
御
物
絵
巻
『
を
く
り
』
は
、
小
栗
判
官
と
照
手
姫
の
二
つ
の
物
語
か
ら

織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
を
く
り
』
の
破
天
荒
に
造
型
さ
れ
た
男
主

人
公
へ
「
小
栗
」
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
常
陸
小
栗
氏
に

関
わ
る
史
実
が
あ
る
。
小
栗
讀
の
発
生
と
関
連
を
持
つ
常
陸
小
栗
氏
の
滅

亡
を
記
し
た
『
鎌
倉
大
草
紙
』
は
、
文
献
上
に
小
栗
諏
が
登
場
す
る
最
古

の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
と
『
を
く
り
』
の
内
容
を

比
較
し
て
み
る
と
、
主
要
な
モ
チ
ー
フ
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
l
)
 

そ
の
た
め
、
成
立
年
代
が
先
行
す
る
『
大
草
紙
』
か
ら
『
を
く
り
』
へ
と
、

物
語
の
細
部
に
様
々
な
要
素
が
付
け
加
わ
っ
て
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
と
推
測
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
常
陸
小
栗
氏
の
滅
亡
と
い
う
史
実
と
『
大

草
紙
』
の
小
栗
諏
、
さ
ら
に
『
を
く
り
』
へ
至
る
ま
で
の
小
栗
諏
の
変
遷

を
ど
の
よ
う
に
系
統
立
て
る
の
か
が
、
小
栗
判
官
研
究
の
課
題
の
一
っ
と

な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
者
の
間
を
埋
め
る
文
献
が
な
い
た
め
、
小
栗

諏
の
発
生
と
形
成
を
解
明
す
る
に
は
、
も
は
や
小
栗
諏
の
語
り
手
を
介
在

さ
せ
て
考
察
を
行
う
し
か
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
小
栗
諏
を
語
っ
て
い
た
語
り
手
自
身
の
姿
が
物
語

は
じ
め
に

小
栗
諏
の
発
生
と
形
成

『
鎌
倉
大
草
紙
』

か
ら
御
物
絵
巻

『
を
く
り
』

中
の
登
場
人
物
に
投
影
さ
れ
て
、
そ
の
造
型
が
展
開
し
て
肥
大
化
し
、
そ

れ
に
伴
っ
て
物
語
中
で
の
役
割
も
重
く
な
っ
て
い
く
と
み
る
。
そ
し
て
ま

ず
『
大
草
紙
』
と
『
を
く
り
』
の
本
文
を
比
較
し
て
、
語
り
手
を
想
定
す

る
。
そ
の
想
定
を
前
提
と
し
て
『
大
草
紙
』
の
本
文
を
手
掛
か
り
に
小
栗

諏
の
発
生
を
考
察
し
、
さ
ら
に
『
大
草
紙
』
と
『
を
く
り
』
の
本
文
の
比

較
を
通
し
て
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
く
。

ま
ず
、
『
鎌
倉
大
草
紙
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
小
栗
諏
の
本
文
を
以
下
に

(
2
)
 

