
子
に
「
人
を
蘇
生
さ
せ
る
効
力
」
を
認
め
る
。
一
般
論
と

し
て
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
だ
が
、
病
人
と
柑
子
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

理
解
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
物
語
作
品
に
は
、
登
場
人
物
が
ど
ん

な
病
を
患
っ
た
の
か
、
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
具
体

的
な
関
わ
り
を
把
握
す
る
べ
く
、
残
存
資
料
の
関
係
か
ら
貴
族
に
関
す
る
事
例

が
主
と
な
る
が
、
以
下
い
く
つ
か
の
例
を
示
す
。

『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
四
月
十
日
条

十
日
辛
未
、
右
相
府
（
顕
光
）
使
有
賢
朝
臣
云
、
煩
瘧
病
飲
食
不
受
、
若

有
柑
子
・
橘
、
可
分
与
者
、
依
無
其
実
（
不
脱
カ
）
奉
送
也
。

わ
ら
は
や
み

右
大
臣
藤
原
顕
光
が
「
瘧
病
」
に
か
か
り
「
飲
食
不
受
」
と
い
う
こ
と
で

実
資
に
柑
子
と
橘
を
所
望
し
た
。「
瘧
病
」
は
「
寒
さ
や
ふ
る
え
や
高
熱
が
一

（

）

定
の
時
間
を
お
い
て
繰
り
か
え
さ
れ
る
病
気
」
で
、
今
日
の
マ
ラ
リ
ヤ
に
あ
た

（

）

る
と
さ
れ
る
。「
飲
食
不
受
」
は
飲
む
も
の
も
食
べ
る
も
の
も
受
け
つ
け
な
い

意
で
あ
る
か
ら
、
喉
も
渇
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
熱
や
悪
寒
、
食

欲
不
振
、
喉
の
渇
き
等
に
対
処
す
る
た
め
、
顕
光
は
柑
子
と
橘
を
求
め
た
の
で

あ
る
。
た
だ
『
小
右
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
顕
光
の
「
放
哥
」
と
い
う
様
子

か
ら
「
邪
気
」
が
と
り
つ
い
て
い
た
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

「
瘧
病
」
に
か
か
っ
た
と
い
う
顕
光
の
言
葉
に
は
信
憑
性
が
な
い
の
で
（「
依
無

其
実
」）
実
資
は
柑
子
も
橘
も
送
ら
な
か
っ
た
。
相
手
が
か
の
顕
光
と
い
う
事

（

）

情
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
言
で
言
え
ば
、
顕
光
は
実
資
に
相
手
に
し
て
も

（

）

ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
台
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
八
月
二
十
五
日
条

二
十
五
日
庚
子
、
医
基
康
来
語
曰
、
近
日
法
皇
不
予
、
御
腹
〈
臍
上
〉
少

腫
、
又
御
膳
多
時
可
二

大
甘
子
一

、
少
時
不
レ

及
レ

之
。
仍
明
日
□
有
二

御
灸

治
一

。
基
康
可
二

奉
仕
一

也
。

こ
れ
は
鳥
羽
院
の
「
御
腹
」
が
腫
れ
た
時
の
侍
医
丹
波
基
康
の
言
談
で
あ

る
。
傍
線
の
後
半
部
は
や
や
文
意
が
と
り
に
く
い
が
、「
御
食
事
は
、
多
い
時

で
大
柑
子
を
食
べ
ら
れ
る
程
度
、
少
な
い
時
に
は
そ
れ
に
も
及
ば
な
い
」
と
い

う
意
か
。
喉
の
渇
き
と
直
接
関
わ
ら
な
い
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
食
事
が
満

足
に
摂
れ
な
い
状
況
で
、
な
ん
と
か
口
に
で
き
る
の
が
柑
子
だ
っ
た
点
で
は

『
小
右
記
』
に
記
す
顕
光
の
場
合
と
共
通
す
る
。
付
言
す
れ
ば
鳥
羽
院
は
、
前

年
も
体
調
を
崩
し
て
い
た
（『
台
記
』
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
四
月
十
六
日

条
、
六
月
五
日
条
、
同
六
日
条
等
）。
右
の
言
談
の
翌
年
に
あ
た
る
保
元
元
年

（
一
一
五
六
）、
鳥
羽
院
が
五
十
四
歳
で
薨
去
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。『

明
月
記
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
十
二
月
四
日
条

今
日
或
物
依
志
送
奉
柑
子
、
入
道
大
臣
殿
女
房
返
事
云
〈
一
昨
日
俄
御

風
、
昨
今
雖
無
為
、
其
後
不
食
御
座
云
々
〉。

７ 藁しべ長者と大柑子



こ
れ
は
「
或
物
」
が
「
入
道
大
臣
殿
」
に
柑
子
を
送
っ
た
時
の
記
録
で
あ

る
。「
入
道
大
臣
殿
」
は
藤
原
実
宗
を
指
す
。
実
宗
は
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）

内
大
臣
と
な
る
が
、
翌
年
大
臣
を
辞
し
出
家
（『
公
卿
補
任
』）。
定
家
に
と
っ

（

）

て
は
義
理
の
父
に
あ
た
る
。
本
文
に
「
依
志
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
「
女

房
」
が
実
宗
の
病
状
を
伝
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
或
物
」
は
実
宗
の
病
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
耳
に
し
、
見
舞
い
の
品
と
し
て
柑
子
を
送
っ
た
と
判
断
さ
れ

（

）

る
。
当
時
実
宗
は
六
十
歳
を
越
え
て
い
た
。
ま
た
彼
は
長
年
中
風
を
患
い
、
建

（

）

仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
大
臣
の
任
官
を
辞
退
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
柑
子
は
、
中
風
に
悩
む
高
齢
の
病
人
に
送
ら
れ
た
品
だ
っ
た
こ
と
も
判
明
す

る
。
右
の
本
文
に
記
す
「
御
風
」
が
ど
の
よ
う
な
病
態
か
は
場
合
に
よ
り
さ
ま

（

）

ざ
ま
で
、
容
易
に
判
断
で
き
な
い
が
、「
不
食
」
は
食
事
が
摂
れ
な
い
様
子
を

指
す
。
実
宗
の
病
状
を
ど
こ
ま
で
承
知
し
た
上
で
柑
子
が
送
ら
れ
た
か
ま
で
は

右
の
記
録
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
時
宜
に
か
な
う
品
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
実
宗
は
実
は
こ
の
四
日
後
に
息
を
引
き
取
る
。
だ
が
覚
悟
の
上
で
の

臨
終
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
最
期
の
様
子
を
詳
記
し
た
上
で
定
家
は
「
善
人
之

命
終
已
如
此
、
可
謂
不
思
議
」
と
記
し
て
い
る
（『
明
月
記
』
同
月
八
日
条
）。

こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
見
て
く
る
と
、「
瘧
病
」
や
腹
部
の
腫
れ
、

中
風
な
ど
、『
医
心
方
』
の
記
す
薬
効
と
実
際
の
疾
患
と
が
必
ず
し
も
重
な
ら

な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
特
定
の
症
状
へ
の
薬
効
も
配
慮
さ
れ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
以
上
に
ま
ず
は
水
分
等
を
補
給
し
、
少
し
で
も
基
礎
体
力
を
回
復

さ
せ
る
意
味
合
い
が
柑
子
に
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ

よ
院
や
大
臣
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
病
気
に
な
っ
た
時
に
ま
ず
口
に
し

