
数
多
い
『
住
吉
物
語
』
諸
本
群
の
中
に
あ
っ
て
、
ひ
と
き
わ
特
異
な
内
容
を

持
つ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
小
学
餡
所
蔵
の
『
住
吉
物
語
』

（
絵
巻
三
軸
。
以
下
小
学
館
本
と
略
称
）
で
あ
る
。

小
学
餡
本
は
、
長
谷
観
音
の
霊
験
に
加
え
て
、
他
の
諸
本
に
見
ら
れ
な
い

〈
恋
路
に
迷
う
者
の
逢
瀬
を
か
な
え
る
神
〉
住
吉
明
神
の
霊
験
を
語
っ
て
お
り
、

と
り
わ
け
霊
験
諏
的
色
彩
の
濃
厚
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
共
通
祖

本
へ
の
遡
及
に
力
を
注
い
で
い
た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
末
流
本
文
程
度
の

扱
い
し
か
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
『
住
吉
物
語
』
の

室
町
時
代
物
語
化
を
考
え
る
上
で
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
『
住
吉
物
語
』
の
室
町
時
代
物
語
化
と
い
う
一
種
の
改
作
の
問
題

を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
テ
キ
ス
ト
自
体
の
素
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
非
常
に
危
う
い
。
小
学
館
本
に
つ
い
て
は
、
同
本
の
紹
介
者
で

あ
る
桑
原
博
史
氏
に
よ
っ
て
、

小
学
館
本
は
、
本
来
、
第
一
類
本
の
よ
う
な
略
本
で
あ
っ
た
の
に
、
主
と

し
て
後
半
に
手
を
加
え
、
八
代
集
を
中
心
に
し
た
和
歌
、
伊
勢
物
語
古
注

は

じ

め

に

小
学
館
本

『
住
吉
物
語
』

の
本
文
の
素
性釈

の
知
識
な
ど
を
も
と
に
、
変
形
増
補
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ

（注
1
)

る。

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
未
だ
十
分
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い

な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
小
学
館
本
の
本
文
の
素
性
に
つ
い
て

改
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
住
吉
物
語
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
友
久
武
文
氏
が
系
統
類
別
さ
れ
た
十

（注
2
)

八
系
統
十
九
本
の
代
表
本
文
の
う
ち
、
未
見
で
あ
る
鈴
鹿
本
を
除
い
た
十
八
本

に
、
資
料
館
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
米
田
氏
旧
蔵
本
）
を
加
え
た
十
九

（注
3
)

本
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
小
学
館
本
と
同
系
統

（注
4
)

の
残
欠
本
で
あ
る
野
坂
本
（
冊
子
本
。
親
本
は
絵
巻
で
あ
っ
た
と
思
し
い
）
も

随
時
参
考
に
す
る
。

一
、
前
半
部
の
本
文
の
素
性

（注
5
)

和
歌
の
所
収
状
況
な
ど
か
ら
、
小
学
館
本
中
巻
の
途
中
ま
で
が
「
第
一
類
に

属
す
る
略
本
系
統
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
」
と
い
う
桑
原
氏
の
指
摘
が
あ
る

が
、
詳
細
に
見
て
ゆ
く
と
、
中
巻
の
ほ
と
ん
ど
、
姫
君
一
行
が
京
を
離
れ
て
淀

に
着
く
場
面
ま
で
（
以
下
小
学
館
本
前
半
部
と
呼
ぶ
）
の
本
文
は
、
第
一
類
諸

岡

崎

和

彦

ーと 22-
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ー

わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
小
学
館
本
前
半
部
の
和
歌
の
所
収
状
況
を

他
の
第
一
類
諸
本
と
比
較
す
る
と
、
右
の
表
の
通
り
で
あ
る
（
数
字
は
通
し
番

号
。
連
歌
は
数
え
な
い
）
。
成
田
本
に
は
二
丁
分
の
落
丁
が
あ
り
、

4
の
「
白

雪
の
」
の
歌
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
『
住
吉
物
語
』
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
全
て

に
こ
の
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
成
田
本
の
落
丁
部
分
に
4
の
歌
が
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
仮
に
補
っ
た
。
す
る
と
、
こ
の
表
で
わ
か
る
よ
う

