
平
安
朝
に
『
住
吉
物
語』
『
落
窪
物
語』
が
作
ら
れ
て
以
後、

物
語
史
上
長

い
空
白
期
間
が
あ
っ
た
か
に
見
え
た
継
子
い
じ
め
の
物
語
も、
室
町
期
に
な
る

と
続
々
と
現
わ
れ
て
く
る。
そ
の、
室
町
期
の
継
子
物
語
の―
つ
に、
『
伏
屋

の
物
語』
と
い
う
作
品
が
あ
る。
こ
れ
は
文
永
八
年
(―
二
七一
年）
撰
進
の

『
風
葉
和
歌
集』
羅
旅・
五
八
七
に、

心
に
も
あ
ら
ず
故
郷
を
離
れ
て
さ
す
ら
へ
け
る
に、

初
雁
の
鳴
く
を

聞
き
て

ふ
せ
や
の
関
白
北
の
方

雁
が
ね
よ
し
ば
し
と
ま
り
て
旅
の
空
恋
ひ
鳴
く
方
の
物
語
せ
よ

（『
増
訂
校
本
風
葉
和
歌
集』）

と
そ
の
名
の
見
え
る
散
侠
物
語
『
ふ
せ
や』
の
改
作
本
で、
継
母
の
迫
害
に
よ

っ
て
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
男
女
が、

住
吉
明
神
の
霊
験
に
よ
っ
て
再
会
を
果
た

し
末
長
く
結
ば
れ
る
と
い
う、
『
住
吉
物
語』
と
よ
く
似
た
内
容
を
持
つ
継
子

物
型
恋
愛
輝
で
あ
る。

諸
本
に
つ
い
て
は、
つ
と
に
松
本
隆
信
氏
に
よ
り
紹
介・
分
類
が
な
さ
れ
て

は
じ
め
に

|
_、
明
応
本
の
改
作
を
め
ぐ
っ
て
ー
|

『
伏
屋
の
物
語』

『
住
吉
物
語』

お
り、
今
そ
れ
に
三
角
洋一
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た一
本
（
白
百
合
女
子
大
学

町
を
加
え
る
と、

A

類
い
尊
経
閣
文
庫
蔵
明
応
八
年
写
本
＾
明
応
本
＞

回
島
津
久
基
氏
旧
蔵
写
本
（
イ
の
転
写
本）
＾
島
津
本
＞

B

類
日
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
写
本
＾
慶
応
本
＞

口
多
和
文
庫
蔵
写
本
八
多
和
本
＞

国
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
奈
良
絵
本
八
慶
応
奈
良
絵
本
＞

犀
い
白
百
合
女
子
大
学
蔵
写
本
（
西
荘
文
庫
旧
蔵）
＾
白
百
合
本
＞

回
神
宮
文
庫
蔵
写
本
（
イ
の
転
写
本）

国
い
万
治
二
年
刊
絵
入
本
（
内
題
「
び
じ
ん
く
ら
べ
」）
八
美
人
く
ら

ベ
＞

回
松
会
刊
絵
入
本
（
イ
の
復
刻
本）

c

類

清
水
泰
氏
旧
蔵
奈
良
絵
本
＾
清
水
本
＞

の
ご
と
く
で、
そ
れ
ぞ
れ
異
本
関
係
に
あ
る
(
A

V
内
は
略
称）。
C
類
の

清
水
本
は、
松
本
氏
の
指
摘
の
あ
る
よ
う
に、
B

類
日
の
慶
応
本
系
統
の
テ
キ

ス
ト
の
後
半
部
に
大
幅
に
手
を
加
え
た
改
作
本
で
あ
る
の
で、

現
存
諸
本
は、

A

類
対
B

類
と
い
う
二
系
統
の
対
立
と
し
て
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る。
A

類

岡

崎

和

彦
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と

(
1
 



も
B

類
も
内
容
的
に
は
大
同
小
異
な
の
だ
が、

両
者
間
の
本
文
の
径
庭
は
極
め

て
大
き
い。
書
写
年
代
が
最
も
古
い
の
は
明
応
八
年
(-
四
九
九
年）
八
月
五

日
の
奥
書
を
持
つ
A
類
の
明
応
本
で
あ
る
が、

本
文
的
に
ど
の
テ
キ
ス
ト
が
最

も
古
態
を
残
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は、
内
容・
詞
章
が
「
鎌
倉
期
擬
古
物
語

の
面
影
を
な
お
残
し
て
い
る」
と
し
て
A

類
の
明
応
本
と
す
る
松
本
氏
と、

異

同
本
文
の
生
成
過
程
の
推
定
か
ら
B

類
日
の
慶
応
本
と
す
る
三
角
氏
（
三
角
氏

は
明
応
本
を
「
絵
詞
本
仕
立
て
の
改
作
本」
と
す
る）
と
で、
説
が
分
れ
て
い

る。さ
て、
こ
の
『
伏
屋
の
物
語
』

は、
そ
の
設
定·
内
容
が
『
住
吉
物
語
』

と

類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら、

従
来
『
住
吉
物
語』
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る。
島
津
久
基
氏
は、
『
住
吉
物
語
』

の
影
響
と
し
て、
明
応
本
を
中
心
に

(

3
)
 

十
五
点
ほ
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、

現
存
本
が
散
侠
『
ふ
せ
や
』

の
改

作
本
で
あ
る
と
い
う
そ
の
成
立
事
情、
お
よ
び
諸
本
間
の
本
文
異
同
が
極
め
て

大
き
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
こ
の
影
響
の
問
題
は、

厳
密
に
は
次
の
三
つ
の
レ

ベ
ル
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う。

'

ー、

散
侠
『
ふ
せ
や
』

の
成
立
に
お
け
る
『
住
吉
物
語』
の
影
響

2、

散
侠
『
ふ
せ
や
』

の
改
作
原
本
（
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本）
の
成
立
に

お
け
る
『
住
吉
物
語
』

の
影
響

3、

現
存
諸
本
の
展
開
過
程
に
お
け
る
『
住
吉
物
語
』

の
影
響

た
だ
し、
1

に
つ
い
て
は、

散
侠
『
ふ
せ
や
』

の
直
接
的
資
料
が
『
風
葉
和

歌
集
』

の
前
掲
の
一
首
以
外
に
な
く、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
こ

と
か
ら、

考
察
は
か
な
り
難
し
い。
現
存
本
か
ら
考
察
可
能
な
の
は
2

と
3

で

あ
る
が、
ま
ず
本
稿
で
は、
3

の、

現
存
諸
本
の
展
開
に
お
け
る
『
住
吉
物

語
』

の
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い。

現
存
諸
本
の
展
開
過
程
に
お
け
る
影
響
を
考
え
る
時
に
注
目
す
べ
き
は、
他

の
諸
本
に
見
ら
れ
な
い
独
自
記
事
で
あ
ろ
う。
『
伏
屋』
の
諸
本
に
は
そ
れ
ぞ

れ
に
独
自
記
事
が
あ
る
の
だ
が、
『
住
吉』
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ

る
の
は、
A

類
の
明
応
本
の
次
の
三
つ
の
独
自
記
事
で
あ
る。
こ
れ
ら
は、
つ

と
に
島
津
久
基
氏
が
『
住
吉
』

の
影
響
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
十
五
点
に
含

ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が、

本
稿
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て、

改
め
て
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
す
る。

．

―
つ
目
は、

物
語
冒
頭
部
の、

女
主
人
公
に
ほ
ひ
の
君
の
母
の
遺
言
の
場
面

で
あ
る。
他
の
諸
本
に
は
こ
の
場
面
は
な
い。

『
伏
屋』
（
明
応
本）

姫
君
の
母
君、

例
な
ら
ず
悩
み
給
ひ
け
る

ほ
ど
に、

少
将
に
聞
こ
ゆ
る
や
う、
「
ば

を
さ
あ

か
な
く
な
り
給
ひ
な
む
後
は、
こ
の
幼
い

者、
あ
は
れ
み
給
へ
。
な
み
な
み
な
ら
む

有
様
せ
さ
せ
給
は
で、

帝
に
奉
り
給
へ
」

な
ん
ど
聞
こ
え
給
ひ
け
り。
日
に
そ
へ
て

重
り
給
ひ、

御
身
も
い
と
ど
心
細
げ
に
思

は
れ
け
れ
ば、

少
将
に
聞
こ
え
給
ふ
や

う、
「
い
か
な
る
や
ら
む、
こ
の
た
び
は

ぁ
ぢ
き
な
く
覚
ゆ
る。

さ
る
に
つ
け
て

も、
こ
の
姫
君
の
事
こ
そ、
あ
は
れ
に
悲
し

う
覚
ゆ
れ。
我
な
か
ら
む
あ
と、
い
か
が

せ
む
ず
ら
む
と
思
ふ
に、

後
の
世
の
障
り

『
住
吉』
（
成
田
本）

年
月
重
な
り
て、
八
つ
ば
か

り
の
年、

母
宮、

例
な
ら
ず

悩
み
給
ふ。
日
を
経
て
重
く

の
み
な
り
給
ひ
け
れ
ば、
中

納
言
に
聞
こ
え
給
ふ。
「
到

は
か
な
く
な
り
な
ば、
こ
の

幼
き
人
の
た
め
あ
は
れ
な
る

べ
し。
我
な
か
ら
む
あ
と
な

り
と
も、
な
み
な
み
な
ら
む

有
様
せ
さ
せ
給
ふ
な。
い
か

に
も
帝
に
奉
り
給
へ
」
と
泣

く
泣
く
聞
こ
え
給
ひ
て、

こ
と
む
す
め

「
異
娘
達
に
思
し
落
と
す
な」

一
、

明
応
本
と
『
住
吉
物
語』
(
1
)

|
|
実
母
の
遺
言
場
面
ー
�
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と
も
な
り
ぬ
べ
し。
か
ま
へ
て
か
ま
へ

て、
疎
か
に
あ
た
り
給
ふ
な
よ。
そ
れ
ぞ、

我
が
孝
養
と
思
ひ
奉
ら
む。
か
ば
か
り
類

ひ
な
く
美
し
け
れ
ば、

よ
も
悪
し
か
ら

じ。
か
ま
へ
て
な
み
な
み
な
ら
む
有
様
せ

さ
せ
給
ふ
な」
な
ん
ど、
う
ち
嘆
き
つ
つ

の
た
ま
ふ
に、
少
将、
い
と
ど
あ
さ
ま
し

の
ご

く
思
し
惑
ひ
つ。
御
涙
を
押
し
拭
ひ
て、

（
マ
マ
）

は
ご
く

「
あ
ら
よ
ろ
し
や。
二
人
の
中
に
は
育
み

給
ひ
つ
る
だ
に
飽
か
ぬ
心
地
し
給
ひ
つ
る

に、
ま
し
て、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
は
れ

に
思
ひ
聞
こ
え
む。
我
も
同
じ
親
な
れ

ば、
そ
れ
を
ば
な
じ
か
思
し
召
し
置
く。

さ
て
も、
御
歳
十
三
に
て
迎
へ
奉
り
し
よ

り、
心
ば
か
り
は
浅
か
ら
ず、
十
六
年
を

過
ご
し
つ
る
も、

夢
に
て
あ
り
け
る
も
の

を、
後
れ
先
立
ち
給
ふ
事
も
あ
ら
ば、
我

が
身
も
生
き
て
何
の
甲
斐
あ
る
べ
き」
と、

塞
き
か
ね
給
へ
り。
（
中
略）
か
く
て、

長
月
の
末
ご
ろ
に、
は
か
な
き
な
ら
ひ
に

て、
昔
語
り
に
な
り
給
ひ
ぬ。

（『
室
町
時
代
物
語
集』
第
三）

島
津
氏
が
「
文
詞
そ
の
ま
A
の
影
響
を
発
見
す
る」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通

り、
一
見
し
て
直
接
的
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う。
『
住
吉』
は
成
田

図
書
館
蔵
本
の
本
文
に
よ
っ
た
が、
こ
の
場
面
は
ほ
ぽ
同
じ
表
現
で
全
て
の
諸

と
の
た
ま
へ
ば、
中
納
言、

「
我
も
同
じ
親
な
れ
ば、

劣

り
て
や
は」
な
ど
語
ら
ひ
て、

明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に、
こ

の
世
あ
は
れ
に
常
な
き
と
こ

ろ
な
れ
ば、
つ
ひ
に
は
か
な

く
な
り
て、

昔
語
り
に
な
り

に
け
り。

（
有
糖
堂
校
注
叢
書
『
住
吉

物
語』）

二、

明
応
本
と
『
住
吉
物
語』
(
2
)

ー
ニ
人
同
時
夢
の
場
面
ー
�

本
に
あ
る
の
で、
こ
の
場
面
は
少
な
く
と
も
文
永
八
年(―
二
七一
年）
の
『
風

(
4)
 

葉
和
歌
集』
成
立
時
点
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る。
そ
れ
ゆ
え、
明
応
本
か
ら