う
る
も
の
と
し
て
柑
子
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
も
単
な
る
病
人
食

な
の
で
は
な
く
、
か
な
り
重
篤
な
場
合
、
あ
る
い
は
臨
終
が
近
い
場
合
で
も
手

元
に
備
え
る
食
べ
物
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
先
述
し
た
『
源
氏
物
語
』

等
の
用
例
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る
。
一
々
例
示
し
な
い
け
れ
ど
も
、
社
会
の
最

上
層
に
い
る
人
物
に
は
当
然
医
道
の
専
門
家
が
つ
い
て
い
た
。
彼
ら
は
服
薬
に

つ
い
て
医
家
の
意
見
を
仰
ぎ
、
ま
た
灸
治
を
受
け
た
。
病
気
の
際
、
高
僧
に
よ

る
祈
祷
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
す
ぐ
手

の
届
く
と
こ
ろ
に
柑
子
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
貴
族
以
外
で
は
ど
う
な
の
か
。
資
料
的
制
約
か
ら
や
や
時
代
は
く
だ
っ

て
し
ま
う
が
、
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
叡
尊
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
二
千

人
の
非
人
へ
の
施
行
の
記
録
で
あ
る
（『
中
臣
祐
賢
記
』
文
永
六
年
（
一
二
六

九
）
三
月
二
十
五
日
条
）。

同
二
十
五
日
、
般
若
寺
ニ
テ
文
殊
供
養
次
第
、

（
北
）

ナ
ガ
レ

非
人
二
千
人
ヲ
集
テ
、
其
西
ノ
野
ニ
テ
南
比
ニ
ナ
ラ
ブ
。
十
座
ニ
居
タ

リ
。
午
剋
〈
巳
歟
〉
ニ
面
々
ニ
米
一
斗
、
フ
ク
ロ
ニ
入
テ
、
又
ヒ
カ
サ
一

・
莚
一
枚
〈
六
尺
〉・
ウ
チ
ワ
一
・
ア
サ
ナ
ベ
一
・
ハ
リ
・
イ
ト
・
ヒ
キ

レ
二
・
モ
チ
ヰ
一
枚
・
白
一
ノ
ワ
リ
ゴ
一
合
〈
蓮
花
ヲ
書
〉・
カ
シ
ラ
ツ

丶
ミ
ノ
布
〈
カ
ミ
ニ
ツ
丶
ム
〉
一
・
シ
ル
二
・
カ
ウ
ジ
・
水
、
此
等
於

シ

面
々
キ
タ
ノ
ハ
シ
ヨ
リ
供
之
。（
略
）
紫
円
房
（
叡
尊
）・
勧
良
房
（
観
良

（

）

房
良
恵
）
与
結
構
也
。
希
代
勝
事
歟
。

（

）

右
の
資
料
に
つ
い
て
は
細
川
涼
一
氏
が
詳
し
く
論
究
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
ま
ず
本
文
に
「
文
殊
供
養
」
と
あ
る
の
は
、
直
接
的
に
は
奈
良
坂
の
般

８



若
寺
に
文
殊
像
を
安
置
し
た
こ
と
を
指
す
が
、
あ
わ
せ
て
叡
尊
が
中
世
の
非
人

救
済
に
あ
た
り
彼
ら
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
み
な
し
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
。

般
若
寺
の
良
恵
と
と
も
に
行
っ
た
右
の
文
永
六
年
の
法
会
は
、
叡
尊
に
よ
る

「
文
殊
供
養
の
頂
点
」
と
評
さ
れ
る
大
規
模
な
施
行
で
あ
り
、
米
・
檜
笠
（
あ

る
い
は
日
傘
）・
筵
・
団
扇
・
浅
鍋
・
針
・
糸
・
引
入
・
餅
・
破
子
・
布
（
癩

病
患
者
の
非
人
が
頭
を
包
む
も
の
）・
汁
・
柑
子
・
水
な
ど
の
品
が
施
さ
れ
た
。

細
川
氏
は
こ
れ
ら
の
品
々
に
注
解
を
加
え
る
と
と
も
に
、
道
具
論
の
観
点
か
ら

黒
田
日
出
男
氏
が
指
摘
し
た
「
食
料
と
ま
さ
に
乞
食
非
人
と
し
て
生
活
す
る
の

（

）

に
必
要
な
道
具
類
で
あ
っ
た
」
と
い
う
見
解
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め

て
右
の
資
料
を
見
る
と
、
飲
食
物
と
し
て
施
さ
れ
た
の
は
米
・
汁
・
柑
子
・
水

だ
っ
た
。
両
氏
の
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
非
人
の
中
核
は
乞
食
非
人
、
不
具

者
、
癩
病
患
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
柑
子
に
癩
病
治
癒
の
薬
効
が
期

待
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
の
柑
子
は
あ
く
ま
で
非
人
た
ち
の
最

低
限
の
生
存
を
支
え
る
も
の
と
し
て
施
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
非
人
施
行
と
関
わ
り
を
も
つ
説
話
が
『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（『
琳

阿
本
』、
一
二
四
一
〜
一
二
六
二
年
）
巻
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法

然
の
浄
土
教
に
帰
依
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
光
明
山
の
明
遍
が
見
た
夢
の
話
で

（

）

あ
る
。
明
遍
は
当
初
法
然
の
『
選
択
集
』
に
「
偏
執
な
る
辺
あ
り
」
と
思
う

が
、
後
に
夢
で
、
天
王
寺
の
西
門
で
数
知
れ
ず
臥
せ
っ
て
い
た
病
人
に
法
然
が

施
行
す
る
さ
ま
を
見
る
。

其
後
夢
に
見
給
。
天
王
寺
の
西
門
に
病
者
か
ず
も
し
ら
ず
な
や
み
ふ
せ

り
。
一
人
の
聖
あ
り
て
鉢
に
か
ゆ
を
入
て
貝
を
も
ち
て
病
人
の
口
々
ご
と

に
い
る
。
誰
人
ぞ
と
問
へ
ば
、
あ
る
人
答
云
、
法
然
上
人
也
と
い
ふ
と
見

て
さ
め
ぬ
。（
略
）
病
人
の
様
は
は
じ
め
に
は
柑
子
・
橘
・
梨
子
て
い
の

も
の
を
食
す
れ
共
、
は
て
に
は
そ
れ
も
と
ゞ
ま
り
ぬ
。
後
に
は
う
き
�
�

（

）

を
も
て
喉
を
う
る
を
す
ば
か
り
に
命
を
ひ
か
へ
て
侍
な
り
。

病
人
た
ち
は
、
は
じ
め
は
柑
子
な
ど
を
食
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
か
な
わ
な

く
な
っ
た
も
の
か
、「
う
き
�
�
」（『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
「
重
湯
」）
で
命
長

ら
え
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。
し
か
る
に
右
の
話
に
は
次
の
文
言
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。

五
濁
濫
漫
の
世
に
は
仏
の
利
益
も
次
第
に
減
ず
。
こ
の
頃
は
あ
ま
り
に
世

く
だ
り
て
我
等
は
重
病
の
も
の
ゝ
如
し
。
三
論
・
法
相
の
柑
子
た
ち
ば
な

も
く
は
れ
ず
、
真
言
・
止
観
の
梨
子
も
く
は
れ
ね
ば
、
念
仏
三
昧
の
う
き

�
�
に
し
て
生
死
を
出
べ
き
な
り
け
り
と
て
、
上
人
に
参
て
懺
悔
し
専
修

念
仏
門
に
入
給
に
け
り
。

法
然
が
柑
子
を
施
行
し
た
説
話
は
覚
如
『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』（
一
三
〇
一
年
）