に
、
小
学
館
本
前
半
部
の
和
歌
の
所
収
状
況
は
成
田
本
と
全
く
一
致
す
る
。

ま
た
、
本
文
の
異
同
か
ら
見
る
と
、
藤
井
本
の
本
文
の
方
に
近
い
と
こ
ろ
も

部
分
的
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
や
は
り
成
田
本
の
本
文
の
方
に
最

も
近
い
。
成
田
本
と
藤
井
本
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
、
筑
前
の
性
別
（
成
田

本
は
女
、
藤
井
本
は
男
）
や
、
嵯
峨
野
の
野
遊
び
の
場
面
に
お
け
る
姫
君
の
衣

（注
6
)

装
（
成
田
本
は
藤
襲
、
藤
井
本
は
桜
襲
）
な
ど
に
つ
い
て
も
、
小
学
館
本
は
成

田
本
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
学
館
本
前
半
部
の
本
文
が
成
田
本
系
統
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
『
住
吉
物
語
』
の
諸
本
研
究
上
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

現
存
す
る
『
住
吉
物
語
』
諸
本
群
の
中
で
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
が
共
通
祖
本
の

姿
を
最
も
残
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
従
来
諸
説
あ
っ
た
が
、
最

本
の
中
で
も
成
田
本
と
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
認
め
ら
れ
る
。

小
一

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
認

1
4
1
5

成
一

1
2
3
(
4
)
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
認

1
4
1
5

藤
一

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
6

京
一

1

2

3

4

5

6

7

8

徳

一

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

，
 
10 

二
、
後
半
部
の
本
文
の
素
性

(
1
)
ー
ー
長
歌
の
本
文
異
同
l

近
は
成
田
本
善
本
説
が
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
成
田
本
善
本
説
を
前
提
と
し

た
研
究
が
一
層
増
え
る
で
あ
ろ
う
今
後
の
研
究
状
況
を
思
う
と
き
、
何
に
も
ま

し
て
現
存
成
田
本
の
本
文
を
相
対
化
し
て
く
れ
る
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
の
出
現

が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
小
学
館
本
は
、
前
半
部
の
み
と
は
言
え
、
現
在

知
ら
れ
て
い
る
諸
本
中
唯
一
の
同
系
統
の
本
文
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、

ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

小
学
館
本
前
半
部
の
本
文
が
成
田
本
系
の
本
文
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き

た
。
果
し
て
、
後
半
部
（
中
巻
末
尾
の
、
姫
君
の
失
踪
を
知
っ
た
中
納
言
家
の

悲
し
み
の
場
面
以
降
）
は
、
こ
の
成
田
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
に
手
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

小
学
館
本
後
半
部
の
所
収
和
歌
は
二
十
七
首
（
う
ち
長
歌
一
首
）
あ
る
が
、

こ
れ
と
成
田
本
後
半
部
の
所
収
和
歌
八
首
と
の
対
照
表
を
示
す
と
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

成

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

ヽ
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

I
J
-
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
 

小
学
館
本
後
半
部
は
、
成
田
本
の
和
歌
八
首
を
同
じ
順
序
で
全
て
含
ん
で
い

る
。
1
7
2
0
2
1
2
6
3
2
3
6
3
9
の
七
首
は
他
の
諸
本
（
特
に
広
本
系
）
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
七
首
と
成
田
本
の
八
首
を
全
て
合
せ
持
っ
て
い
る
テ
キ
ス

ト
は
な
い
。
残
り
の
十
二
首
は
小
学
館
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
（
う
ち
、
1
8
2
2

2
3
2
4
2
7
2
8
3
7
の
七
首
は
『
後
拾
遺
集
』
を
中
心
と
し
た
八
代
集
歌
お
よ
び
そ
の

改
作
歌
）
。
こ
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
小
学
餡
本
後
半
部
は
、
成
田
本
系
統
の
テ

キ
ス
ト
の
後
半
部
に
広
本
系
の
テ
キ
ス
ト
の
和
歌
お
よ
び
八
代
集
歌
を
増
補
す
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る
な
ど
大
き
く
手
を
加
え
た
も
の
と
考
え
て
も
不
都
合
は
な
い
。