『
住
吉』
へ
と
い
う
影
響
関
係
は
時
代
的
に
な
い
と
見
て
よ
い。

姫
君
の
実
母
が
死
に
際
し
て
我
が
子
の
将
来
を
夫
に
託
し
た
り、
我
が
子
に

語
り
聞
か
せ
た
り
す
る
の
は、
継
子
輝
の―
つ
の
パ
タ
ー
ン
で、
室
町
期
の
継

子
物
語
で
は
他
に
『一
本
菊』
『
小
落
窪』
『
朝
顔
の
露』、
さ
ら
に
は
民
間
説

話
系
の
『
鉢
か
づ
き』
『
花
世
の
姫』
な
ど
に
見
ら
れ
る
（『
秋
月
物
語』
で
は

遺
言
場
面
は
な
い
が、
実
母
の
遺
言
の
あ
っ
た
こ
と
は
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る）。
そ
れ
ら
は、
い
ず
れ
も
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
大
差
は
な
い。
し
か

し、
『
住
吉』
と
の
表
現
上
の
類
似
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
ず、
『
住
吉』
の
表
現

が
継
子
物
の
遺
言
場
面
の
そ
れ
と
し
て
類
型
化
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う

で
あ
る。
そ
れ
ゆ
え、
右
に
示
し
た
表
現
上
の一
致
を
類
型
表
現
ゆ
え
の一
致

と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う。
『一
本
菊』
の
遺
言
場
面
に
は、
「
我
も

同
じ
親
な
れ
ば、
な
ど
疎
か
に
は
し
侍
る
べ
き」
（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本、

『
室
町
時
代
物
語
大
成』
第
十一
）
と
い
う
『
住
吉』
と
よ
く
似
た
表
現
が
見

ら
れ
る
が、
『一
本
菊』
と
い
う
作
品
は、
「『
落
窪
物
語』
と
『
住
吉
物
語』

(

5

)
 

と
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
構
成」
を
持
つ
作
品
で、

女
主
人
公
の
実
母
を
「
古
き

帝
の
御
娘」
と
す
る
な
ど、
随
所
に
『
住
吉』
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
作．

品
で
あ
る
の
で、
こ
れ
は
『
住
吉』
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い

で
あ
ろ
う。

明
応
本
の
こ
の
場
面
は、
『
住
吉』
の
テ
キ
ス
ト
を
傍
ら
に
置
き
な
が
ら、

ほ
と
ん
ど
割
窃
す
る
形
で
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

二
つ
目
は、
に
ほ
ひ
の
君
を
尋
ね
て
の
旅
に
あ
る
男
主
人
公
少
将
と、
伏
屋
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に
い
る
に
ほ
ひ
の
君
の
二
人
が 、

同
時
に
相
手
を
夢
に
見
る
場
面 、

即
ち
二
人

同
時
夢
の
場
面
で
あ
る 。

先
の
実
母
の
遺
言
場
面
と
は
異
な
り 、

特
に
『
住

吉』

と
の
表
現
上
の
一

致
は
認
め
ら
れ
な
い 。
『
住
吉』

の
場
面
の
展
開
は
成

田
本
に
よ
り
示
し
た
が 、

こ
の
場
面
も
ま
た
ほ
ぽ
全
て
の
諸
本
に
あ
る 。

比
較

の
た
め
に 、
『
伏
屋
』

B
類
本
の
場
面
の
展
開
を
日
の
慶
応
本
に
よ
り
示
し
た

。

慶
応
奈
良
絵
本
・

白
百
合
本
も
慶
応
本
と
同
じ 。

多
和
本
は
こ
の
場
面
を
含
む

部
分
の
本
文
が
脱
落
し
て
い
る 。

清
水
本
と
刊
本
『
美
人
く
ら
べ
』

は
や
や
異

な
る
が 、

と
も
に
改
作
本
で
あ
る
の
で 、

ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
お
く 。

『
伏
屋
』
（
慶
応
本）

〇
少
将 、

旅
の
疲
れ
で

少
し
ま
ど
ろ
む
と 、

夢
に
姫
君
が
現
わ

れ 、

伏
屋
に
い
る
こ

と
を
歌
で
告
げ
る 。

0
夢
覚
め
た
少
将 、

い

よ
い
よ
思
い
ま
さ

(
6)

 

り 、

歌
を
詠
む。

0
夜
明
け
て 、

同
行
の

翁
に
見
た
夢
を
語

り 、

旅
を
続
け
る 。

『
伏
屋
』
（
明
応
本）

〇
少
将 、

都
の
方
へ
向

か
い 、

住
吉
明
神
に

姫
君
と
の
再
会
を
祈

念
し
て
寄
り
臥
す

と 、

夢
に
姫
君
が
現

わ
れ 、

伏
屋
に
い
る

こ
と
を
歌
で
告
げ

る 。

0
夢
覚
め
た
少
将 、

い

よ
い
よ
思
い
ま
さ

り 、

歌
を
詠
む 。

0
夜
明
け
て 、

同
行
の

翁
に
見
た
夢
を
語

り 、

旅
を
続
け
る 。

『
住
吉』
（
成
田
本）

〇
少
将 、

長
谷
寺
に
参

籠
し
て
十
四
日
目

に 、

終
夜
祈
念
し
て

少
し
ま
ど
ろ
む
と 、

夢
に
姫
君
が
現
わ

れ 、

住
吉
に
い
る
こ

と
を
歌
で
告
げ
る 。

0
夢
覚
め
た
少
将 、

い

よ
い
よ
思
い
ま
さ

る 。

〇
供
の
者
達
に
夢
の
示

現
を
語
り 、

随
身
一

人
具
し
て 、

夜
明
け

前
に
住
吉
へ

向
か

う 。

〇
伏
屋
で
も 、

姫
君
の

10

住
吉
で
も 、

姫
君
の

夢
に
少
将
が
現
わ

夢
に
少
将
が
現
わ

れ 、

歌
で
辛
さ
を
訴

れ 、

歌
で
辛
さ
を
訴

え
る 。

え
る 。

0
夢
覚
め
た
姫
君 、

悲

0
夢
覚
め
た
姫
君 、

侍

し
さ
ま
さ
り 、

歌
を

従
に
見
た
夢
を
語

詠
む 。

り 、
悲
し
さ
ま
さ
る
。

失
踪
し
た
に
ほ
ひ
の
君
の
行
方
を
知
る
べ
く 、

住
吉
社
に
参
籠
・

祈
念
し 、

東
国
に
い
る
と
の
住
吉
明
神
の
夢
告
を
得
て
旅
に
出
た
少
将
は 、

右
に
示
し
た

よ
う
に
旅
の
途
中
夢
に
に
ほ
ひ
の
君
を
見
て
信
濃
国
伏
屋
に
い
る
こ
と
を
知
る

の
で
あ
る
が 、

明
応
本
は
他
の
諸
本
と
異
な
り 、

神
仏
へ
の
祈
念
に
よ
る
二
人

同
時
夢
と
い
う
『
住
吉』

と
同
様
の
趣
向
に
な
っ
て
い
る 。

こ
う
し
た
趣
向
は 、

室
町
時
代
物
語
に
お
い
て
は
決
し
て
類
型
的
な
も
の
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る 。