巻
四
、『
法
然
上
人
伝
記
』（『
九
巻
伝
』、
一
三
一
二
年
頃
）
巻
三
下
、『
法
然

上
人
行
状
絵
図
』（『
四
十
八
巻
伝
』、
一
三
〇
七
年
以
降
）
巻
十
六
等
に
も
あ

（

）

り
、
法
然
伝
の
展
開
と
と
も
に
流
布
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
の
説
話
で
は
、
柑
子
・
橘
は
「
三
論
・
法
相
」
の
比
喩
で
も
あ
っ
た
。
説

話
の
中
の
し
か
も
夢
の
中
の
叙
述
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
仏
法
の
比
喩
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
、
本
話
に
お
け
る
柑
子
に
は
多
く
の
要
素
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
先
の
般
若
寺
文
殊
供
養

の
事
例
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
柑
子
が
社
会
の
底
辺
で
苦
し
む
病
人
に
施
さ
れ
る
こ

９ 藁しべ長者と大柑子



と
が
あ
る
と
い
う
実
情
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
確
か
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
右
の
よ
う
な
話
は
成
立
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

病
は
身
分
の
高
下
を
選
ば
な
い
。
そ
し
て
以
上
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
身

分
制
社
会
の
両
極
に
あ
る
病
人
が
と
も
に
柑
子
を
必
要
と
し
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
れ
が
い
か
な
る
病
状
で
あ
れ
、
衰
弱
し
た
時
に
ま
ず
欲
し
い
食
べ
物
の

一
つ
が
柑
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
柑
子
は
水
分
を
補
い
、
病
を
快
方
に
導

く
食
養
生
の
品
と
し
て
あ
っ
た
。『
今
昔
』
に
登
場
す
る
貴
人
が
あ
れ
ほ
ど
喜

ん
だ
理
由
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四

布
三
段
・
馬
・
田
と
米
、
そ
し
て
家

喉
の
渇
き
に
よ
り
旅
先
で
体
調
不
良
に
な
っ
た
か
の
貴
人
に
と
っ
て
、
柑
子

が
口
に
し
た
い
品
だ
っ
た
こ
と
は
『
今
昔
』
の
文
脈
か
ら
想
像
は
で
き
る
。
そ

れ
が
時
宜
に
か
な
う
品
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
青
侍
は
柑
子
と
引
き
換
え
に
布
三
段

を
得
た
。
だ
が
そ
れ
が
ど
う
時
宜
に
か
な
っ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
に
は
、

柑
子
を
め
ぐ
る
社
会
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
飲
食
す
ら
お
ぼ
つ

か
な
い
病
人
が
手
元
に
置
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
日
々
の
生
活
を
し
の
ぐ
の
に

精
一
杯
の
非
人
に
施
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
柑
子
だ
っ
た
と
知
る
こ
と
で
、
筆

者
は
、
こ
の
場
面
の
読
み
に
は
じ
め
て
具
体
的
な
陰
影
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え

る
。
山
内
氏
は
柑
子
に
人
を
蘇
生
さ
せ
る
効
力
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
効
力
と

は
具
体
的
に
は
柑
子
の
酸
味
で
あ
ろ
う
。
本
話
は
長
谷
詣
と
い
う
旅
の
間
の
で

き
ご
と
で
あ
る
が
、
柑
子
が
旅
先
へ
の
携
行
に
適
し
た
日
持
ち
の
良
い
食
べ
物

で
あ
る
こ
と
は
、
本
話
に
お
い
て
語
ら
れ
ざ
る
前
提
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
何
ら
か
の
品
が
、
最
も
必
要
と
さ
れ
る
人
の
も
と
に
届
け
ら
れ

る
。
当
時
の
商
習
慣
に
お
い
て
は
等
価
交
換
が
原
則
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
う

し
た
交
換
を
重
ね
る
た
び
に
青
侍
は
富
を
増
し
て
い
く
。
し
か
も
中
村
修
也
氏

が
述
べ
る
よ
う
に
、
交
換
相
手
は
「
決
し
て
損
な
交
換
を
し
た
と
は
思
っ
て
お

（

）

ら
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
交
換
に
よ
っ
て
助
か
っ
た
と
い
う
意
識
の
方
が
強
い
」。

こ
う
し
た
相
手
と
の
出
会
い
や
互
恵
的
な
交
換
が
次
々
と
実
現
し
て
い
く
。
こ

れ
こ
そ
が
本
話
に
お
け
る
長
谷
観
音
の
は
か
ら
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
は
か

ら
い
を
実
現
さ
せ
る
意
味
に
お
い
て
、
大
柑
子
は
話
に
登
場
す
る
必
然
性
を
も

っ
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

で
は
青
侍
が
順
に
手
に
入
れ
る
布
三
段
や
馬
、
田
と
米
は
ど
う
な
の
か
と
い

う
次
の
問
い
が
導
か
れ
る
が
、
大
柑
子
に
要
し
た
ほ
ど
の
考
証
は
必
要
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
富
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
先
行
研
究

を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
ご
く
簡
単
に
確
認
す
る
。

当
時
の
布
は
、
そ
れ
自
体
が
生
活
必
需
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
貨
幣
と
し
て

の
機
能
を
も
っ
て
い
た
。
歴
史
学
の
桜
井
英
治
氏
は
、
中
世
年
貢
の
な
か
で
圧

倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
の
が
米
・
絹
・
布
の
三
貨
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で

次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

当
該
期
の
米
・
絹
・
布
生
産
は
消
費
財
、
使
用
価
値
の
生
産
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
面
で
は
貨
幣
そ
の
も
の
の
生
産
と
し
て
の
側
面
も
あ
わ
せ
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
性
格
ゆ
え
に
、
絹
・
布
生
産
は
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と
ら
い
せ
ん

十
二
世
紀
半
ば
以
降
、
大
量
に
流
入
し
た
渡
来
銭
の
影
響
を
ま
ぬ
が
れ
な

（

）

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

後
に
馬
を
田
や
米
と
交
換
す
る
場
面
で
『
今
昔
』
の
青
侍
は
、
本
当
は
田
な

え
う

は
べ

ど
で
は
な
く
「
絹
・
布
コ
ソ
ハ
要
ニ
ハ
侍
レ
ド
モ
」
と
語
る
。『
古
本
』
や

『
宇
治
』
で
は
、
田
の
方
が
本
当
は
い
い
と
内
心
思
い
つ
つ
、
青
侍
は
右
と
同

様
の
発
言
を
す
る
。
青
侍
の
言
葉
は
、
文
脈
上
は
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め

の
発
言
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
布
は
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
当
時
の

商
習
慣
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
も
い
る
。
で
は
そ
の
貨
幣
価
値
は
い
か
ほ
ど

か
。『
今
昔
』
の
成
立
と
重
な
る
十
二
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
文
書
か
ら
若
干

の
例
を
示
せ
ば
、「
最
勝
御
講
用
途
料
手
作
布
参
段
直
穀
捌
拾
肆
石
」（
布
三
段

（

）

で
穀
物
八
十
四
石
）、「
白
布
参
丈

代
米
伍
斗
、
貴
布
参
丈

米
代
肆
斗
伍

升
、（
略
）
白
布
〈
麻
布
〉
参
丈

代
米
参
斗
伍
升
（
下
略
）」（
三
丈
の
白
布

（

）

に
つ
き
米
五
斗
等
）、「
六
丈
白
布
六
段
〈
代
六
石
段
別
一
石
〉」（
一
丈
の
布
一

（

）

段
に
つ
き
米
一
石
）
等
の
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
書
が
書
か
れ
た
個
々