で
は
、
本
文
異
同
の
面
か
ら
見
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
学
館
本
後
半
部

の
本
文
は
他
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
他
の
テ
キ
ス
ト

同
士
も
そ
れ
ぞ
れ
に
相
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
全
体
を
比
較
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
「
朝
顔
の
」
の
長
歌
は
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
上
に
、

音
数
律
の
関
係
で
本
文
対
校
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
分

量
が
あ
る
の
で
計
数
的
処
理
も
行
い
や
す
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
長
歌
の
本
文
異

同
か
ら
後
半
部
の
本
文
の
素
性
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
異
同
は
小
学
館
本
の
本

文
を
底
本
と
し
て
句
単
位
で
見
る
。
は
じ
め
に
、
本
文
対
校
に
用
い
た
照
合
番

号
と
小
学
館
本
の
長
歌
本
文
を
示
す
。
（
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
、
小
学
館
本

に
な
い
句
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
対
校
可
能
な
場
合
は
該
当
箇
所
に
照
合
番
号

の
み
記
し
て
そ
れ
を
示
し
た
。
）

1
あ
さ
が
ほ
の

2
花
の
う
へ
な
る

3
露
よ
り
も

4
は
か
な
き
物
は

5
か
げ
ろ
ふ
の

6
あ
る
か
な
き
か
の

7
こ
A

ち
し
て

8
よ
を
秋
風

に

9
う
ち
な
び
き

10
む
れ
入
た
づ
の

11
わ
か
れ
つ

A
1
2
た
ゞ
我

ひ
と
り

13
あ
り
そ
海
の

14
か
ひ
な
き
浦
に

15
し
ほ
た
る

A
1
6
あ

ま
の
衣
で

17
我
が
ご
と
く

18
ほ
し
ぞ
わ
づ
ら
ふ

19
日
を
へ
つ
A

20
思
ひ
ま
す
だ
の

21
ね
ぬ
な
は
の

22
く
る
人
も
な
き

23
あ
し
ひ
き

の

24
山
下
水
の

25
あ
さ
ま
し
う

26
な
が
れ
出
に
し

27
ふ
る
さ
と

へ

28
か
へ
ら
ん
事
も

29
お
も
ほ
へ
ず

30
い
か
に
契
り
し

31
い
に

し
へ
の

32
む
く
ひ
な
れ
ば
や

33
た
ら
ち
お
の

34
中
を
は
な
れ
て

35
つ
る
の
子
の

36
雲
ゐ
は
る
か
に

37
た
ち
わ
か
れ

38
行
衛
も
し
ら

ぬ

39
し
ら
な
み
の

40
よ
る
の
衣
を

41
か
へ
し
つ

A
4
2
ぬ
る
夜
の

夢
の

43
ゆ
め
な
ら
で

44
恋
し
き
人
を

45
み
ち
の
く
の

46
あ
ぶ
く

ま
川
を

47
わ
た
る
べ
き

48
我
身
な
ら
ね
ば

49
さ
A

が
に
の

5
0
<

も
で
に
物
を

51
お
も
ふ
か
な

525354
鳥
の
声
だ
に

55
を
と
も
せ
ず

56
と
を
ち
の
山
の

57
た
に
ふ
か
く

58
く
ち
は
は
つ
れ
ど

596061
む

も
れ
木
と
6
2
成
は
て
ぬ
べ
き

6364656667
我
身
成
け
り

紙
数
の
都
合
で
諸
本
間
の
異
同
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
省
略
し
、
右
の
六

十
七
旬
に
つ
い
て
、
小
学
餡
本
と
の
一
致
の
度
合
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ

る
。
（
表
記
の
違
い
は
問
題
と
し
な
い
。
）

一

成

蕨

京

徳

臼

多

住

晶

筑

契

横

正

御

白

陽

大

真

資

一
至
9
-
4
7
4
9
6
4
5
5
5
2
3
8
5
5
4
6
4
8
4
7
4
8
5
1
5
2
3
1
4
7
4
9
5
0
5
2

旬
数

一
致

1

1

5

1

6

7

1

7

6

1

6

1

6

3

1

1

6

6

7
0
7
3
9
5
8
2
7
7
5
6
8
2
6
8
7
1
7
0
7
1
7
6
7
7
4
6
7
0
7
3
7
4
7
7
 

ーヽノ

率
％（

 