神
仏
に
祈
念
し
て
恋
人
の
行
方
を
告
げ
る
夢
を
蒙
る
例

は
多
い
の
だ
が 、

二
人
同
時
夢
の
趣
向
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く 、

し
か
も
夢

に
現
わ
れ
る
の
は 、
『
朝
顔
の
露』
（
熊
野
権
現）
・

『
桜
の
中
将
（
国
会
図
書
館

蔵
本）
』
（
住
吉
明
神）
・

『
鶴
の
翁』
（
長
谷
観
音）
・

『
横
笛
草
紙』
（
虚
空
蔵
菩

薩）
・

『
若
草
物
語
（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本）
』
（
清
水
観
音）

の
ご
と
く

祈
念

し
た
神
仏
で
あ
る
か
（
『
伏
屋
』

も 、

住
吉
社
参
籠
の
際
に
蒙
っ
た
夢
に
現
わ

れ
た
の
は
住
吉
明
神
で
あ
る） 、

あ
る
い
は
『
く
る
ま
僧
（
御
巫
清
男
氏
旧
蔵

本）
』
・

『
桜
の
中
将
（
赤
木
文
庫
蔵
本 、

題
策
「
こ
ふ
し
み
」）
』
・

『
若
草
物
語

（
天
理
図
書
館
蔵
本）
』

の
ご
と
く
既
に
死
亡
し
た
行
方
不
明
の
本
人
で
あ
る

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る 。

例
外
は
『
桜
の
中
将』

の
寛
文
刊
本
で 、

天
王
寺
に
参
籠
・

祈
念
し
た
中
将

が
夢
に
姫
君
を
見
て
そ
の
難
波
に
い
る
こ
と
を
知
り 、

難
波
の
姫
君
も
夢
に
中

0
ナ
シ

0
ナ
シ
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将
を
見
る
と
い
う、
明
応
本
や
『
住
吉』
と
同
趣
向
の
も
の
な
の
だ
が、
こ
れ

は
諸
本
中
寛
文
刊
本一
本
の
み
の
独
自
の
あ
り
よ
う
で
あ
り、
寛
文
刊
本
の
本

(

7

)
 

文
は
諸
本
中
最
も
後
出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
の
で、
こ
れ
か

ら
明
応
本へ
の
影
響
は
時
代
的
に
考
え
に
く
い。
従っ
て、
明
応
本
の
こ
の
二

人
同
時
夢
の
場
面
に
つ
い
て、
『
住
吉』
の
影
響
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。

『
桜
の
中
将』
寛
文
刊
本
の
場
合
も、
『
住
吉』
の
影
響
に
よ
る
改
変
で
あ
ろ

ろつ。三
つ
目
は、
継
槌
の
実
子
あ
ひ
し
の
君
の、
に
ほ
ひ
の
君
に
対
す
る
態
度
で

あ
る。こ

の
二
人
の
姫
君
の
御
仲、
互
ひ
に
語
ら
ひ
給
ひ
け
れ
ば、
「
同
じ
腹
に

宿
り
候
ふ
と
も、
か
ほ
ど
ま
で
は
あ
ら
じ」
と
思
し
召
し
て、
昼
は
花
の

散
る
を
と
も
に
惜
し
み、
夜
は
さ
や
け
き
月
を
見
て、
か
た
ぶ
く
事
を
嘆（

く
）

き、
疎
か
な
る
事
な
く
て
過
ぎ
さ
せ
給
ふ
を、
父
母、
こ
れ
を
う
れ
し
き

思
し
召
し
け
る
ほ
ど
に、
（
慶
応
本、
『
室
町
時
代
物
語
大
成』
第
十一
）

と
い
う
よ
う
な、
二
人
の
姫
君
の
仲
睦
ま
じ
さ
を
語
る
記
述
は
全
て
の
諸
本
に

あ
り、
『
伏
屋』
に
お
け
る
継
母
の
実
子
は、
『
住
吉』
の
そ
れ
と
同
様
ど
の
テ

キ
ス
ト
に
お
い
て
も
基
本
的
に
継
子
に
対
し
て
好
意
的
な
人
物
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
だ
が、
と
り
わ
け
明
応
本
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い。

明
応
本
に
は、
他
の
諸
本
と
は
異
な
り、
に
ほ
ひ
の
君
の
部
屋
に
あ
ひ
し
の

君
が
来
て、
二
人
仲
良
く
絵
を
広
げ
て
見
る
場
面
や、
に
ほ
ひ
の
君
が
武
士
達

に
さ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
あ
ひ
し
の
君
が
悲
し
む
記
述
が
あ
る。
さ
ら
に、
物
語

の
結
末
部
の、
継
母
と
あ
ひ
し
の
君
の
処
置
を
め
ぐ
る
場
面
に
は、

か
の
継
栂
御
前
は、
親
子、
牢
に
入
れ
ら
る
る。
に
ほ
ひ
の
君
は、「
た
だ

一、
明
応
本
と
『
住
吉
物
語』
（
3
〉
|ー
継
母
の
実
子
の
位
置

I

我
に
許
せ」
と
の
た
まへ
ど
も、「
神
仏
の
思
し
召
さ
ん
事
も
あ
り。
罪
あ

る
者
に
罪
を
与へ
ね
ば、
か
へ
り
て
な
か
な
か
ま
さ
る
事
の
出
で
来
る
な

り」
と
て、
つ
ひ
に
獄
に
入
れ
ら
れ
け
り。
さ
て、
「
つ
ら
か
ら
ざ
り
し
者

な
り」
と
て、
あ
ひ
し
の
君
ば
か
り
を
ば、
に
ほ
ひ
の
君
あ
な
が
ち
に
の

た
ま
ふ
ほ
ど
に
と
て、
許
し
け
り。
都
の
人
、々
あ
り
が
た
き
事
に
申
し

合
ひ
け
り。

と
あっ
て、
継
母
親
子
は
牢
に
入
れ
ら
れ
る
が、
あ
ひ
し
の
君
だ
け
は、
に
ほ

ひ
の
君
に
対
し
て
「
つ
ら
か
ら
ざ
り
し
者」
で
あっ
た
た
め
に、
許
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る。
他
の
諸
本
で
は、
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
継
母
の
み