の
背
景
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
布
の
品
質
や
相
場
の
変
動
な
ど
、
多
く
の
要
素

を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
一
本
の
藁
筋
と
比

べ
、
布
三
段
が
格
段
に
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
今
は
十

わ
ら
す
ぢ

な
り

分
で
あ
る
。『
今
昔
』
の
青
侍
は
「
藁
筋
一
ツ
ガ
布
三
段
ニ
成
ヌ
ル
事
、
此
レ

た
す
け

観
音
ノ
御
助
也
ケ
リ
」
と
喜
ぶ
（
傍
線
部
は
『
古
本
』・『
宇
治
』
と
共
通
）。

布
の
貨
幣
価
値
を
考
え
れ
ば
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

次
に
青
侍
は
、
陸
奥
国
か
ら
連
れ
て
き
た
名
馬
が
頓
死
し
困
り
果
て
て
い
る

男
と
出
会
う
。
絹
一
疋
す
ら
得
ら
れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
皮
だ
け
で
も
剥

ぎ
た
い
が
旅
先
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
男
は
言
う
。
そ
こ
で
青
侍
は
、
皮

お
も

な
ら
自
分
が
剥
ぐ
の
で
と
言
っ
て
布
一
段
を
手
渡
す
。
男
は
「
不
思
ハ
ヌ
ニ
所

得
シ
タ
リ
」
と
思
い
、
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
走
り
去
る
。
青
侍
が
長
谷
観
音
に

祈
る
と
馬
は
蘇
る
。

こ
う
し
て
青
侍
は
、
値
段
に
糸
目
は
つ
け
な
い
か
ら
買
い
た
い
と
万
人
が
ほ

し
が
っ
た
と
い
う
馬
を
手
に
入
れ
る
。
千
本
英
史
氏
が
す
で
に
論
じ
る
よ
う

（

）

に
、
こ
の
場
面
の
要
点
は
馬
の
皮
を
剥
ぐ
こ
と
を
め
ぐ
る
記
述
に
あ
る
。
死
ん

だ
馬
の
処
理
に
は
大
変
な
時
間
と
手
間
が
か
か
る
。
加
え
て
馬
の
皮
を
剥
ぐ
の

は
被
差
別
民
の
仕
事
だ
っ
た
。
詳
細
は
千
本
氏
の
論
考
を
御
参
照
い
た
だ
き
た

い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
場
面
が
中
世
に
お
け
る
牛
馬
処
理
の
慣
習
を
ふ
ま

え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
馬
に
死
な
れ
た
男
が
青
侍
の
申
し
出

を
喜
ん
で
受
け
入
れ
、
布
と
の
交
換
を
急
い
だ
点
に
は
、
中
世
社
会
の
も
っ
た

一
つ
の
側
面
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
言
わ
ば
で
き
す
ぎ
の
交
換
を
重
ね
た
末
に
青
侍
は
、
今
か
ら
長
い

旅
路
に
赴
こ
う
と
す
る
男
と
出
会
い
、
馬
を
売
る
。
そ
の
交
換
に
よ
り
青
侍
は

た

ゐ

す
こ
し

ち
か

『
今
昔
』
で
は
「
九
条
田
居
ノ
田
一
町
・
米
少
」、『
宇
治
』
で
は
「
鳥
羽
の
近

き
田
三
町
、
稲
す
こ
し
、
米
な
ど
」（『
古
本
』
も
ほ
ぼ
同
様
）
を
手
に
入
れ

る
。
田
を
人
に
耕
さ
せ
て
ま
す
ま
す
裕
福
に
な
り
、
家
も
入
手
し
た
と
す
る
点

で
は
『
今
昔
』
等
の
三
書
は
共
通
す
る
。
つ
ま
り
青
侍
の
交
換
の
旅
は
最
終
的

に
は
家
に
帰
着
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
家
に
つ
い
て
は
歴
史
学
の
分
野
で
膨

大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
筆
者
が
安
易
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

こ
で
は
藁
し
べ
説
話
の
結
末
を
ふ
ま
え
つ
つ
歴
史
学
の
西
山
良
平
氏
が
示
し
た
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（

）

「
平
安
京
で
は
、「
家
」
が
住
人
の
社
会
的
地
位
を
象
徴
す
る
」
と
い
う
指
摘
を

想
起
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
西
山
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
自
分
の
家
を
持
た
な

い
人
は
、
自
分
の
家
で
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
子
ど
も
の
出
産
も
で
き
な

い
。
こ
れ
は
生
き
て
い
く
上
で
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
誰
も
が

家
を
所
有
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
青
侍
は
長
谷
観
音
の
霊
験
に
よ
り
、

そ
の
家
を
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

五

昔
話
か
ら
説
話
へ
、
説
話
か
ら
昔
話
へ

と
こ
ろ
で
『
今
昔
』
等
の
藁
し
べ
説
話
は
、
そ
も
そ
も
は
交
換
連
鎖
を
主
と

し
た
昔
話
が
あ
り
、
そ
れ
が
長
谷
観
音
の
霊
験
譚
と
融
合
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
現
在
伝
わ
る
藁
し
べ
長
者
の
昔
話
は
『
今
昔
』
等
の

文
献
資
料
が
核
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
論
及
さ
れ
て
い

（

）
る
。
つ
ま
り
藁
し
べ
長
者
の
話
は
、
昔
話
か
ら
説
話
へ
、
説
話
か
ら
昔
話
へ
と

伝
承
が
展
開
し
た
こ
と
に
な
る
。
筆
者
も
こ
の
見
通
し
に
は
賛
成
で
あ
り
、
特

に
昔
話
か
ら
説
話
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
今
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
説
話
の
本
文
形
成
に
あ
た
っ
て

は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
反
映
さ
れ
て
い

る
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
『
今
昔
』
に
は
青
侍
が
虻
を
藁
筋
で
く
く
る
描
写
が
あ
る
が
、
別
稿

で
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
れ
は
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
第
４３８
番
の
よ
う
な
子
ど
も

（

）

の
虫
遊
び
の
習
俗
が
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
今
昔
』
に
は
布
三
段
を
受
け

は
さ

取
っ
た
青
侍
が
、
そ
れ
を
「
脇
ニ
挟
ム
」
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
は
新
日
本
古
典

文
学
大
系
『
古
本
』
の
脚
注
（
４７９
頁
注
（

））
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
お
そ

ら
く
は
脇
差
と
呼
ば
れ
る
、
被
け
物
を
受
け
取
っ
た
際
の
当
時
の
風
習
を
ふ
ま

（

）

え
た
動
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
描
写
も
『
古
本
』・『
宇
治
』
に
共
通
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
は
三
書
の
共
通
母
胎
の
時
点
で
す
で
に
形
成
さ
れ
た
本
文
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
馬
の
頓
死
し
た
場
面
が
牛
馬
処
理
の
慣
習
を
ふ

ま
え
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
細
部
の
描
写
に
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

か
け
て
の
こ
う
し
た
習
俗
等
が
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
藁
し
べ
説
話
は
同
時

（

）

代
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
現
在
伝
わ
る
藁
し
べ
長
者
の
昔
話
と
比
較
す
る
と
、
表
現
上
の
質
的