（
一
致
率
は
小
数
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
た
。
）

こ
の
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
学
館
本
の
長
歌
本
文
と
の
一
致
率
は
、
京

都
本
（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
、
絵
巻
三
軸
）
が
九
五
・
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
最

も
高
く
、
徳
川
本
・
住
吉
本
の
八
ニ
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
京
都

本
は
、
実
に
二
位
以
下
に
一
三
・
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
差
を
つ
け
て
い
る
の

で
あ
り
、
一
致
の
度
合
は
諸
本
中
群
を
抜
い
て
い
る
。
し
か
も
、
小
学
館
本
に

な
い
5
9
.
6
0
の
「
年
を
へ
て
人
に
知
ら
れ
ぬ
」
の
二
句
を
、
同
様
に
欠
い
て

い
る
の
は
右
の
十
八
本
中
京
都
本
の
み
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
成
田
本
の
一

致
率
は
第
十
三
位
の
七

O・

一
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
い
。

以
上
、
わ
ず
か
に
長
歌
の
本
文
異
同
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
右
の
結
果

は
、
小
学
館
本
後
半
部
の
本
文
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
成
田
本
系
統
の

テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
念

を
起
こ
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
小
学
館
本

は
二
種
の
テ
キ
ス
ト
の
取
り
合
せ
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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次
に
、
問
題
の
八
首
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

〈

1
9
.
2
0
.
2
1
番
歌
〉

あ
ま
君
の
も
と
へ
お
は
し
つ
き
ぬ
。
…
…
一
ひ
め
君
の
御
そ
で
の
い
た

く
ぬ
れ
け
る
を
、
あ
ま
君
か
な
し
み
奉
り
て
、

住
吉
の
あ
ま
と
な
り
て
は
す
ぎ
し
か
ど
か
ば
か
り
袖
を
ぬ
ら
し

や
は
せ
し

(19)

い
た
く
し
ほ
れ
給
へ
ば
、
じ
ゞ
う
、

わ
た
つ
み
に
ま
だ
お
り
た
A

ぬ
あ
ま
な
れ
ど
し
ほ
た
れ
に
け
る

君
を
み
る
な
り

(20)

と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
ひ
め
君
、

ふ
る
里
を
こ
ぎ
は
な
れ
行
う
き
ふ
ね
は
た
ゞ
な
み
だ
に
ぞ
ぬ
れ

京一

1

1

1

6

1

7

小一

16
⑰
18
⑲
⑳
⑪
22232425
⑯
272829
⑲
3132333435
⑯
3738
⑲
404142

12 

13 

14 

15 

小
学
館
本
後
半
部
が
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
と
、
小
学
館
本
後
半
部
の
和
歌
の
う
ち
、
他
の
諸
本
に
あ
っ
て
京
都

本
に
な
い
も
の
は
、
広
本
系
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
増
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
小
学
館
本
に
そ
の
増
補
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
京
都
本
と
小
学
餡
本
の
和
歌
対
照
表
を
示
す
。

0
で
囲
ん
だ
の
が
、

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
あ
る
が
京
都
本
に
は
な
い
和
歌
で
、
全
部
で
八
首
あ

る
。
京
都
本
後
半
部
の
物
語
中
の
和
歌
は
同
じ
順
序
で
全
て
小
学
館
本
後
半
部

に
存
し
て
い
る
。

、
後
半
部
の
本
文
の
素
性
(

2

)

ー
ー
広
本
系
の
和
歌
の
増
補
の
痕
跡
|
|

家
を
出
た
姫
君
・
侍
従
と
尼
君
と
が
住
吉
到
着
後
対
面
し
、
家
を
出
る
に
至

っ
た
い
き
さ
つ
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
を
持
つ

京
内
で
の
対
面
場
面
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
淀
に
着
い
た
記
述
の
後
に
あ
る
こ