で
あ
り、
そ
れ
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
く
許
さ
れ
て
い
る。

室
町
期
の
継
子
物
に
は、
『
秋
月
物
語』
や
『
箱
根
権
現
縁
起』、
『
神
道
集』

巻
第
二
第
七
「
二
所
権
現
事」
の
よ
う
に
継
母
の
実
子
が
継
子
に
同
情
し、
継

子
の
た
め
に
積
極
的
に
活
躍
す
る
も
の
も
あ
る
し、
古
く
は、
平
安
朝
の
『
落

窪
物
語』
の
三
郎
の
君
な
ど
も
継
子
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
る。
さ
ら
に
は、

同
様
に
継
母
の
実
子
が
継
子
の
た
め
に
積
極
的
に
活
躍
す
る
お
銀
小
銀
系
の
民

(

8

)
 

間
の
継
子
説
話
も、
室
町
期
に
は
存
在
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い。
し
か
し、

好
意
的
で
は
あ
る
が
こ
れ
と
い
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
の
な
い
明
応
本
の
あ
り
よ

う
は、
こ
れ
ら
よ
り
も
『
住
吉』
に
最
も
近
い。
口
承・
書
承
の
継
手
い
じ
め

諜
の
存
在
と
明
応
本
と
は
無
縁
で
は
あ
る
ま
い。
し
か
し、
冒
頭
の
遺
言
場
面

に
『
住
吉』
と
の
交
渉
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で、
こ
れ
も
直
接
的
契
機
と
し
て

は
『
住
吉』
の
影
響
に
よ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

四、
明
応
本
の
改
作

以
上、
三
つ
の
点
を
取
り
上
げ
て
見
て
き
た
よ
う
に、
明
応
本
に
は
『
住

吉』
か
ら
の
影
響、
し
か
も
記
憶
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
を
傍
ら
に
置
い

- 15 -
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て
書
か
れ
た
と
い
う
直
接
的
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る。

こ
の
影
響
は、

散
侠

『
ふ
せ
や
』

の
室
町
期
の
改
作
本、

即
ち
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本
を、

さ
ら
に

改
作
し
た
際
の
も
の
で
あ
ろ
う、

何
故
な
ら、

こ
の
影
響
が
散
侠
『
ふ
せ
や
』

を
室
町
期
に
改
作
し
た
際、

即
ち
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本
の
成
立
の
際
の
も
の

と
す
る
と、

B
類
本
は
そ
こ
か
ら
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
『
住
吉
』

ら
し
さ
を

払
拭
し
て
成
立
し
た
と
い
う、

や
や
苦
し
い
諸
本
の
展
開
過
程
を
想
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

あ
ま
り
に
『
住
吉
』

か
ら
の
割
窃
が
露
骨
だ
と

い
う
こ
と
で
遺
言
場
面
を
削
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な

い
。

が、

表
現
の
一

致
の
認
め
ら
れ
な
い
二
人
同
時
夢
の
場
面
に
手
を
加
え
る

と
い
う
の
は
果
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か。

ま
し
て、

複
数
の
場
面
か
ら、

継
母

の
実
子
が
継
子
に
対
し
て
好
意
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
わ
ざ

わ
ざ
削
除
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
か
ど
う
か。

以
上
見
て
き
た
明

応
本
へ
の
『
住
吉
』

の
影
響
は、
ま
さ
に
『
伏
屋
』

の
現
存
諸
本
の
展
開
過
程

に
お
け
る
影
響
な
の
で
あ
る。

明
応
本
が
改
作
の
際
に
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
の
全
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
。

し
か
し、

以
上
見
て
き
た
点
に
限
定
し
て
言
え
ば、

実
母
の
遺
言
場
面
を
持
た
ず、

旅
の
途
中
の
夢
の
場
面
は
持
つ
が
住
吉
明
神
へ

の
祈
念
に
よ
る
二
人
同
時
夢
で
は
な
く、

継
母
の
実
子
が
継
子
に
対
し
て
好
意

的
で
あ
る
記
述
が
少
な
い、

B
類
本
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を、
『
住
吉
』

に
拠

っ
て
改
作
し
た
と
見
倣
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。

遺
言
場
面
の
み
『
住
吉
』

と

の
表
現
の
一

致
が
認
め
ら
れ
る
の
は、

ま
さ
に
遺
言
場
面
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
そ
れ
を
増
補
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う。

さ
て、

こ
う
し
た
『
住
吉
』

か
ら
の
影
響
は、

明
応
本
の
物
語
世
界
に
他
の

『
伏
屋
』

諸
本
と
は
異
な
っ
た
独
自
性
を
与
え
て
い
る。

実
母
の
遺
言
は、

愛
し
い
我
が
子
を
残
し
て
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
へ
の
母
の
思

い
を
表
わ
す
も
の
だ
が、

明
応
本
の
場
合、

前
掲
の
ご
と
く
二
度
も
繰
り
返
さ

れ
て
お
り、

実
母
の
思
い
は
『
住
吉
』

以
上
に
強
調
さ
れ
て
い
る。

に
ほ
ひ
の

君
が
継
砥
の
命
を
受
け
た
武
士
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
に
沈
め
ら
れ
た
時、

実
栂
の

霊
が
大
亀
と
な
っ
て
に
ほ
ひ
の
君
を
救
う
条
は
全
て
の
諸
本
に
あ
る
の
だ
が、

明
応
本
に
は
そ
こ
に、

我
は
こ
れ、

君
の
母
の
魂
な
り。

朝
夕
は
影
の
身
に
添
ひ
て

守
り
つ

る

に、

い
か
な
る
隙
か
あ
り
け
む、

か
や
う
に
せ
ら
る
る
こ
そ、

口
惜
し
け

れ。

さ
り
な
が
ら、

今
は
死
な
れ
ぬ
命
橋、

か
ま
ひ
て
死
な
む
と
思
ひ
給

ふ
な
よ
。

さ
や
う
に
て
お
さ
し
ま
さ
ば、

よ
き
や
う
も
あ
り
な
む。

と
い
う、

他
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
実
母
の
霊
の
語
り
が
あ
っ
て、

大
亀
と

な
っ
て
の
出
現
が
我
が
子
へ
の
思
い
ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一