掲
げ
る
。

一
応
永
州
年
癸
卯
春
の
頃
よ
り
、
常
陸
国
住
人
小
栗
孫
五
郎
平
満
重

と
い
ふ
者
あ
り
て
謀
反
を
起
し
、
鎌
倉
の
御
下
知
を
背
け
る
間
、
持
氏

御
退
治
と
し
て
御
動
座
成
ら
る
。
結
城
の
城
ま
で
御
出
、
同
八
月
二
日

よ
り
小
栗
の
城
を
攻
め
ら
る
る
。
小
栗
兼
て
よ
り
軍
兵
数
多
城
よ
り
外

へ
出
し
防
戦
け
れ
ど
も
（
中
略
）
終
に
城
を
攻
め
落
と
さ
る
。
小
栗
も

行
方
知
ら
ず
落
ち
行
け
り
。
今
度
小
栗
忍
び
て
三
州
へ
落
ち
行
け
り
。

其
子
小
次
郎
は
ひ
そ
か
に
忍
び
て
関
東
に
あ
り
け
る
が
、
相
州
権
現
堂

木 ヘ

村

晃

子

- 13 -



と
い
ふ
所
へ
行
け
る
を
、
其
辺
の
強
盗
ど
も
集
り
け
る
処
に
宿
を
借
り

け
れ
ば
、
主
の
申
は
「
此
牢
人
は
常
州
有
徳
人
の
福
者
の
由
聞
く
。
定

て
随
身
の
宝
あ
る
べ
し
。
」
。
打
殺
し
て
取
る
べ
き
由
談
合
す
。
「
去
り
な

が
ら
健
な
る
家
人
ど
も
あ
り
。
い
か
が
せ
ん
。
」
と
言
ふ
。
一
人
の
盗
賊

申
す
は
「
酒
に
毒
を
入
れ
、
呑
ま
せ
殺
せ
。
」
と
言
ふ
。
「
尤
も
。
」
と
同

じ
、
宿
々
の
遊
女
ど
も
を
集
め
、
今
様
な
ど
歌
は
せ
、
踊
り
戯
れ
、
か

の
小
栗
を
馳
走
の
体
に
も
て
な
し
、
酒
を
勧
め
け
る
。
其
夜
酌
に
立
ち

け
る
て
る
姫
と
言
ふ
遊
女
、
こ
の
間
に
小
栗
に
あ
ひ
慣
れ
、
こ
の
有
様

を
少
し
知
り
け
る
に
や
、
自
ら
も
こ
の
酒
を
呑
ま
ず
し
て
あ
り
け
る
が
、

小
栗
を
哀
れ
み
、
こ
の
由
を
さ
さ
や
き
け
る
間
、
小
栗
も
呑
む
や
う
に

も
て
な
し
、
酒
を
さ
ら
に
呑
ま
ざ
り
け
り
。
家
人
ど
も
は
こ
れ
を
知
ら

ず
、
何
も
酔
伏
て
け
り
。
小
栗
は
か
り
そ
め
に
出
る
や
う
に
て
、
林
の

有
間
へ
出
て
見
け
れ
ば
、
林
の
内
に
鹿
毛
な
る
馬
を
繋
ぎ
て
置
け
り
。

こ
の
馬
は
、
盗
人
ど
も
海
道
中
へ
出
、
大
名
往
来
の
馬
を
盗
み
来
け
れ

ど
も
、
第
一
の
荒
馬
に
て
、
人
を
も
馬
食
ひ
踏
み
け
れ
ば
、
盗
ど
も
叶

は
ず
し
て
林
の
内
に
繋
ぎ
置
き
け
り
。
小
栗
こ
れ
を
見
て
ひ
そ
か
に
立

ち
帰
り
、
財
宝
少
々
取
り
持
て
、
か
の
馬
に
乗
り
、
鞭
を
進
め
、
落
ち

行
け
る
。
小
栗
は
無
双
の
馬
乗
に
て
、
片
時
の
間
藤
沢
の
道
場
へ
馳
行

き
、
上
人
を
頼
け
れ
ば
、
上
人
哀
れ
み
、
時
衆
二
人
付
て
三
州
へ
送
ら

る
。
か
の
毒
酒
を
呑
け
る
家
人
並
び
に
遊
女
少
々
酔
ひ
伏
け
る
を
、
河

水
へ
流
し
沈
め
、
財
宝
を
尋
ね
取
り
、
小
栗
を
も
尋
け
れ
ど
も
な
か
り

け
り
。
盗
人
ど
も
は
其
夜
分
散
す
。
酌
に
立
ち
け
る
遊
女
は
酔
た
る
体

に
も
て
な
し
伏
け
れ
ど
も
、
元
よ
り
酒
を
飲
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
水
に
流

れ
行
き
、
川
下
よ
り
這
ひ
上
が
り
助
か
り
け
り
。
其
後
、
永
享
の
比
、

小
栗
三
州
よ
り
来
て
か
の
遊
女
を
尋
ね
出
し
、
種
々
の
宝
を
与
へ
、
盗

小
栗
氏
は
、
応
永
二
十
三
年
(
-
四
一
六
）
の
上
杉
禅
秀
の
乱
で
禅
秀

側
に
く
み
し
て
以
来
、
鎌
倉
公
方
の
足
利
持
氏
と
対
立
し
て
い
た
。
そ
し

て
応
永
三
十
年
、
つ
い
に
小
栗
城
は
持
氏
の
攻
撃
を
受
け
て
落
城
す
る
。

『
大
草
紙
』
で
は
、
そ
の
合
戦
の
有
様
が
記
述
さ
れ
た
後
に
、
上
掲
の
引
用

文
に
お
い
て
落
城
後
の
小
栗
氏
の
行
く
末
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
『
大
草
紙
』
小
栗
諏
は
、
『
大
草
紙
』
の
編
者
が
創
作
し
た
も
の
で

は
な
く
、
巷
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
逸
話
を
組
み
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
小
栗
諏
は
『
大
草
紙
』
の
他
の
記
事
と
異
な

っ
て
説
話
的
な
「
け
り
」
の
文
末
表
現
で
記
述
さ
れ
、
ま
た
遊
女
や
時
衆

な
ど
武
士
以
外
の
人
物
が
登
場
し
て
い
て
、
史
書
の
体
裁
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
年
代
に
そ
っ
て
歴
史
的
な
出
来
事
を
叙
述
し
て
き
た

『
大
草
紙
』
の
姿
勢
か
ら
し
て
も
、
小
栗
氏
の
記
事
が
落
城
に
と
ど
ま
ら
ず

そ
の
後
日
談
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
は
、
編
者
が
既
存
の
逸
話
を
採
録
し

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
大
草
紙
』
の
小
栗

氏
に
関
す
る
記
事
内
容
を
検
討
し
て
、
小
栗
諏
の
発
生
に
つ
い
て
論
ず
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
は
何
を
伝
え
よ
う
と
意
図

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
小
栗
諏
は
、
常
陸
国
か
ら
逃
れ
て
相
模
国
に
潜
ん
で
い
た
小
栗
が
、

盗
賊
に
襲
わ
れ
る
危
機
を
乗
り
越
え
て
三
河
国
へ
逃
れ
て
い
く
ま
で
の
出

来
事
を
描
い
て
い
る
。
冒
頭
で
「
忍
び
て
三
州
へ
落
ち
行
」
た
「
小
栗
」

と
は
、
落
城
の
時
に
当
主
で
あ
っ
た
小
栗
満
重
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
ぐ
に
小
栗
諏
の
語
り
手
の
視
点
は
「
其
子
小
次
郎
」
へ
移
る
。
「
小
次
郎
」

ど
も
を
尋
ね
、
皆
誅
伐
し
け
り
。
其
孫
は
代
々
三
州
に
居
住
す
と
い
ヘ

り
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と
は
、
満
重
の
子
の
助
重
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て

こ
の
小
栗
助
重
に
関
す
る
逸
話
が
叙
述
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
は

助
重
の
武
士
と
し
て
の
傑
出
し
た
能
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
無

謀
に
逃
走
す
る
の
で
は
な
く
、
酔
っ
た
ふ
り
を
し
て
「
か
り
そ
め
に
出
る

や
う
に
て
林
の
有
間
に
出
」
て
逃
げ
る
手
段
を
確
認
し
た
手
際
。
そ
れ
か

ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ひ
そ
か
に
立
ち
帰
り
、
財
宝
少
々
取
り
持
」
た
こ
と
も
、

逃
亡
後
ま
で
目
を
配
っ
た
冷
静
な
判
断
で
あ
る
。
ま
た
逃
亡
に
際
し
て
、

助
重
は
盗
人
の
手
に
負
え
な
か
っ
た
「
第
一
の
荒
馬
」
を
軽
々
と
操
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
武
士
と
し
て
馬
術
に
長
け
た
助
重
像
が
う
か
ん
で
く
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
逸
話
に
は
逃
亡
を
援
助
し
た
遊
女
「
て
る
姫
」
や
藤
沢

の
時
宗
の
上
人
と
助
重
と
の
縁
も
語
ら
れ
て
い
く
。
特
に
助
重
は
、
三
河

国
へ
逃
亡
し
た
後
も
助
け
て
く
れ
た
遊
女
を
忘
れ
ず
に
い
て
、
再
び
相
模

国
を
訪
れ
て
恩
を
返
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
分
に
危
害
を
加
え
た
盗
人

に
は
報
復
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
助
重
が
馬
乗
り
の
名
手
で
あ
る
と

同
時
に
状
況
判
断
が
的
確
で
あ
り
、
ま
た
人
へ
の
恩
や
復
讐
を
忘
れ
な
い

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
は
、
助
重

が
武
士
と
し
て
優
れ
た
資
質
を
備
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
助
重
が
三
河
国

へ
逃
れ
て
い
く
途
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
縁
を
語
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
目
的
意
識
の
み
ら
れ
る
『
鎌
倉
大
草
紙
』
の
記
事
は
、