差
違
は
よ
り
は
っ
き
り
す
る
。
一
例
と
し
て
岐
阜
県
郡
上
郡
大
和
村
に
伝
わ
る

「
藁
す
べ
長
者
」
の
後
半
部
を
示
す
。

ほ
い
て
、
く
だ
も
の
と
お
菓
子
ち
ゅ
う
よ
な
も
ん
、
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん

持
っ
と
っ
た
ら
な
、
持
っ
て
ま
た
歩
き
よ
っ
た
ら
、
ほ
し
た
ら
ま
た
今
度

は
、
ど
え
ら
い
と
こ
の
奥
さ
ん
が
病
気
や
っ
て
っ
て
医
者
へ
行
く
っ
て
い

う
道
や
っ
た
げ
な
が
、「
く
だ
も
の
買
お
う
と
思
っ
て
も
な
い
し
、
ほ
ん

と
に
、
ま
あ
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ん
し
、
食
べ
さ
せ
た
い
し
」
て
い

う
人
に
出
会
っ
て
な
、
ほ
い
た
ら
、「
そ
う
な
ら
、
わ
し
が
今
蘂
す
べ
と

代
え
た
ん
や
で
、
こ
ん
な
も
ん
、
元
ぁ
、
あ
ら
せ
ん
じ
ゃ
で
や
る
」
て
っ

て
、
そ
の
子
に
や
っ
て
な
あ
、
ほ
い
た
ら
、
ま
あ
、
ど
え
ら
い
旦
那
衆
の

は
た

人
じ
ゃ
も
ん
で
、
そ
の
お
礼
に
機
を
自
分
に
織
っ
た
地
織
り
（
自
家
用
に

織
っ
た
布
）
の
白
絹
を
ね
、
三
反
や
ら
く
れ
た
や
っ
て
、
そ
の
く
だ
も
の
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と
代
え
て
、
お
礼
に
。
ほ
し
た
ら
、
そ
れ
が
ど
え
ら
え
え
反
物
で
な
、
ほ

ん
で
、
今
度
は
そ
れ
を
見
た
人
が
、「
ど
れ
だ
け
高
う
て
も
売
っ
て
く
り

ょ
」
て
っ
た
も
ん
で
ね
、
そ
れ
が
ど
え
ら
い
金
に
な
っ
て
金
持
に
な
っ
た

（

）

っ
て
よ
う
な
こ
と
を
話
さ
っ
た
が
ね
。

多
く
の
昔
話
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
藁
し
べ
長
者
の
昔
話
で
は
原
則
と
し

て
固
有
名
詞
が
記
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
長
谷
寺
や
京
と
い
っ
た
地
名
が
な
い
た

め
、
長
谷
詣
と
い
う
具
体
的
な
空
間
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
京
か

ら
長
谷
寺
ま
で
は
約
七
十
二
㎞
あ
り
、
片
道
で
少
な
く
と
も
一
泊
は
必
要
で
あ

る
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
の
説
話
で
も
、
青
侍
は
宇
治
の
辺
り
で
一
泊
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
案
外
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
長
谷
寺
の
大
門
で
手
に

握
っ
た
藁
が
田
や
米
に
な
る
ま
で
、
か
か
っ
た
日
数
は
わ
ず
か
二
日
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
青
侍
の
人
生
の
苦
難
が
二
日
で
嘘
の
よ
う
に
好
転
し
た
こ
と
が
、

固
有
名
詞
の
存
在
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
昔
話
と
説
話
と
の
間
に

表
現
上
の
こ
う
し
た
質
的
差
違
が
あ
る
こ
と
は
、
藁
し
べ
説
話
を
理
解
す
る
上

で
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
取
り
上
げ
た
大
柑
子
に
つ
い
て
も
、
現
代
人
の
感
覚
を

も
ち
こ
む
だ
け
で
は
、
本
文
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
。
大
柑
子
を
も
ら
っ

た
貴
人
が
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
喜
ん
だ
の
か
。
な
ぜ
高
価
な
布
を
三
段
も
青
侍
に
贈

っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
点
は
同
時
代
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ふ
ま
え
る
こ
と

で
、
は
じ
め
て
理
解
が
深
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
本
稿
が
社
会
史
的
な
観
点
か

ら
大
柑
子
を
論
じ
た
の
も
、
実
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
青
侍
が
こ
う
し
た
奇
跡
的
と
も
言
え
る
交
換
連
鎖
を
実
現
し
て
い
く

こ
と
と
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
神
秘
的
な
は
か
ら
い
が
介
在
し
た
と
想
定
す
る
こ

と
、
こ
れ
が
長
谷
観
音
の
霊
験
譚
と
し
て
本
話
が
伝
承
上
の
融
合
を
果
た
す
大

（

）

き
な
契
機
と
な
る
。
で
は
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
藁
し
べ
長
者
の
説
話
は
、
長

谷
観
音
の
霊
験
譚
と
し
て
は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
こ
の
話
を
通

じ
て
、
長
谷
観
音
霊
験
譚
の
特
質
は
ど
う
理
解
で
き
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
題

は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

※
注
に
記
し
た
も
の
の
ほ
か
、
引
用
・
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
と
お

り
。『
長
谷
寺
験
記
』
は
横
田
編
『『
長
谷
寺
験
記
』
注
釈
稿
』（
平
成

年

度
大
阪
大
谷
大
学
特
別
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
、
平

）、『
今
昔
物
語

集
』・『
古
本
説
話
集
』・『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、

『
伊
勢
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
雑
談
集
』
は

中
世
の
文
学
、『
日
本
三
代
実
録
』・『
尊
卑
分
脈
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、

『
小
右
記
』
は
大
日
本
古
記
録
、『
権
記
』・『
台
記
』
は
増
補
史
料
大
成
、

『
明
月
記
』
は
国
書
刊
行
会
本
。
諸
資
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
原
則
と
し

て
通
行
の
字
体
に
し
た
が
い
、
適
宜
句
読
点
等
を
施
し
た
。
な
お
読
み
や
す

さ
を
考
慮
し
ル
ビ
を
一
部
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。
□
は
原
本
の
欠
字
・
欠

文
等
、〈

〉
は
割
注
・
小
字
等
、（

）
は
筆
者
に
よ
る
注
記
を
指
す
。

注（
�
）
「
藁
し
べ
長
者
と
蜂
」（『
定
本

柳
田
國
男
集

第
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
昭

、
初
出
昭

）

（
�
）
拙
稿
「
藁
し
べ
長
者
と
虻
│
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第

話
を
読
む
（
一
）
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│
」（『
大
阪
大
谷
国
文
』

、
令
２
・
３
刊
行
予
定
）

（
�
）
「『
徒
然
草
』
第
十
一
段
再
考
│
柑
子
と
そ
の
囲
い
に
つ
い
て
│
」（『
仏
教
文

学
』

、
平

・
４
）。
な
お
池
上
氏
と
同
様
の
整
理
は
山
内
洋
一
郎
氏
に
よ

っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
物
語
体
説
話
文
学
の
語
彙
」（『
日
本
の
説
話