層
明
確
に

し
て
い
る。
『
岩
屋
の
草
子
』
『
秋
月
物
語
』
『
月
日
の
本
地
』

な
ど
に
も
実
母

の
霊
が
我
が
子
の
危
機
を
救
う
条
は
あ
る
が、

明
応
本
ほ
ど
に
出
現
の
理
由
を

明
確
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

実
母
の
遺
言
場
面
は、

死
別
場
面
を
哀

れ
深
い
も
の
に
す
る
効
果
も
あ
る
わ
け
だ
が、

同
時
に
こ
の
実
母
の
霊
の
加
護

へ
の
伏
線
的
効
果
を
も
ね
ら
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

な
お、

実
母
の
遺
言
の
中
に
「
帝
に
奉
り
給
へ
」

と
あ
る
が、
『
住
吉
』

の
よ

う
な、

に
ほ
ひ
の
君
の
入
内
計
画
・

継
母
に
よ
る
阻
止
と
い
う
展
開
は、

明
応

本
の
構
想
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

明
応
本
に
は、

継
母
の
実
子
を
に
ほ

ひ
の
君
の
父
が
引
き
取
る
と
こ
ろ
か
ら
に
ほ
ひ
の
君
が
少
将
と
結
ば
れ
る

直

前
ま
で
の
本
文
が
欠
脱
し
て
お
り
（
転
写
本
で
あ
る
島
津
本
も
同
じ
）、

そ
の

間
の
物
語
の
展
開
は
厳
密
に
は
分
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が、

欠
脱
部
分
の
後
の

記
述
に
そ
の
よ
う
な
展
開
の
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
全
く
な

い
。

こ
の
言
葉
は
後
の
展
開
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
く、

美
し
い
我
が
子
へ
の

実
母
の
愛
情
の
深
さ
を
表
わ
し
た
言
葉
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

二
度
目
の
遺
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い
の
ち
ば
し



言
で
は 、

姫
君
の
入
内
に
つ
い
て
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い 。

二
人
同
時
夢
の
場
面
は 、

他
の
諸
本
が
「
少
将 、

道
の
く
た
び
れ
に 、

少
し

ま
ろ
び
て
お
は
し
け
る
夢
に
」
（
慶
応
本）

の
ご
と
く 、

神
仏
と
無
関
係
で
あ

る
の
に
対
し
て 、

明
応
本
の
場
合
は 、
「
南
無
住
吉
大
明
神 、

教
へ
給
ひ
し
夢

想
空
し
か
ら
ず 、

に
ほ
ひ
の
君
に
逢
は
せ
給
へ
」

と 、

住
吉
明
神
に
再
び
祈
念

し
た
結
果
得
た
夢
と
な
っ

て
い
る 。
『
伏
屋
』

は
ど
の
諸
本
も
＾
恋
路
に
迷
う

者
の
願
い
を
か
な
え
る
神
＞
住
吉
明
神
の
霊
験
諏
と
な
っ

て
い
る
の
だ
が 、

明

応
本
の
場
合
は 、

旅
立
ち
前
の
「
我
君
が
思
ひ
人
は 、

こ
れ
よ
り
ひ
が
し
な
る

あ
づ
ま
の
方
を
尋
ね
み
よ
」

と
い
う
漠
然
と
し
た
夢
告
に
加
え
て 、

旅
の
途
中

で
さ
ら
に
明
確
な
夢
告
（
二
人
同
時
夢）

を
与
え
て
お
り 、

物
語
末
尾
の
「
大

方 、

昔
も
今
も 、

住
吉
の
明
神
の
願
ひ
を
満
て
給
ふ
こ
と
疑
ひ
な
し
」

と
い
う

一

文
と
合
わ
せ
て 、

住
吉
明
神
霊
験
輝
の
色
彩
が
よ
り一

層
濃
厚
な
も
の
に
な

っ
て
い
る 。

男
女
の
再
会
を
め
ぐ
っ

て
長
谷
観
音
の
霊
験
を
加
え
た
『
一

本

菊』
の
大
洲
市
立
図
書
館
蔵
本
や 、

女
主
人
公
の
死
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
を

住
吉
明
神
の
霊
験
に
よ
り
蘇
生
さ
せ
て
ハ
ッ
ビ
ー
・

エ
ン
ド
の
形
に
し
た
『
桜

の
中
将』
の
国
会
図
書
館
蔵
本
な
ど 、

室
町
時
代
物
語
の
諸
本
の
展
開
過
程
に

お
い
て 、

新
た
に
神
仏
の
霊
験
が
加
え
ら
れ
た
り 、

神
仏
の
霊
威
の
発
動
が
よ

り
増
大
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
く 、

明
応
本
の
場
合
も
そ
れ
と
同

様
の
例
と
言
え
よ
う 。

な
お 、

慶
応
本
の
改
作
本
で
あ
る
C
類
の
清
水
本
は 、

少
将
が
に
ほ
ひ
の
君
の
行
方
を
知
る
旅
寝
の
夢
の
場
面
を
な
く
し 、

そ
の
代
わ

り
に
道
連
れ
の
老
翁
（
住
吉
明
神
の
化
身）

に
「
こ
れ
よ
り
信
濃
へ
ま
か
り
侍

ら
む
」
（『
室
町
時
代
物
語
集』

第一――)

と
他
の
諸
本
よ
り
も
積
極
的
に
導
か
せ

て
い
る
が 、

こ
れ
も
明
応
本
同
様
住
吉
明
神
の
霊
威
の
発
動
が
増
大
化
さ
れ
た

も
の
と
言
え
よ
う
か 。

清
水
本
も 、

物
語
の
末
尾
で
「
こ
れ
ひ
と
へ
に
住
吉
明

神
の
御
恵
み
と
か
や」

と
住
吉
明
神
の
霊
験
を
称
揚
し
て
い
る 。

継
母
の
実
子
あ
ひ
し
の
君
を
に
ほ
ひ
の
君
に
対
し
て
好
意
的
な
人
物
と
し
て

描
い
て
い
る
こ
と
は 、

そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
継
母
の
む
く
つ
け
さ
を
よ
り
強
調

す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 。

そ
れ
は 、

に
ほ
ひ
の
君
が
武
士
に
さ
ら
わ
れ

た
時 、

あ
ひ
し
の
君
は
本
当
に
嘆
き
悲
し
む
が 、

継
栂
は
そ
ら
泣
き
を
す
る
と

い
う 、

対
照
的
な
態
度
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
や 、

継
苺
親
子
が
牢
に
入
れ
ら

れ
た
時 、

あ
ひ
し
の
君
は
許
さ
れ
る
が 、

継
母
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う 、

対
照

的
な
結
末
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う 。

(

9

)