小
栗
諏
の
変
遷
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の

考
察
を
行
う
前
に
、
具
体
的
に
小
栗
伝
説
の
発
生
と
展
開
、
す
な
わ
ち
常

陸
小
栗
氏
と
『
大
草
紙
』
と
『
を
く
り
』
へ
至
る
形
成
過
程
を
考
察
し
た

(
3
)
 

福
田
晃
氏
の
説
に
触
れ
て
お
く
。
ま
ず
福
田
氏
は
、
常
陸
小
陸
氏
が
滅
亡

後
に
亡
霊
と
な
っ
て
常
陸
の
地
へ
災
い
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
小
栗
氏
の

亡
霊
の
慰
撫
が
必
要
と
な
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
鎮
魂
の
た
め
に
行
わ

れ
た
神
明
巫
女
の
語
り
こ
そ
が
小
栗
諏
の
始
ま
り
で
あ
る
、
と
推
測
し
た
。

神
明
巫
女
は
、
馬
を
呪
術
で
自
由
に
操
る
と
と
も
に
、
死
霊
の
消
息
を
語

る
職
能
を
持
つ
。
そ
し
て
常
陸
国
の
神
明
巫
女
は
、
伊
勢
大
神
宮
の
御
厨

領
と
い
う
縁
で
結
ば
れ
た
相
模
国
の
大
庭
の
神
明
巫
女
と
交
流
が
あ
っ
た
。

そ
の
交
流
に
よ
っ
て
小
栗
諏
は
常
陸
国
か
ら
相
模
国
へ
と
運
ば
れ
、
大
庭

の
神
明
巫
女
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
小
栗
の
地
を
離
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
在
地
の
鎮
魂
信
仰
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
そ
の
物

語
は
、
大
庭
の
神
明
巫
女
に
語
ら
れ
る
過
程
で
馬
の
乗
り
こ
な
し
や
蘇
生

の
モ
チ
ー
フ
を
核
と
し
て
肥
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
大
庭
の
神
明
巫
女

は
藤
沢
に
時
宗
道
場
が
開
か
れ
る
と
と
も
に
時
衆
へ
と
習
合
さ
れ
て
い
き
、

呼
称
も
仏
教
的
に
念
仏
比
丘
尼
と
称
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
世
間
に

伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
小
栗
聞
は
、
早
い
時
期
に
『
大
草
紙
』
に
収
録
さ
れ

る
。
そ
の
際
に
小
栗
諏
は
、
『
大
草
紙
』
の
編
者
の
手
で
合
戦
記
と
い
う
目

的
に
沿
わ
な
い
蘇
生
モ
チ
ー
フ
な
ど
が
削
除
さ
れ
、
歴
史
化
を
さ
れ
た
。

そ
の
一
方
で
大
庭
の
神
明
巫
女
が
語
っ
て
い
た
小
栗
諏
は
、
相
模
国
の
六

浦
や
美
濃
国
の
青
墓
に
集
う
遊
行
巫
女
や
、
念
仏
者
で
も
あ
る
説
経
師
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
変
容
し
て
い
っ
た
。
以
上
の

よ
う
な
福
田
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
小
栗
諏
は
常
陸
国
の
神
明
巫
女
に
よ
る

小
栗
氏
の
亡
霊
の
慰
撫
に
起
因
し
、
さ
ら
に
神
明
巫
女
が
時
衆
と
深
い
関

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
物
語
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
堤
禎
子
氏
は
、
関
東
に
お
け
る
最
高
権
力
者
の
鎌
倉
公
方
と
い
う

地
位
に
あ
る
足
利
持
氏
へ
長
期
に
わ
た
る
抵
抗
を
続
け
た
小
栗
氏
一
族
が
、
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世
間
の
人
々
に
は
こ
の
世
な
ら
ぬ
力
を
持
つ
者
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
の
直
前
に
配
さ

れ
て
い
る
応
永
二
十
九
年
の
記
事
に
、
上
杉
禅
秀
の
乱
で
禅
秀
側
に
つ
い

た
た
め
に
滅
ぼ
さ
れ
た
佐
竹
支
族
の
山
入
氏
に
つ
い
て
「
其
霊
魂
崇
を
な

し
け
る
間
、
一
社
の
神
に
祭
り
け
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
触
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
入
氏
と
同
様
に
、
小
栗
氏
が
恨
み
を
の
ん
で

滅
び
去
っ
た
こ
と
は
当
時
の
人
々
の
久
し
く
記
憶
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
、

と
す
る
堤
氏
の
指
摘
は
、
先
の
福
田
氏
の
論
の
傍
証
と
も
な
ろ
う
。
し
か

し
、
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
神
明
巫
女
の
語
り
始
め
た
小
栗
諏
が
人
口

に
謄
炎
し
た
の
は
人
々
の
心
に
無
残
な
小
栗
氏
の
滅
亡
が
深
く
刻
ま
れ
て

い
た
か
ら
だ
と
す
れ
ば
、
『
大
草
紙
』
の
逸
話
に
語
ら
れ
る
助
重
に
は
敗
残

者
と
し
て
の
悲
哀
が
強
調
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
反
し
て
「
其
孫
は
代
々
三
州
に
居
住
す
と
い
へ
り
」
と
し
め
く
く

ら
れ
て
い
る
小
栗
諏
の
終
り
か
た
は
小
栗
助
重
の
子
孫
繁
栄
を
予
感
さ
せ
、

も
は
や
小
栗
諏
が
落
武
者
の
助
重
の
逸
話
を
語
っ
て
い
る
悲
劇
で
あ
る
こ

と
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
福
田
氏
の
説
で
は
、
小
栗
諏
を

『
大
草
紙
』
に
収
録
す
る
際
に
編
者
が
意
図
的
に
改
変
を
行
っ
た
た
め
、
と

説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
小
栗
讀
の
原
型
と
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
の
モ
チ

ー
フ
に
大
き
な
差
異
は
な
い
と
い
う
本
稿
の
立
場
か
ら
は
疑
問
が
提
示
さ

れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
な
ぜ
落
城
後
す
ぐ
さ
ま
三
河
国
へ
と
落
ち
の
び
て
い
っ
た
小

栗
氏
の
当
主
の
満
重
で
は
な
く
、
満
重
の
子
の
助
重
の
武
勇
が
語
ら
れ
て

い
る
の
か
も
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
解
明
に
は
、
な
ぜ
助

重
が
「
永
享
の
比
（
一
四
二
九

S
一
四
四

0
)
」
に
報
恩
や
復
讐
を
行
っ
た

の
か
が
鍵
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
助
重
の
報
恩
と
復
讐
が
永
享
年
間