と
や
、
続
い
て
い
き
な
り
尼
君
の
庵
室
の
描
写
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

こ
こ
で
言
う
「
あ
ま
君
の
も
と
」
と
い
う
の
は
住
吉
に
あ
る
尼
君
の
家
で
あ
ろ

う。
さ
て
、
小
学
館
本
で
は
こ
の
三
首
は
、
右
の
引
用
の
ご
と
く
住
吉
で
の
対
面

場
面
に
お
け
る
尼
君
・
侍
従
・
姫
君
の
三
人
の
唱
和
歌
と
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
場
面
・
詠
者
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か

も
こ
の
三
首
を
す
べ
て
持
っ
て
い
る
の
は
白
峰
本
・
真
銅
本
に
過
ぎ
な
い
。

小
学
館
本
は
21
番
歌
を
住
吉
到
着
後
の
詠
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
を
有
す

る
他
の
テ
キ
ス
ト
（
住
吉
本
・
御
所
本
・
白
峰
本
・
陽
明
本
・
真
銅
本
）
は
い

ず
れ
も
住
吉
へ
向
う
船
中
で
の
詠
と
し
て
い
る
。
歌
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
や

は
り
京
を
離
れ
て
住
吉
へ
と
向
う
船
中
の
詠
と
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、
小
学

館
本
に
お
け
る
あ
り
よ
う
は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
館
本
は
20
番
歌
を

侍
従
の
詠
と
し
て
い
る
が
、
他
の
テ
キ
ス
ト
（
白
峰
本
・
陽
明
本
・
真
銅
本
）

は
い
ず
れ
も
尼
君
の
詠
と
し
て
い
る
。
歌
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
小
学
館
本
の

よ
う
に
侍
従
の
詠
で
も
特
に
不
自
然
さ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
諸
本
中
唯
一
小
学
館
本
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
に
は

や
や
不
審
が
残
る
。

小
学
館
本
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
不
審
な
点
は
、
住
吉
で
の
対
面
場
面
に

三
首
の
歌
を
集
め
て
尼
君
・
侍
従
・
姫
君
三
人
の
唱
和
の
場
面
を
作
っ
た
た
め

に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

わ
た
り
け
る

(21)

か
や
う
に
う
ち
な
が
め
給
。
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こ
の
住
吉
で
の
対
面
場
面
に
は
絵
は
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
先
の
京
内
で
の
対

面
場
面
の
方
に
は
絵
が
あ
る
（
中
巻
第
九
図
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
は
松
の

あ
る
浜
辺
の
風
景
を
背
景
と
し
た
贅
子
敷
き
の
縁
の
家
に
袖
を
顔
に
押
し
当
て

て
い
る
尼
君
と
姫
君
、
う
つ
む
い
て
い
る
侍
従
の
三
人
を
描
い
て
い
る
も
の

で
、
京
内
の
場
面
で
は
な
い
。
住
吉
の
尼
君
の
家
を
描
い
て
い
る
下
巻
第
一
図

と
の
家
・
背
景
の
類
似
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
住
吉
の
図
で
あ
る
。

し
か
も
、
絵
の
内
容
は
右
に
引
用
し
た
住
吉
で
の
対
面
場
面
の
内
容
に
対
応
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
巻
第
九
図
は
、
本
来
は
右
の
引
用
場
面
の
直
後
に
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

1
9
.
2
0
.
2
1
番
歌
は
本
来
こ
の
画
中

に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
り
増
補
し
た
も
の
で
、
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
そ
れ
を
詞

書
と
し
て
本
文
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈

26
番
歌
〉

こ
ま
人
＼
と
文
あ
そ
ば
し
て
、
お
く
に
、

あ
さ
が
ほ
の
…
…
我
身
成
け
り
(
2
5
)

世
の
中
の
う
き
身
ひ
と
つ
を
あ
り
わ
び
て
し
ら
ぬ
は
ま
べ
に
と

し
を
ふ
る
哉

(26)

と
か
A

れ
た
り
。

住
吉
の
尼
君
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
姫
君
が
、
京
の
父
の
も
と
へ
自
分
が
健