第

７
巻

言
葉
と
表
現
』
東
京
美
術
、
昭

）
参
照
。

（
�
）
岩
政
正
男
氏
「
カ
ン
キ
ツ
の
歴
史
」（『
カ
ン
キ
ツ
総
論
』
養
賢
堂
、
平

）

は
、
古
代
か
ら
カ
ン
キ
ツ
は
日
本
国
内
の
暖
地
に
分
布
し
、
時
代
が
く
だ
る

と
と
も
に
外
国
か
ら
の
導
入
種
や
国
内
で
発
生
し
た
自
然
雑
種
や
突
然
変
異

に
よ
り
種
類
が
増
え
て
い
っ
た
が
、
経
済
的
な
栽
培
が
始
ま
っ
た
の
は
江
戸

時
代
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
�
）
一
つ
変
化
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
柑
子
や
橘
を
招
福
の
端
緒
と
す
る
話
が
特

に
中
世
後
期
の
文
学
作
品
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
氏
「「
三
つ
な
り
の
橘
」
考
」（『
人
が
走
る

と
き

古
典
の
な
か
の
日
本
人
と
言
葉
』
笠
間
書
院
、
平

、
初
出
平

）

に
詳
し
い
。
な
お
『
今
昔
』
の
藁
し
べ
説
話
は
、
柑
子
を
吉
祥
物
と
し
て
捉

え
う
る
最
も
早
い
時
期
の
用
例
で
も
あ
る
。

（
�
）
「
カ
ン
キ
ツ
の
栽
培
品
種
」（
注
（
４
）
前
掲
書
所
収
）

（
�
）
こ
の
他
、
大
柑
子
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
用
例
と
し
て
は
、『
太
神
宮
諸
雑
事

記
』
治
暦
二
年
（
一
〇
六
六
）
五
月
十
三
日
条
に
、「
大
柑
子
許
ノ
氷
」
が
降

り
、
牛
馬
や
犬
が
人
の
中
を
走
り
回
り
、
人
の
服
や
笠
も
破
れ
、
飛
ぶ
鳥
が

落
と
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
新
校
群
書
類
従
・
一

頁
）。

（
�
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
一
巻
「
か
う
じ
」、
同
第
四
巻
「
だ
い
か
う
じ
」
の

項
（
角
川
書
店
、
昭

・
平
６
）、
久
保
田
淳
氏
「
柑
子
」（「
古
典
の
な
か
の

植
物
・
拾
遺
」『
古
典
文
学
植
物
誌
』
學
燈
社
、
平

）、
稲
垣
泰
一
氏

た
ち
ば
な

こ
う
じ

「
橘

と
柑
子
の
話
」（『
今
昔
物
語
集
③
』
小
学
館
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
、
平

）

（
�
）
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
第
十
巻
（
小
学
館
、
平

）「
な
つ
み
か
ん
」

の
項
参
照
。
小
林
章
氏
「
夏
ミ
カ
ン
」（『
果
実
と
日
本
人
』
日
本
放
送
出
版

協
会
、
昭

）
は
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
長
門
国
青
海
島
の
海
岸
に
漂

着
し
た
大
果
の
種
を
蒔
い
て
育
て
た
の
が
夏
み
か
ん
の
原
木
だ
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
当
初
は
酸
っ
ぱ
く
食
用
に
な
ら
ず
、
子
ど
も
の
ま
り
投
げ
遊
び
に
使

わ
れ
た
と
い
う
。

（

）
引
用
は
『
栄
西
禅
師
集
』（
禅
文
化
研
究
所
、
平

・
５８９
頁
）
に
よ
る
。

か
う
じ

（

）
具
体
的
に
は
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
に
「
柑
子
や
う
の
も
の
な
ど
取
り
寄
せ
」

く

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
１１５
頁
）、『
篁
物
語
』
に
「
も
の
も
食
は
で
、
は

な
か
う
じ
・
橘
を
な
む
、
ね
が
ひ
け
る
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
、

頁
）、

た
ち
ば
な

か
う
じ

み

い

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
二
に
「
つ
ゆ
橘

・
柑
子
や
う
の
も
の
も
見
入
れ

ず
、
つ
き
か
へ
し
な
ど
し
た
ま
ふ
を
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
２９２
頁
、

「
つ
き
か
へ
し
」
は
悪
阻
の
た
め
食
べ
物
を
戻
す
意
）
と
所
見
。

（

）
注
（
３
）
前
掲
山
内
氏
論
文
。
氏
は
出
所
を
明
示
し
な
い
が
、
柑
子
に
関
す

る
『
延
喜
式
』
の
記
述
は
巻
三
十
三
・
大
膳
下
「
諸
国
貢
進
菓
子
」（
新
訂
増

補
国
史
大
系
、
７７９
頁
）、
巻
三
十
九
・
内
膳
司
（
同
、
８７８
頁
）
に
所
見
。

（

）
引
用
は
神
道
大
系
『
石
清
水
』
６０７
頁
に
よ
る
。

（

）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
②
』
５１２
頁
参
照
。

（

）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③
』
１０４
頁
頭
注
（
５
）。

（

）
速
水
侑
氏
「
観
音
霊
場
信
仰
の
成
立
と
展
開
」（『
観
音
信
仰
』
塙
書
房
、
昭

、
２３３
頁
）
の
紹
介
す
る
『
権
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
月
十
一
〜
十

五
日
条
で
は
、
所
要
日
数
は
往
路
三
日
、
復
路
二
日
（
往
路
は
「
宇
治
」、

「
山
階
」、
復
路
は
「
宇
治
」
に
宿
泊
）。『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
・
安
和
元
年

（
九
六
八
）
九
月
条
で
は
、
往
路
四
日
、
復
路
四
日
以
上
（
往
路
は
「
橋
寺
」

（
泉
橋
寺
）、「
寺
め
く
と
こ
ろ
」、「
椿
市
」
に
宿
泊
。
復
路
は
三
日
で
京
に
着

く
予
定
だ
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
で
饗
応
を
受
け
、
さ
ら
に
宇
治
で
兼
家
の
出

迎
え
を
受
け
る
）。『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
・
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
七
月
条
で

は
、
往
路
三
日
、
復
路
二
日
（
往
路
は
「
宇
治
」、
あ
る
「
宿
院
」（
宿
坊
）、

復
路
は
「
宇
治
」
に
宿
泊
）。『
今
昔
』
等
の
藁
し
べ
説
話
で
は
宇
治
の
辺
り

で
人
の
家
に
と
ど
ま
っ
た
と
あ
る
。『
長
谷
寺
験
記
』
下
巻
第
７
話
に
も
「
力

者
」（
実
は
観
音
の
化
身
）
の
担
う
輿
に
乗
せ
て
も
ら
い
、
二
日
で
帰
京
す
る

話
が
あ
る
。

（

）
『
医
心
方
』
の
本
文
は
『
医
心
方

半
井
家
本
医
心
方
（
６
）』（
オ
リ
エ
ン
ト

出
版
社
、
平
３
）、
現
代
語
訳
は
粟
島
行
春
氏
『
醫
心
方
〈
食
養
篇
〉』（
農
山
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漁
村
文
化
協
会
、
平
９
）
に
よ
る
。

（

）
「『
医
心
方
』
巻

の
基
礎
的
研
究
│
本
草
学
的
価
値
に
つ
い
て
│
」（『
薬
史

学
雑
誌
』

│
１
、
昭

・
７
）

（

）
『
新
修
本
草
』
は
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
以
降
典
薬
寮
の
教
科
書
と
し
て
採
用

さ
れ
た
書
（『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
平
６
）「
新
修
本
草
」
の
項