に
実
現
し
た
の
は
、
小
栗
氏
を
没
落
さ
せ
た
足
利
持
氏
が
永
享
の
乱
（
一

四
三
九
）
で
自
害
し
た
た
め
に
、
助
重
の
身
辺
が
安
全
と
な
り
、
様
々
な

行
動
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
に
あ
ら
わ
れ
る
「
永
享
の
比
」
が
、

歴
史
上
小
栗
氏
が
再
び
動
き
出
す
こ
と
の
可
能
に
な
っ
た
時
期
と
重
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
史
実
で
は
、
助
重
は
結
城
合
戦
の
功
に
よ
っ
て
常
陸

国
へ
帰
り
、
嘉
吉
元
年
(
-
四
四
一
）
年
に
小
栗
家
を
再
興
し
て
い
る
。

し
か
し
、
わ
ず
か
四
年
後
の
康
正
元
年
に
は
再
び
古
河
公
方
の
足
利
成
氏

に
攻
め
ら
れ
て
落
城
し
、
小
栗
氏
は
二
度
と
旧
領
を
回
復
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
辺
。

こ
の
よ
う
な
史
的
な
背
景
は
あ
る
も
の
の
、
『
大
草
紙
』
に
は
満
重
も
助

重
も
三
河
国
へ
下
っ
た
後
に
ど
う
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。

助
重
に
関
す
る
逸
話
は
、
助
重
が
遊
女
へ
の
報
恩
と
盗
賊
へ
の
復
讐
を
行

っ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
逸
話
が
「
今
度
小
栗
忍
び
て

三
州
に
落
ち
行
け
り
」
で
始
ま
り
、
「
其
孫
は
代
々
三
州
に
居
住
す
と
い
ヘ

り
」
と
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ

で
は
、
小
栗
氏
が
落
ち
の
び
て
い
っ
た
三
河
国
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
三
河
国
に
は
、
常
陸
国
か
ら
逃
れ
て
い
っ
た
小
栗
氏
の
子
孫

が
い
る
。
逸
話
よ
り
も
さ
ら
に
後
日
談
で
あ
る
小
栗
氏
の
子
孫
へ
の
言
及

は
、
あ
る
い
は
編
者
が
加
筆
し
た
一
文
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
編
者

が
採
録
し
た
小
栗
諏
の
原
型
に
お
け
る
助
重
個
人
の
逸
話
を
記
そ
う
と
す

る
姿
勢
が
、
三
河
と
い
う
地
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測

で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
落
城
に
よ
っ
て
「
行
方
知
ら
ず
落
ち
行
」

く
と
伝
え
ら
れ
た
小
栗
氏
の
そ
の
後
の
逸
話
は
、
三
河
小
栗
氏
の
子
孫
に

よ
っ
て
語
り
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
一
文
が
示
し
て
い
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る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
短
い
期
間
で
崩
れ
去
っ
た
と
は
い
え
、
常
陸
国

へ
戻
っ
て
常
陸
小
栗
氏
再
興
を
成
し
遂
げ
た
助
重
は
、
小
栗
氏
の
子
孫
か

ら
見
れ
ば
英
雄
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
先
祖
を
語
る
と
い
う
視
点
か
ら
伝

え
ら
れ
た
助
重
像
に
は
、
合
戦
の
敗
残
者
と
し
て
の
み
じ
め
さ
は
な
い
。

常
陸
か
ら
離
れ
て
危
機
に
遭
遇
し
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
だ
け

の
武
士
と
し
て
の
能
力
を
持
っ
た
英
雄
と
し
て
の
助
重
の
姿
が
認
識
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
遊
女
「
て
る
姫
」
と
の
契
り
や
時
宗
の
上

人
の
援
助
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
し
た
こ
と
は
、
小
栗
氏
が
常
陸
国
か
ら
三

河
国
へ
移
っ
て
き
た
由
来
を
説
く
先
祖
語
り
の
中
で
、
先
祖
の
助
重
が
体

験
し
た
こ
と
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
『
鎌
倉
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
で
助
重
を
援
助
す
る
と
い
う
重
要

な
役
割
を
も
っ
て
い
る
時
衆
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
盗
賊
の
た
く
ら
み
に

よ
っ
て
酒
に
毒
を
盛
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
助
重
は
、
「
藤
沢
の
道
場
へ
馳
行

き
、
上
人
を
頼
」
ん
だ
。
上
人
は
「
時
衆
二
人
」
を
助
重
に
同
行
さ
せ
、

安
全
に
三
河
国
へ
と
送
り
届
け
る
。
当
然
こ
こ
に
は
、
助
重
が
時
衆
と
同

じ
出
家
の
姿
で
あ
っ
た
た
め
に
怪
し
ま
れ
ず
、
無
事
に
目
的
地
へ
着
け
た
、

と
い
う
含
み
が
あ
る
。
室
町
期
の
藤
沢
の
道
場
、
つ
ま
り
時
宗
の
総
本
山

で
あ
る
遊
行
寺
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
治
外
法
権
的
な
側
面
を
持
っ
て

(
6
)
 

い
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
時
宗
の
上
人
た
ち
は
、
戦
に
敗
れ
た
末
に
進

退
極
ま
っ
て
遊
行
寺
へ
駆
け
込
ん
で
く
る
武
将
を
多
く
受
け
入
れ
、
他
の

地
へ
逃
す
と
い
っ
た
援
助
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
上
人
の
活
動
も
、

先
祖
語
り
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
世
に
お
い
て
時
宗
の
上
人
が
武
士
を
助
け
て
い
た
事
実
は
、
文
学
作

品
や
伝
承
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
小
栗
助
重
の
逸
話
よ
り
も

年
代
が
湖
る
『
太
平
記
』
の
巻
第
三
十
八
「
畠
山
兄
弟
修
禅
寺
の
城
に
た

て
籠
る
事
付
け
た
り
遊
佐
入
道
の
事
」
に
は
、
畠
山
兄
弟
の
逃
亡
を
手
助
け
す

(
7
)
 

る
時
宗
の
上
人
が
登
場
す
る
。
関
東
管
領
の
足
利
基
氏
と
仲
違
い
を
し
て

伊
豆
の
修
禅
寺
に
立
て
籠
っ
て
い
た
畠
山
道
誓
は
、
貞
治
元
年
(
-
三
六

二
）
に
降
伏
し
、
箱
根
に
陣
を
構
え
る
基
氏
の
元
へ
弟
の
義
深
を
送
る
。

基
氏
は
使
者
の
義
深
を
歓
待
し
、
一
見
和
解
は
成
立
し
た
か
に
見
え
た
。

し
か
し
、
裏
で
は
畠
山
討
伐
の
準
備
が
着
々
と
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