（

10

)

（

11

)
 

松
本
隆
信 、

関
敬
吾 、

ジ
ャ
ク
リ
ー

ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー

の
諸
氏
の
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に 、
『
住
吉』

を
始
め 、
『
伏
屋』
『
秋
月』

等
の
擬
古
物
語
系
統
の
室
町

期
の
継
子
物
語
に
お
い
て
は 、

継
子
い
じ
め
は
物
語
の
発
端
の
設
定
に
過
ぎ

ず 、
『
落
窪
物
語
』

と
較
べ
て
継
子
い
じ
め
諏
と
し
て
の
色
彩
は
そ
れ
ほ
ど
濃

厚
で
は
な
い 。

そ
れ
ら
の
中
で
も 、
『
住
吉』

と
『
伏
屋
』

を
較
べ
る
と 、
『
伏

屋』

は 、

継
子
い
じ
め
の
方
法
は
過
激
な
も
の
に
は
な
っ

て
い
る
も
の
の 、

物

語
に
占
め
る
継
母
の
比
重
は 、
『
住
吉』

と
較
べ
て
も
さ
ら
に
軽
く
な
っ

て
い

る 。
『
住
吉』

は 、

再
会
し
た
二
人
は
帰
京
後
も
継
母
を
は
ば
か
っ

て 、

な
か

な
か
姫
君
と
父
親
と
の
再
会
が
果
た
さ
れ
ず 、

時
機
を
待
ち
周
到
な
用
意
を
す

る
物
語
が
し
ば
ら
く

続
い
た
の
ち
ょ
う
や
く

再
会
と
な
り 、

大
団
円
と
な
る
の

だ
が 、
『
伏
屋』

は 、

帰
京
後
直
ち
に
父
親
と
の
再
会
も
果
た
さ
れ 、

物
語
は

す
ぐ
に
大
団
円
と
な
っ

て
し
ま
う 。

明
応
本
が 、

継
母
の
む
く
つ
け
さ
を
強
調

し 、

継
母
に
報
い
を
受
け
さ
せ
て
い
る
の
は 、
『
住
吉』

と
較
べ
て
『
伏
屋
』

に
足
り
な
い
継
母
と
い
う
者
の
存
在
の
強
調
と
言
え
よ
う
か 。

明
応
本
は 、

物

語
の
末
尾
を 、

（

々

）

ま
た 、

罪
な
か
ら
む
者
に 、

夢
に
腹
黒
あ
る
べ
か
ら
ず 。

現
世
後
生 、

あ

（

し
）ら

き
事
な
り 、

か
や
う
の
事 、

い
た
づ
ら
に
な
さ
む
よ
り
は
と
て 、

筆
に

ま
か
せ
て
書
き
と
ど
め
置
く
な
り 。
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お

わ
り
に

と
い
う、

継
母
が
に
ほ
ひ
の
君
に
対
し
て
し
た
よ
う
な
む
く
つ
け
き
行
為
を
戒

(
12)
 

め
る
文
章
で
結
ん
で
い
る。

明
応
本
の
改
作
者
は、
『
住
吉』
に
な
じ
ん
だ
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
そ

の
『
住
吉』
に
な
じ
ん
だ
眼
か
ら
『
伏
屋』
を
見
た
時
に
物
足
り
な
く
感
じ
た

点、

即
ち
実
母
の
遺
言
場
面
の
な
い
点、

姫
君
の
居
所
を
知
る
夢
が
神
仏
へ
の

祈
念
に
よ
る
二
人
同
時
夢
で
な
い
点、

継
母
の
実
子
が
継
子
に
対
し
て
好
意
的

だ
と
い
う
記
述
が
少
な
い
点
を、

手
元
の
『
住
吉』
に
拠
り
つ
つ
手
を
加
え
た

の
だ
と
思
わ
れ
る。
し
か
も
そ
れ
ら
は
部
分
的
な
改
変
で
は
な
く、

物
語
全
体

の
性
格
に
閑
わ
る
意
図
的
な
改
作
で
あ
り、

物
語
全
体
の
文
章
も
そ
の
際
改
め

て
練
り
直
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

明
応
本
の
内
容·
詞
章
が
「
鎌
倉
期
擬

古
物
語
の
面
影
を
な
お
残
し
て
い
る」
と
い
う
前
掲
の
松
本
隆
信
氏
の
指
摘
が

あ
る
が、

そ
れ
は
明
応
本
が
古
態
本
だ
か
ら
で
は
な
く、

鎌
倉
期
擬
古
物
語
で

あ
る
『
住
吉』
に
拠
る
改
作
本
だ
か
ら
で
あ
ろ
う。

明
応
本
を
「
改
作
本」
と

す
る
三
角
氏
の
説
を
支
持
し
た
い。

も
と
よ
り、

明
応
本
の
改
作
と
お
ぽ
し
き
点
は、

以
上
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ

に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い。

明
応
本
に
は、

例
え
ば
に
ほ
ひ
の
君
を
失
っ
た
悲

し
み
に
よ
っ
て
父
親
が
出
家
し
て
高
野
山
に
籠
る
と
い
う、
『
住
吉』
と
共
通

し
な
い
独
自
記
事
も
あ
り、
ま
た、

他
の
諸
本
に
あ
っ
て
明
応
本
の
み
に
見
ら

れ
な
い
記
事
も
あ
る。
し
か
し、

全
体
的
に
見
て、

改
作
の
原
動
力
と
な
っ
た

の
は、

や
は
り
『
住
吉』
で
あ
る
と
思
う。

つ
と
に
桑
原
博
史
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に、
『
苔
の
衣』
『
木
幡
の
時
雨』

『
石
清
水

璽
E』
な
ど、

鎌
倉
期
の
擬
古
物
語
に
認
め
ら
れ
る
『
住
吉』
か
ら

(
13)
 