等
）。
本
文
は
図
書
寮
叢
刊
本
お
よ
び
岡
西
為
人
氏
『
重
輯
新
修
本
草
』（
学

術
図
書
刊
行
会
、
昭

）
を
参
照
し
た
。

（

）
中
国
本
草
書
の
比
定
は
、
新
村
拓
氏
「
古
代
中
世
の
医
薬
書
と
そ
の
流
布
」

（『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究

古
代
中
世
の
民
衆
生
活
と
医
療
』
法
政
大
学

出
版
局
、
昭

）
に
従
う
。

（

）
「
半
井
家
本
『
醫
心
方
』
に
つ
い
て
」（『『
醫
心
方
』
の
研
究
』
オ
リ
エ
ン
ト

出
版
社
、
平
６
）。
加
え
て
注
（

）
前
掲
新
村
氏
論
文
も
貴
族
社
会
内
で
の

『
医
心
方
』
の
享
受
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

（

）
引
用
は
続
群
書
類
従
・
三
十
下

頁
に
よ
る
。
な
お
同
頁
に
は
「
々
々
（
本

草
）
四
〈
崔
禹
錫
撰
〉」
と
あ
り
、
新
村
氏
は
こ
れ
を
『
崔
禹
食
経
』
に
比
定

す
る
。

（

）
引
用
は
続
群
書
類
従
・
三
十
下
４２２
頁
に
よ
る
。

（

）
引
用
は
続
群
書
類
従
・
三
十
一
上
１５４
頁
に
よ
る
。

（

）
引
用
は
『
頓
醫
抄
（
全
）』（
科
学
書
院
、
昭

、
底
本
は
内
閣
文
庫
本
）
に

よ
る
。
な
お
こ
の
写
本
は
一
つ
の
字
に
対
し
二
重
に
ル
ビ
を
書
き
入
れ
た
箇

所
が
散
見
す
る
。
引
用
文
中
の
ル
ビ
に
（

）
で
示
し
た
の
は
、
二
重
に
付

さ
れ
た
ル
ビ
を
示
す
。

（

）
『
頓
医
抄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
「
止
暴
渇
利
小
便
」
と
い
う
表
現
が
『
経
史
証
類
大

観
本
草
』
巻
二
十
三
「
乳
柑
子
」
の
項
に
所
見
（
本
文
は
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンh

ttp
://dl.n

dl.go.jp/in
fo
:n
dljp
/pid
/

2558445

コ
マ
番
号

参
照
）。『
大
観
本
草
』
は
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』

に
増
補
を
加
え
て
大
観
二
年
（
一
一
○
八
）
に
刊
行
さ
れ
、
早
け
れ
ば
永
久

五
年
（
一
一
一
七
）
前
後
、
遅
く
と
も
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
に
は
日
本

に
将
来
さ
れ
て
い
た
（
榎
本
渉
氏
「
平
安
王
朝
と
中
国
医
学
│
一
二
世
紀
を

中
心
に
」
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
別
冊
『
中
世
政
治
社
会
論
叢
』

平

・
３
）。
本
来
な
ら
厳
密
な
出
典
考
証
が
必
要
だ
が
、「
暴
渇
」
以
下
の

『
頓
医
抄
』
の
本
文
は
『
大
観
本
草
』
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

「
暴
渇
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
や
や
時
代
が
く
だ
る
が
、
明
代
の
医
学
書

『
普
済
方
』
巻
一
七
九
・

渴
門
「
暴
渇
」
に
症
状
と
治
癒
法
を
詳
記
（
景
印

文
淵
閣
四
庫
全
書
第
七
五
二
冊
８８７
頁
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
暴
渇
」
は
「
縁
熱

甚
、

理
開
、
汗
大
泄
、
而
津
液
暴
燥
」（
熱
が
は
な
は
だ
し
く
、
肌
の
き
め

が
開
き
、
多
量
の
発
汗
が
あ
り
、
体
液
が
渇
い
た
状
態
）
の
意
と
判
断
さ
れ

る
。
た
だ
し
「
縁
熱
」
の
語
は
未
詳
。「
津
液
」
に
は
唾
液
・
体
液
等
の
意
味

が
あ
る
が
、『
普
済
方
』
巻
一
七
九
冒
頭
に
「
夫
五
臓
六
腑
者
皆
有
津
液
也
」

と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
体
液
の
意
。

（

）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
②
』
４４６
頁
、
同
『
源
氏
物
語
④
』
２８４

頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狭
衣
物
語
』（
底
本
は
内
閣
文
庫
本
）
１５２
頁
参

照
。

（

）
『
河
海
抄
』
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
「
又
本
草
云
、
柑
子
無
毒
〈
云
々
〉。
仍

病
者
宜
食
歟
」
と
注
す
る
（『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
、
昭

、
３５９

頁
）。
な
お
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
柑
子
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
は
荻
田
み

ど
り
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
柑
子
│
藤
壺
宮
と
柏
木
を
結
ぶ
│
」（『
古
代
中
世

文
学
論
考
』

、
平

・
３
）
参
照
。
荻
田
氏
は
柑
子
の
関
連
資
料
と
し
て

『
医
心
方
』
等
を
掲
げ
る
が
、
例
え
ば
中
国
本
草
書
の
分
析
や
、
貴
族
社
会
内

で
の
『
医
心
方
』
享
受
の
実
態
な
ど
、
柑
子
の
社
会
史
的
背
景
に
つ
い
て
ふ

み
こ
ん
だ
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（

）
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
第
四
巻
（
小
学
館
、
平

）「
ぎ
ゃ
く

【
瘧
】」
の
項
参
照
。

（

）
服
部
敏
良
氏
「
日
記
物
語
と
疾
病
」（『
王
朝
貴
族
の
病
状
診
断
』
吉
川
弘
文

館
、
昭

）

（

）
『
平
安
時
代
史
事
典
』「
藤
原
顕
光
」
の
項
等
参
照
。

（

）
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
円
融
院
の
御
悩
に
さ
い
し
実
資
が
小
柑
子
・
栗
・

暑
預
・
信
濃
梨
を
送
っ
た
例
で
あ
る
（『
小
右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十

二
月
十
七
日
条
、
同
二
十
八
日
条
）。『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
同
月
十
六
日

お
よ
び
二
十
六
日
、
実
資
は
円
融
院
の
病
状
を
耳
に
し
た
。
つ
ま
り
病
状
を
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聞
い
た
翌
日
な
い
し
翌
々
日
に
こ
れ
ら
の
品
を
送
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
対
応

の
早
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
円
融
院
は
「
従
去
月
心
神
不
例
、
飲
食

難
受
、
菓
子
難
見
」（
同
十
六
日
条
）
と
い
う
様
子
で
あ
り
、
実
資
の
送
っ
た

品
を
口
に
で
き
た
可
能
性
は
低
い
。
院
の
病
状
は
回
復
せ
ず
、
翌
年
二
月
に

崩
御
し
た
。

（

）
『
尊
卑
分
脈
』
に
定
家
の
子
、
為
家
に
つ
い
て
「
母
内
大
臣
実
宗
公
女
」
と
所

見
。

（

）
実
宗
の
享
年
は
記
録
に
よ
り
異
な
り
、『
玉
蘂
』
建
暦
二
年
十
二
月
八
日
条
は

六
十
四
歳
、『
公
卿
補
任
』
は
六
十
八
歳
（
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
条
に
五