道
誓
は
「
稲
生
平
次
」
の
密
告
に
に
よ
っ
て
基
氏
の
真
意
を
知
り
、
「
仮
初

に
出
づ
る
由
に
て
、
中
間
一
人
に
太
刀
持
た
せ
」
た
上
で
、
弟
の
義
熙
と

一
緒
に
「
そ
の
夜
ま
づ
藤
沢
の
道
場
ま
で
ぞ
落
ち
た
り
け
る
」
と
い
う
行

動
を
と
っ
た
。
そ
こ
か
ら
道
誓
は
人
知
れ
ず
上
洛
す
る
が
、
そ
の
際
に
時

宗
の
上
人
は
「
か
ひ
が
ひ
し
く
馬
二
疋
、
時
衆
二
人
相
そ
へ
て
」
旅
の
支

度
を
整
え
る
と
い
う
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
箱
根
に
い
た
義
深
に

も
「
あ
る
時
衆
」
に
よ
っ
て
道
誓
の
逃
亡
が
伝
え
ら
れ
た
。
意
外
な
出
来

事
に
驚
い
た
義
深
も
長
唐
櫃
に
隠
れ
て
遊
行
寺
へ
逃
れ
、
そ
こ
か
ら
兄
の

後
を
追
っ
て
上
洛
す
る
。
し
か
し
、
畠
山
兄
弟
に
は
誰
も
味
方
す
る
者
が

お
ら
ず
、
惨
め
な
末
路
が
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

南
都
・
山
城
脇
辺
に
、
と
あ
る
禅
院
・
律
院
•
あ
る
い
は
山
賤
の
柴

の
庵
、
賤
士
が
ふ
せ
屋
の
さ
び
し
き
に
、
袂
の
露
を
片
敷
き
て
、
夜

を
重
ぬ
べ
き
宿
も
無
く
、
道
路
に
袖
を
ひ
ろ
げ
ぬ
ば
か
り
に
て
、
朝

三
暮
四
の
た
す
け
に
心
有
る
人
も
が
な
と
、
身
を
苦
し
め
た
る
あ
り

さ
ま
、
聞
く
に
耳
す
さ
ま
じ
く
、
見
る
に
目
も
充
て
ら
れ
ず
、
幾
程

も
な
く
、
兄
弟
共
に
は
か
な
く
成
り
け
る
こ
と
哀
れ
な
れ
。
‘
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時
宗
の
上
人
の
援
助
に
よ
っ
て
危
機
は
う
ま
く
脱
せ
た
も
の
の
、
畠
山
兄

弟
は
「
山
賤
」
同
然
に
身
を
落
と
し
、
「
幾
程
も
な
く
、
兄
弟
共
に
は
か
な

く
成
」
っ
た
。
こ
の
一
文
の
中
に
、
合
戦
か
ら
逃
亡
の
間
中
畠
山
兄
弟
に

付
き
従
い
、
つ
い
に
は
最
期
を
見
届
け
て
遺
体
の
処
理
も
し
た
と
み
ら
れ

る
、
陣
僧
と
し
て
の
時
衆
の
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
陣
僧
は
、
願
主
が

討
死
す
る
時
に
は
十
念
を
唱
え
、
首
を
敵
か
ら
貰
い
受
け
る
。
そ
し
て
遺

族
に
討
死
に
至
る
願
主
の
活
躍
の
有
様
を
伝
え
、
葬
礼
を
行
う
こ
と
を
役

割
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
合
戦
に
出
た
時
衆
に
よ
っ
て
願
主
の
遺
族
や

縁
者
に
伝
え
ら
れ
た
逸
話
に
潤
色
が
施
さ
れ
、
『
太
平
記
』
な
ど
の
軍
記
物

語
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
金
井
清
光
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
時
宗
の
上
人
が
落
武
者
の
援
助
を
す
る
と
い
う

同
じ
役
割
を
担
っ
て
い
る
小
栗
諏
に
も
、
『
太
平
記
』
と
同
様
の
成
立
の
経

緯
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
太
平
記
』
に
お
け
る
畠
山
兄
弟
の
場
合
と
同
じ
く
、
小
栗
氏
の
攻
防
と

落
城
の
際
に
も
時
衆
が
従
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
栗
助
重
が
藤

沢
の
遊
行
寺
に
駆
け
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
実
に
時
衆
と
の
縁
が
深

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
時
衆
は
小
栗
氏
が
三
河
国
へ
落
ち
の
び
る
の
を

見
届
け
、
先
に
三
河
国
へ
落
ち
の
び
て
い
た
小
栗
氏
の
縁
者
や
常
陸
国
に

残
っ
た
一
族
に
、
小
栗
氏
落
城
後
の
逸
話
を
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
生
々

し
い
合
戦
か
ら
落
武
者
と
し
て
潜
伏
し
て
い
る
間
の
危
機
ま
で
も
見
届
け

た
時
衆
の
話
は
、
あ
る
い
は
『
太
平
記
』
に
お
け
る
畠
山
兄
弟
の
よ
う
な

悲
哀
を
込
め
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
小
栗
氏
の

逸
話
は
時
衆
の
手
を
離
れ
、
小
栗
氏
の
子
孫
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
い

く
。
合
戦
に
敗
れ
て
潜
伏
し
て
い
る
小
栗
助
重
が
さ
ら
に
盗
賊
の
難
に
遭

う
と
い
う
内
容
は
悲
劇
で
は
あ
る
が
、
逸
話
は
子
孫
の
目
か
ら
再
構
成
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
に
は
全
く
悲
哀
が
漂
っ
て
い
な

い
。
助
重
が
遊
女
や
時
衆
の
援
助
の
下
に
三
河
国
へ
逃
る
こ
と
が
で
き
た

事
実
、
ま
た
武
士
と
し
て
傑
出
し
た
能
力
を
持
っ
て
い
た
助
重
の
人
と
な

り
を
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
っ
、
時
宗
の
上
人
が
落
武
者
の
援
助
を
行
っ
た
例
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
小
栗
氏
と
同
様
に
足
利
持
氏
に
追
わ
れ
て