の
影
響
は、

そ
の
恋
愛
靡
部
分
に
集
中
し
て
い
る。

明
応
本
は
そ
の
肝
心
の
恋

愛
諏
部
分
の
本
文
が
欠
脱
し
て
い
る
の
で、

影
響
の
全
体
像
は
分
ら
な
い
の
だ

が、

実
母
の
霊
の
出
現
や
住
吉
明
神
の
霊
験
と
い
っ
た
超
自
然
的
現
象
に
関
わ

る
形
で
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は、

室
町
期
に
お
け
る
物
語
享
受
者
の
嗜
好

を
示
す
も
の
と
し
て、

誠
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る。

注(
1)
「
擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語
（
続）

ー『
伏
屋』
『
岩
屋』
『一
本
菊』

外
ー
|」
(「
斯
道
文
庫
論
集」
第
五
輯

昭
42
.
7)、
「
増
訂
室
町
時
代
物
語

類
現
存
本
簡
明
目
録」
（『
御
伽
草
子
の
世
界』
所
収

三
省
堂

昭
57)
な

ど。
以
下、
特
に
断
ら
な
い
限
り、
松
本
氏
の
論
は
前
者
に
よ
る。

(
2)
「
白
百
合
女
子
大
学
蔵
『
ふ
せ
屋
草
紙』
の
解
説
と
翻
刻」
（「
白
百
合
女
子

大
学
研
究
紀
要」
第一
九
号

昭
58
.
12)。

以
下、

三
角
氏
の
論
は
こ
れ
に

よ
る。

(
3)
『
近
古
小
説
新
纂』
初
輯
（
中
興
館

昭
3)
四
二
八
し
四
二
九
頁。

(

4

)

『
風
葉
和
歌
集』
所
載
の
和
歌
七
首
と
連
歌一
旬
が、

現
存
諸
本
に
見
ら
れ

る。

(

5

)

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典』
第
五
巻
（
岩
波
書
店

昭
59)
の
「一
本
菊」

の
項
（
徳
田
和
夫
氏
執
筆）。

(
6)

B
類
日
の
慶
応
本
に
は、
少
将
が
「
夢
覚
め
て、
い
と
ど
思
ひ
の
ま
さ
り

て」
一
首
詠
ん
だ
後、

姫
君
の、
夢
に
か
や
う
に
み
た
ま
ひ
け
れ
ば、

少
将
は、
「
情
け
あ
り
し

人
な
れ
ば、
思
ひ
わ
す
れ
給
は
ず
し
て、
夢
に
も
見
え
給
ひ
け
り」
と
思

し
召
し
け
れ
ば、
い
よ
い
よ
忍
び
か
ね
て、
胸
う
ち
騒
ぎ
て、

逢
ふ
と
見
る
夢
覚
め
ぬ
れ
ば
う
つ
つ
に
て
逢
は
ぬ
思
ひ
に
音
こ
そ
泣
か

る
れ

（『
室
町
時
代
物
語
大
成』
第
十一
）

と
い
う
独
自
記
事
が
あ
る。
一
見
す
る
と、
同
時
に
に
ほ
ひ
の
君
も
少
将
の
夢

を
見
た
よ
う
に
読
め
る
が、
「
姫
君
の
夢
に、

か
や
う
に
み
た
ま
ひ
け
れ
ば」

で
は、
に
ほ
ひ
の
君
は
少
将
の
見
た
夢
と
全
く
同
じ
夢
を
見
た
こ
と
に
な
っ

て、
二
人
同
時
夢
と
し
て
は
や
や
不
審
で
あ
る
し、
場
面
の
変
わ
り
方
も
唐
突

で
あ
る。

ま
た、
「
い
よ
い
よ
忍
び
か
ね
て」
が
何
を
受
け
て
「
い
よ
い
よ」

な
の
か
も
不
分
明
で
あ
る。
や
は
り、
傍
線
部
は
「
み
え
た
ま
ひ
け
れ
ば」
の

誤
り
で、
前
の
場
面
に
引
き
続
き、
こ
こ
も
少
将
の
詠
歌
場
面
で
あ
ろ
う。
松

本
隆
信
氏
も、
こ
れ
を
少
将
の
場
面
と
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
注
1
論
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※
本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は、
適
宜
漠
字
を
あ
て
る
な
ど
表
記
を
改
め
た。

文）。な
お、
刊
本
『
美
人
く
ら
べ』
に
は、
夢
か
ら
覚
め
た
少
将
が一
首
詠
ん
だ

後
に、姫

君
の
御
夢
に
も
こ
の
ご
と
く
見
え
給
へ
り。

（『
室
町
時
代
物
語
大
成』
第
十一
）

と
あ
り、
二
人
同
時
夢
と
な
っ
て
い
る。
『
美
人
く
ら
べ』
が
依
拠
し
た
テ
キ

ス
ト
は、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
右
に
示
し
た
慶
応
本
と
同
様
の
本
文
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い。

(

7

)

松
本
隆
信
「
擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語

ー
『
し
ぐ
れ』
『
若
草』

『
桜
の
中
将』
『
志
賀
物
語』
外
ー
ー』
（「
斯
道
文
庫
論
集」
第
四
輯

昭
40

.
3)

(
8)

松
本
隆
信
j
住
吉
物
語
以
後
|
|
継
子
苛
め
諏
の
類
型
に
関
す
る
一
考
察

|」
（「
芸
文
研
究」
第
三
号

昭
29
.
1)

(

9
)

注
8

に
同
じ。

(
10)
「
婚
姻
諏
と
し
て
の
住
吉
物
語
ー
ー
物
語
文
学
と
昔
話
—
|」
（「
国
語
と
国

文
学」
昭
37
.
10
月
号）

(

11
)

「
中
世
物
語
の一
典
型
に
つ
い
て」
（「
文
学」
昭
51
.

9

月
号）

(
12)

島
津
久
基
氏
は、
こ
れ
と
「
住
吉」
の
末
尾
の
文
章
と
の
類
似
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
注
3

前
掲
書

四
二
八
頁）。

．

(
13)
「
中
世
物
語
に
お
け
る
住
吉
物
語
の
位
置」
（『
中
世
物
語
研
究
|
—
住
吉
物

語
論
考
|
|』
所
収
二
玄
社

昭
42)

未
翻
刻
で
あ
る
慶
応
奈
良
絵
本
の
閲
覧．
利
用
に
あ
た
っ
て
は、
慶
応
義
塾
図
書
餡

の
御
高
配
を
賜
っ
た。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す。
な
お、
慶
応
奈
良
絵
本
の
書
誌

に
つ
い
て
は、
「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録」
（
注
1
前
掲）
に
「
中
欠

横
合一
冊」
と
あ
る
が、
丁
数
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て、
本
来
上
下
二
巻
か
ら
成
る
ニ

冊
本
で
あ
り、
そ
の
上
巻
と
前
半
部
の
脱
落
し
た
下
巻
と
を
合
綴
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る。
上
巻
巻
末
に
も
数
丁
の
脱
落
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い。

（
筑
波
大
学
大
学
院

文
芸
言
語
研
究
科

日
本
文
学）
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