十
六
歳
と
所
見
）、『
尊
卑
分
脈
』
は
六
十
九
歳
と
記
す
。

（

）
『
玉
蘂
』
建
暦
二
年
十
二
月
八
日
条
。
本
文
は
『
玉
蘂
』（
思
文
閣
出
版
、
昭

）
参
照
。

（

）
注
（

）
前
掲
服
部
氏
論
文
。

（

）
引
用
は
『
春
日
社
記
録

二
』（
春
日
大
社
、
昭

）
に
よ
る
。

（

）
『
感
身
学
正
記
１

西
大
寺
叡
尊
の
自
伝
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
平

）

２９１
〜
２９２
、
２９５
〜
３０８
頁
。

（

）
「
史
料
と
し
て
の
絵
巻
物
と
中
世
身
分
制
」（『
境
界
の
中
世

象
徴
の
中
世
』

東
京
大
学
出
版
会
、
昭

）

（

）
本
話
の
背
景
に
あ
る
法
然
と
明
遍
の
邂
逅
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
浩
文
氏

「
法
然
と
明
遍
の
面
謁
│
鎌
倉
時
代
中
期
の
史
料
よ
り
│
」（『
深
草
教
学
』

、
平

・
３
）、
同
氏
「
法
然
と
明
遍
の
面
謁
│
鎌
倉
時
代
後
期
の
史
料
よ

り
│
」（『
深
草
教
学
』

、
平

・
３
）
参
照
。
氏
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
問

答
を
記
し
た
最
古
の
文
献
は
『
明
義
進
行
集
』（
一
二
四
二
〜
一
二
七
五
年
成

立
）
で
あ
り
、
以
後
『
四
十
八
巻
伝
』
を
含
め
鎌
倉
時
代
の
資
料
計
十
点
が

知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

（

）
引
用
は
浄
土
宗
全
書
第
十
七
巻
２５２
〜
２５３
頁
に
よ
る
。

（

）
説
話
の
本
文
は
、『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』
が
『
法
然
上
人
伝
全
集
』（
増
補
再
版
、

法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭

、
６１１
〜
６１２
頁
）、『
法
然
上
人
伝
記
』（『
九

巻
伝
』）
が
浄
土
宗
全
書
第
十
七
巻
１４１
〜
１４２
頁
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（『
四
十
八
巻
伝
』）
が
続
日
本
の
絵
巻
『
法
然
上
人
絵
伝

上
』
１９０
頁
に
所

見
。
検
索
に
あ
た
っ
て
は
、
注
（

）
前
掲
長
谷
川
氏
論
文
お
よ
び
「
浄
土

宗
全
書
検
索
シ
ス
テ
ム
」（w

w
w
.jozen

search
.jp

）
を
参
照
し
た
。

（

）
「
わ
ら
し
べ
長
者
と
古
代
交
易
」（『
史
潮
』
新

、
平
９
・
５
）

（

）
「
中
世
の
商
品
市
場
」（『
新
体
系
日
本
史

流
通
経
済
史
』
山
川
出
版
社
、

平

）

（

）
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
摂
津
国
正
税
帳
案
（
平
安
遺
文
補
四
五
号
）

（

）
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
二
月
二
十
日
伊
賀
国
名
々
官
物
返
抄
。
清
水
久
夫

氏
他
「
東
洋
文
庫
所
蔵
『
原
無
題
』
文
書
に
つ
い
て
│
平
安
時
代
を
中
心
と

し
て
│
」（『
古
代
文
化
』

│
９
、
昭

・
９
）
所
収
。

（

）
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
八
月
十
二
日
紀
某
家
地
相
博
券
（
平
安
遺
文
二
七

三
八
号
）

（

）
「「
藁
し
べ
長
者
」
と
「
か
は
ら
」」（『
奈
良
人
権
部
落
解
放
研
究
所
紀
要
』

、
平

・
３
）

（

）
「
平
安
京
の
〈
家
〉
と
住
人
」（『
都
市
平
安
京
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
平

）

（

）
注
（
１
）
前
掲
柳
田
論
文
、
今
野
達
氏
『
新
注
今
昔
物
語
集
選
』（
大
修
館
書

店
、
昭

、
１８７
頁
補
注

）、
池
上
洵
一
氏
「
説
話
集
と
口
承
説
話
」（（『
池

上
洵
一
著
作
集

第
一
巻

今
昔
物
語
集
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
平

、
初

出
昭

）、
山
口
眞
琴
氏
「
葛
藤
す
る
観
音
霊
験
譚
│
「
藁
し
べ
長
者
」
説
話

攷
│
」（『
言
語
表
現
研
究
』

、
平

・
３
）

（

）
注
（
２
）
前
掲
拙
稿
参
照
。

（

）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
本
』
の
脚
注
（
４７９
頁
注

）
に
次
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。「
巻
い
た
布
帛
な
ど
の
被
け
物
を
受
取
っ
た
場
合
の
あ
つ
か
い
方
。

当
時
の
風
習
、
作
法
。
脇
差
、
腰
挿
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。「（
巻
絹
を
）
一

つ
取
り
に
取
り
て
拝
み
つ
つ
、
腰
に
挿
し
て
、
み
な
ま
か
で
ぬ
」（
枕
草
子
・

職
の
御
曹
司
に
）」）。
も
ち
ろ
ん
腰
に
差
す
の
と
脇
に
挟
む
の
と
で
は
動
作
は

異
な
る
が
、
青
侍
は
布
を
三
段
も
受
け
取
っ
た
の
で
、
絹
布
を
拝
領
し
た
時

に
は
脇
に
指
す
も
の
と
い
う
習
慣
を
意
識
し
つ
つ
、
布
を
脇
に
抱
き
か
か
え

る
よ
う
に
持
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

（

）
他
の
場
面
で
も
同
様
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
、
先
学
が
指
摘
を
重
ね
て
い
る
。
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例
え
ば
馬
が
田
や
米
と
交
換
さ
れ
る
場
面
で
、
本
当
に
必
要
な
の
は
田
で
な

く
こ
の
品
だ
と
青
侍
が
言
う
も
の
が
、『
今
昔
』・『
古
本
』
で
は
絹
や
布
で
あ

る
の
に
対
し
、『
宇
治
』
で
は
絹
や
銭
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
銭
が
登
場
す

る
点
に
つ
き
、
当
時
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
、
注
（

）

前
掲
池
上
氏
論
文
、
新
間
水
緒
氏
「
古
本
説
話
集
下
巻

本
文
と
注
釈
│
第

五
十
八
話

長
谷
寺
参
詣
男
以
蝱
替
大
柑
子
事
│
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論

究
』

、
平

・

）
等
が
指
摘
す
る
。

ま
た
青
侍
が
手
に
入
れ
た
田
の
所
在
地
が
、『
今
昔
』
で
は
九
条
な
の
に
対

し
、『
古
本
』・『
宇
治
』
で
は
鳥
羽
に
近
い
場
所
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
地
名
の

違
い
に
つ
き
、
廣
田
収
氏
は
院
政
期
に
お
け
る
鳥
羽
の
開
発
が
関
わ
っ
て
い

る
と
の
見
解
を
示
す
（「「
長
谷
寺
参
籠
男
、
預
二

利
生
一

事
」
考
」（『『
宇
治
拾

遺
物
語
』
表
現
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
平

）。

（

）
引
用
は
日
本
昔
話
通
観
『
岐
阜
・
静
岡
・
愛
知
』
１９０
番
「
藁
す
べ
長
者
」
に

よ
る
。

（

）
福
田
晃
氏
「「
藁
し
べ
長
者
」
と
因
果
思
想
」（『
昔
話
の
伝
播
』
弘
文
堂
、
昭

、
初
出
昭

）
参
照
。
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