遊
行
寺
の
上
人
に
助
け
ら
れ
た
、
徳
川
氏
の
祖
の
得
川
有
親
と
親
氏
に
関

す
る
逸
話
で
あ
る
。
永
享
の
乱
(
-
四
三
九
）
の
際
に
将
軍
足
利
義
教
側

に
味
方
し
た
新
田
一
族
の
二
人
は
、
足
利
持
氏
か
ら
狙
わ
れ
る
と
い
う
危

機
に
直
面
し
た
。
そ
の
た
め
に
二
人
は
上
野
国
を
脱
出
し
て
「
其
害
を
の

が
れ
ん
為
に
相
州
藤
沢
の
道
場
へ
入
て
」
上
人
に
結
縁
し
て
出
家
し
、
有

親
は
長
阿
弥
、
親
氏
は
徳
阿
弥
と
号
す
る
。
そ
の
後
、
有
親
が
死
去
し
て

(10) 

「
徳
阿
は
孤
独
と
な
り
、
三
州
酒
井
郷
に
蟄
居
」
し
た
と
い
う
。
落
武
者
が

藤
沢
の
遊
行
寺
で
出
家
し
、
あ
る
い
は
仮
の
出
家
姿
に
な
り
、
危
機
を
逃

れ
て
三
河
国
へ
と
向
か
う
構
図
は
、
前
掲
の
小
栗
助
重
の
逸
話
と
変
わ
ら

な
い
。
ま
た
、
有
親
と
親
氏
の
逸
話
に
は
、
自
ら
の
先
祖
を
新
田
氏
と
結

び
付
け
よ
う
と
す
る
三
河
徳
川
氏
の
意
図
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と

み
ら
れ
、
子
孫
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
先
祖
の
逸
話
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

(11) 

か
で
あ
る
。
徳
川
氏
の
先
祖
語
り
も
小
栗
氏
の
そ
れ
も
、
成
立
年
代
の
前

後
関
係
は
論
じ
難
い
。
し
か
し
、
三
河
の
地
の
有
力
な
武
士
の
先
祖
語
り

と
し
て
両
者
が
影
響
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

時
衆
が
自
ら
の
見
聞
と
し
て
伝
え
た
逸
話
は
、
三
河
小
栗
氏
の
先
祖
語

り
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
先
祖
語
り
は
世
間
へ
と
伝
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と
こ
ろ
で
、
『
鎌
倉
大
草
紙
』
か
ら
御
物
絵
巻
『
を
く
り
』
へ
の
物
語
の

形
成
は
ど
の
よ
う
な
語
り
手
が
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
金
井
清
光
氏

や
角
川
源
義
氏
ら
は
、
遊
行
す
る
時
衆
が
各
地
の
小
栗
伝
説
を
集
約
し
、

喧
伝
す
る
過
程
で
逸
話
を
物
語
へ
と
成
長
さ
せ
つ
つ
全
国
へ
広
め
て
い
っ

(12) 

た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
福
田
晃
氏
も
、
時
衆
に
習
合
さ
れ
た
女
性
宗
教

(13) 

者
に
よ
っ
て
小
栗
諏
の
形
成
が
行
わ
れ
た
と
想
定
し
て
い
た
。
だ
が
、
時

衆
に
よ
る
小
栗
諏
の
形
成
に
つ
い
て
は
史
料
も
皆
無
で
あ
り
、
そ
の
実
態

は
闇
の
中
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
再
び
時
宗
の
上
人
に
着
目

し
て
『
大
草
紙
』
の
小
栗
諏
と
『
を
く
り
』
の
比
較
を
行
っ
て
み
よ
う
。

『
大
草
紙
』
で
時
宗
の
上
人
は
、
盗
賊
か
ら
逃
れ
て
寺
へ
駆
け
込
ん
で
来

た
小
栗
助
重
を
「
哀
れ
み
、
時
衆
二
人
付
て
」
三
河
国
へ
向
け
て
送
り
出

し
て
い
る
。
一
方
の
『
を
く
り
』
で
は
、
上
人
は
墓
か
ら
這
い
出
て
来
た

ば
か
り
の
無
力
な
餓
鬼
身
の
小
栗
を
見
つ
け
て
「
横
山
一
門
に
知
ら
せ
て

は
大
事
と
思
し
召
し
、
押
へ
て
髪
を
剃
り
、
な
り
が
餓
鬼
に
似
た
ぞ
と
て
、

餓
鬼
阿
弥
陀
仏
と
」
名
を
付
け
た
。
そ
し
て
閻
魔
大
王
の
指
示
に
従
っ
て
、

四

え
ら
れ
て
行
き
、
や
が
て
は
『
大
草
紙
』
の
編
者
の
耳
に
と
ま
る
。
編
者

は
信
憑
性
の
あ
る
小
栗
氏
の
逸
話
と
し
て
、
こ
の
先
祖
語
り
に
端
を
発
す

る
小
栗
諏
を
史
書
『
大
草
紙
』
に
採
録
し
た
。
ま
た
一
方
で
、
一
度
は
常

陸
国
で
再
典
を
果
た
し
た
小
栗
助
重
の
縁
か
ら
、
こ
の
先
祖
語
り
は
常
陸

国
な
ど
の
小
栗
氏
ゆ
か
り
の
地
へ
も
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
そ
れ
ら
の
小
栗
諏
は
宗
教
者
や
芸
能
者
の
語
り
に
吸
収
さ
れ
る
。
こ

う
し
て
武
士
と
し
て
の
優
れ
た
資
質
を
持
つ
小
栗
助
重
の
造
型
が
御
物
絵

巻
『
を
く
り
』
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

小
栗
の
乗
っ
た
土
車
を
熊
野
へ
向
け
て
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
決
し
て
上
人
自
身
が
持
つ
験
力
を
発
揮
し
て
小
栗
を
蘇
生
さ
せ
て
は

い
な
い
。
現
世
へ
小
栗
を
蘇
ら
せ
た
の
は
閻
魔
大
王
で
あ
り
、
ま
た
完
全

で
は
な
か
っ
た
蘇
生
を
完
遂
さ
せ
た
の
は
熊
野
の
聖
地
に
あ
る
湯
の
峯
の

湯
で
あ
っ
て
、
時
宗
の
上
人
は
小
栗
の
二
度
に
わ
た
る
蘇
生
劇
の
ど
ち
ら

に
も
直
接
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
『
を
く
り
』
に
お
け
る

無
力
で
危
機
に
陥
っ
て
い
る
小
栗
と
そ
れ
を
援
助
す
る
時
宗
の
上
人
と
い

う
構
図
は
、
『
大
草
紙
』
の
段
階
か
ら
何
ら
展
開
し
て
い
な
い
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
時
衆
が
積
極
的
に
小
栗
諏
を
語
っ
て
歩
き
、
『
大

草
紙
』
か
ら
『
を
く
り
』
へ
の
物
語
形
成
の
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
な
ら
ば
、
時
衆
は
そ
の
過
程
で
自
ら
の
信
奉
す
る
上
人
の
功
徳
を
強
調

し
て
い
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
発
展
が
見
ら
れ
な
い

以
上
、
『
大
草
紙
』
か
ら
『
を
く
り
』
へ
と
物
語
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
時

衆
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
物
語
形
成
を
担
っ
た
語
り
手
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
う
一
度
『
大
草
紙
』

の
小
栗
諏
と
『
を
く
り
』
を
比
較
す
る
と
、
小
栗
を
助
け
た
女
性
の
造
型

が
大
き
な
変
容
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
着
目
さ
せ
ら
れ
る
。
『
大
草
紙
』
の

助
重
の
逸
話
で
は
登
場
人
物
の
一
人
で
し
か
な
か
っ
た
遊
女
「
て
る
姫
」

が
、
『
を
く
り
』
に
至
っ
て
は
物
語
全
体
の
半
分
を
構
成
す
る
照
手
姫
の
物

語
へ
と
発
展
し
て
い
る
。
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
女
性
の
出
自
は
『
大
草

紙
』
で
は
相
模
の
遊
女
「
て
る
姫
」
で
あ
っ
た
が
、
『
を
く
り
』
に
お
い
て

は
武
蔵
・
相
模
の
郡
代
で
あ
る
横
山
殿
の
娘
の
「
照
手
姫
」
と
な
る
。
「
て

る
姫
」
ま
た
は
「
照
手
姫
」
は
小
栗
へ
害
を
な
す
人
物
と
つ
な
が
り
が
あ

り
、
契
り
を
結
ん
だ
小
栗
へ
危
機
を
知
ら
せ
る
。
『
大
草
紙
』
の
「
て
る
姫
」
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は
う
ま
く
小
栗
を
救
出
す
る
が
、
『
を
く
り
』
の
「
照
手
姫
」
は
悪
夢
に
よ

っ
て
察
知
し
た
危
機
を
小
栗
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
結
果
『
を
く
り
』
で
は
、
小
栗
が
毒
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の

か
わ
り
に
照
手
姫
は
、
小
栗
が
地
獄
か
ら
再
び
こ
の
世
へ
帰
っ
て
く
る
途

中
で
、
餓
鬼
阿
弥
と
な
っ
た
小
栗
の
乗
っ
た
車
を
引
い
て
施
行
を
し
、
蘇

生
と
い
う
危
機
脱
出
の
た
め
の
介
添
え
を
す
る
、
な
ど
の
変
容
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
て
る
姫
」
か
ら
「
照
手
姫
」
へ
の
造
型
の
変
容
に
携
わ
っ
た
の

は
、
自
ら
の
境
遇
を
照
手
姫
に
重
ね
な
が
ら
物
語
を
語
っ
て
い
っ
た
女
性

の
語
り
手
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
『
を
く
り
』
の
「
照
手
姫
」
に

は
『
大
草
紙
』
の
「
て
る
姫
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
観
音
信
仰
や
念
仏

信
仰
な
ど
の
宗
教
性
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
が
宗
教
者

で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
女
性
宗
教

者
は
、
福
田
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
時
宗
と
強
く
結
び
付
い
た
存
在
で
あ

(14) 

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福
田
氏
の
説
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
説
経
正
本
の

延
宝
三
年
版
『
お
ぐ
り
判
官
』
と
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
本
『
を
く
り
の
判
官
』

で
は
、
「
藤
沢
の
上
人
様
」
と
照
手
姫
の
つ
な
が
り
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

し
か
し
、
二
本
よ
り
も
古
態
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
御
物
絵
巻
『
を

く
り
』
や
奈
良
絵
本
『
お
く
り
』
で
は
、
本
文
中
に
照
手
姫
と
時
宗
の
上

人
の
交
渉
は
皆
無
で
あ
り
、
照
手
姫
の
帰
依
し
て
い
る
寺
も
「
上
の
寺
」

ま
た
は
「
上
の
山
寺
」
と
漠
然
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
を
く
り
』
に
お

い
て
照
手
姫
と
時
宗
の
結
び
付
き
は
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
を
く
り
』
に
お
い
て
餓
鬼

身
の
小
栗
を
介
助
し
、
蘇
生
へ
と
導
い
た
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
で
あ

る
。
中
世
に
は
彼
ら
も
教
化
の
た
め
に
物
語
を
語
っ
て
歩
い
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
の
だ
が
、
小
栗
諏
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
室
町
期
の
物
語
に
は
、
語
り
手
で
あ
る
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
が

多
く
登
場
す
る
。
そ
の
際
に
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
は
死
者
を
蘇
生
さ

せ
る
験
力
を
持
つ
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
栗
諏
の
蘇
生
モ
チ

(16) 

ー
フ
も
彼
ら
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と

小
栗
諏
は
、
蘇
生
モ
チ
ー
フ
を
付
加
し
た
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
と
、

照
手
姫
の
造
型
を
肥
大
化
し
た
女
性
宗
教
者
の
両
者
の
語
り
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
に
お
け
る
女
性
宗
教

者
が
巫
女
か
ら
念
仏
者
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
は
推
測
で
き
る
が
、
実

(17) 

態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
栗
諏
を

語
っ
て
い
た
女
性
宗
教
者
が
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
と
活
動
を
と
も
に

し
て
物
語
を
形
成
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ

(18) 

の
よ
う
な
女
性
宗
教
者
と
し
て
熊
野
比
丘
尼
を
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
も
、

『
を
く
り
』
の
本
文
か
ら
は
、
こ
の
語
り
手
と
想
定
さ
れ
る
女
性
宗
教
者
と

時
宗
と
の
つ
な
が
り
を
十
分
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ

の
語
り
手
の
女
性
宗
教
者
が
こ
こ
で
想
定
し
た
熊
野
比
丘
尼
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
ま
で
あ
い
ま
い
に
し
か
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
中
世
に
お
け

る
熊
野
比
丘
尼
と
時
宗
と
の
関
係
に
、
新
し
い
視
座
を
開
く
こ
と
も
可
能

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
想
定
す
る
小
栗
諏
の
発
生
と
形
成
過
程
を
ま
と
め
て

お
く
。
常
陸
小
栗
氏
の
滅
亡
と
三
河
国
へ
の
逃
走
に
は
時
衆
が
付
き
従
っ

て
お
り
、
ま
た
小
栗
助
重
は
逃
走
の
途
中
で
時
宗
の
上
人
の
援
助
を
受
け

た
。
こ
の
助
重
の
逃
走
の
経
過
は
、
時
衆
に
よ
っ
て
小
栗
氏
の
縁
者
に
伝

む
す
び
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え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
三
河
小
栗
氏
の
子
孫
は
、
自
分
た
ち
が
常
陸
国
か
ら

三
河
国
へ
移
っ
て
き
た
由
来
と
、
一
時
は
家
の
再
興
を
果
た
し
た
英
雄
の

助
重
に
つ
い
て
を
語
り
継
ぎ
、
そ
の
逸
話
は
小
栗
氏
ゆ
か
り
の
地
に
も
伝

わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
逸
話
は
次
第
に
世
間
へ
流
布
し
、
『
鎌
倉
大

草
紙
』
に
も
採
録
さ
れ
た
。
一
方
、
逸
話
は
大
峰
・
熊
野
修
験
の
山
伏
や

熊
野
比
丘
尼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
う
ち
に
、
蘇
生
の
モ
チ
ー
フ
が
付
加
さ

れ
、
ま
た
遊
女
「
て
る
姫
」
の
造
型
の
拡
大
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
芸
能

民
で
あ
る
説
経
者
の
手
に
渡
る
中
で
物
語
は
整
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て

近
世
初
期
に
な
っ
て
か
ら
説
経
正
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
御
物
絵
巻
『
を

く
り
』
も
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

1

江
戸
の
町
絵
師
岩
佐
又
兵
衛
(
-
五
九
八

S
一
六
五

0
)
の
作
で
あ
り
、
詞
書

は
寛
氷
頃
の
正
本
を
使
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

2

『
群
書
類
従
」
第
十
二
輯
所
収
。
た
だ
し
、
適
宜
漢
字
を
仮
名
に
改
め
、
一
部
訓

点
を
施
し
て
書
き
下
し
文
に
し
た
。
な
お
、
『
鎌
倉
大
草
紙
」
の
成
立
年
代
は
文
明
十

一
年
(
-
四
八

0
)
以
降
と
み
ら
れ
る
。

3

福
田
晃
「
「
小
栗
」
語
り
の
発
生
ー
馬
の
家
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
学
院

雑
誌
』
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
）
及
び
「
『
小
栗
」
語
り
の
発
生
」
（
『
中
世
語
り
物
文

芸
ー
そ
の
系
譜
と
展
開
ー
』
三
弥
井
選
書
昭
和
五
十
六
年
）

4

堤
禎
子
「
小
栗
伝
説
と
小
栗
の
地
」
（
『
小
栗
氏
と
小
栗
伝
説
ー
小
栗
判
官
と
照
手

姫
の
世
界
ー
』
協
和
町
教
育
委
員
会
平
成
二
年
）
及
び
「
祭
り
と
伝
承
」
（
『
茨
城

県
史
』
茨
城
県
史
編
纂
委
員
会
昭
和
六
十
一
年
）
た
だ
し
堤
氏
は
、
『
大
草
紙
』
が

世
間
の
人
口
に
膳
灸
す
る
う
ち
に
説
経
へ
と
発
展
し
た
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
逸

話
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

5

糸
賀
茂
男
氏
が
「
協
和
町
史
』
（
平
成
六
年
刊
行
予
定
）
に
お
い
て
指
摘
な
さ
っ
て

い
る
よ
う
に
、
小
栗
助
重
が
常
陸
国
で
完
全
に
再
興
を
果
た
し
た
と
断
定
す
る
こ
と

‘‘ たE

は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
小
栗
氏
再
興
へ
の
動
き
が
活
発
に
あ
っ
た
こ
と

は
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。

6

大
橋
俊
雄
『
時
衆
の
成
立
と
展
開
」
日
本
宗
教
史
研
究
叢
書
（
昭
和
四
十
八
年

吉
川
弘
文
館
）

7

新
潮
日
本
古
典
集
成
「
太
平
記
」
第
五
巻
か
ら
本
文
を
引
用
し
た
。

8

今
井
雅
晴
「
陣
僧
の
系
譜
」
（
『
中
世
社
会
と
時
衆
の
研
究
」
昭
和
六
十
年
吉
川

弘
文
館
）

9

金
井
清
光
「
太
平
記
と
時
衆
」
（
『
時
衆
文
芸
研
究
』
風
間
書
房
昭
和
四
十
二
年
）

こ
の
形
成
論
は
福
田
氏
も
小
栗
諏
を
論
ず
る
際
に
踏
襲
し
て
い
る
。

10

『
御
先
祖
記
』
及
び
『
藤
澤
山
遊
行
由
緒
書
」
（
『
朝
野
曾
聞
哀
藁
』
第
一
巻
「
親
氏

君
御
事
蹟
第
一
」
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
特
刊
第
一
史
籍
研
究
会
）
こ
の
時

の
遊
行
寺
の
上
人
は
、
小
栗
助
重
が
逃
げ
込
ん
だ
時
と
同
じ
く
太
空
上
人
で
あ
る
。

11

今
井
雅
晴
「
遊
行
上
人
と
貴
種
伝
説
」
（
『
中
世
社
会
と
時
衆
の
研
究
』
昭
和
六
十

年
吉
川
弘
文
館
）

12

金
井
清
光
前
掲

(
8
)
及
び
角
川
源
義
「
語
り
物
と
管
理
者
」
（
『
角
川
源
義
全

集
」
第
一
巻
所
収
）
ほ
か

13

福
田
晃
前
掲

(
2
)

14

福
田
晃
前
掲

(
2
)

15

照
手
姫
の
持
つ
「
十
二
の
手
具
足
」
も
時
宗
の
調
度
品
の
―
つ
で
、
照
手
姫
と
時

宗
の
関
係
を
暗
示
す
る
と
の
示
唆
も
あ
る
が
（
臼
田
甚
五
郎
「
小
栗
照
手
諏
の
周
辺
」

昭
和
三
十
五
年
五
月
）
、
『
を
く
り
』
の
本
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

16

ま
た
、
室
町
期
の
物
語
を
概
観
し
て
も
、
時
宗
と
蘇
生
諏
の
結
び
付
き
は
全
く
見

出
だ
せ
な
い
。

17

萩
原
龍
夫
「
巫
女
と
仏
教
史
』
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
十
八
年

18

柳
田
国
男
「
巫
女
考
」
（
定
本
『
柳
田
国
男
集
』
第
九
巻
所
収
）

（
茨
城
県
立
守
谷
高
等
学
校
教
諭
）
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