在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
手
紙
の
奥
に
書
き
付
け
た
も
の
で
、
「
あ
さ
が
ほ

の
」
の
長
歌
と
連
作
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
26
番
歌
は
、
他
の
テ
キ
ス
ト
（
晶

州
本
・
横
山
本
・
御
所
本
・
白
峰
本
・
陽
明
本
・
大
東
急
本
・
真
銅
本
・
資
料

館
本
）
で
は
全
て
、
小
学
館
本
に
は
な
い
姫
君
が
住
吉
の
浜
を
逍
造
す
る
場
面

に
お
け
る
姫
君
の
詠
と
し
て
い
る
。
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
浜
逍
逢
の

場
面
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

26
番
歌
は
増
補
歌
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、
1
7
番
歌
も
、

な
き
名
の
み
た
っ
た
の
山
の
う
す
紅
葉
ち
り
て
跡
な
き
身
と
ぞ
な
り
ぬ
る

(16) 

（
マ
マ
）

わ
か
れ
ぢ
は
我
心
よ
り
か
た
な
れ
ど
と
ゞ
め
が
た
き
は
な
み
だ
成
け
り

(17) 

の
ご
と
く
、
1
6
番
歌
と
連
作
に
な
っ
て
い
る
。
他
の
テ
キ
ス
ト
（
多
和
本
・
白

峰
本
・
大
東
急
本
・
資
料
館
本
）
に
お
い
て
も
こ
の
二
首
は
連
作
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
直
ち
に
増
補
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、

26
番
歌
の
場
合
同
様
、
既
に

歌
の
あ
る
と
こ
ろ
に
連
作
の
形
で
書
き
加
え
た
も
の
と
見
て
も
不
都
合
は
な

、,0し
〈

30
番
歌
〉

た
づ
ね
つ
A

ふ
か
き
山
ぢ
に
ま
ど
ふ
か
な
君
が
す
み
か
を
そ
こ
と
し
ら
せ

よ

(30)

少
将
（
こ
の
時
点
で
は
既
に
中
将
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
以
下
少
将
で
統

一
）
が
長
谷
寺
に
参
籠
し
て
霊
夢
を
蒙
っ
た
同
じ
暁
に
、
住
吉
に
い
る
姫
君
は

少
将
の
夢
を
見
る
。

30
番
歌
は
、
そ
の
時
夢
の
中
の
少
将
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る

が
、
京
都
本
は
こ
の
住
吉
の
場
面
全
体
が
そ
っ
く
り
な
い
。
広
本
系
の
テ
キ
ス

ト
と
の
接
触
に
よ
っ
て
小
学
館
本
に
こ
の
場
面
だ
け
が
増
補
さ
れ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
を
持
た
な
い
の
は
京
都
本
だ
け
で
あ
っ
て
、
他

の
テ
キ
ス
ト
は
全
て
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ

れ
は
現
存
京
都
本
系
統
の
省
略
で
、
小
学
館
本
後
半
部
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
京

都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
に
は
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

〈

36
番
歌
〉

お
ど
ろ
か
せ
て
給
て
、
「
あ
な
ゆ
A

し
。
い
か
ゞ
し
て
是
ま
で
は
お
は
し
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ぬ
る
ぞ
や
。
あ
ま
君
、
出
あ
ひ
給
ひ
て
、
返
し
給
へ
。
も
し
た
づ
ね
た
ま

ふ
こ
と
も
あ
ら
ば
、
ゆ
め
／
＼
し
ら
ぬ
よ
し
の
給
ひ
て
、
返
し
給
へ
」
と

ぞ
の
給
け
る
。
中
将
、
一

た
つ
浪
の
ゆ
く
衛
も
し
ら
ぬ
君
ゆ
へ
に
た
づ
ね
て
ぞ
こ
し
住
吉

の
里

(36)（
下
巻
第
六
図
）

あ
ま
君
い
で
あ
ひ
、
「
い
か
な
る
人
に
て
お
は
し
ま
し
候
ぞ
や
。
…
…

少
将
が
突
然
住
吉
ま
で
訪
ね
て
来
た
の
で
、
姫
君
達
が
驚
き
慌
て
て
い
る
場

面
で
あ
る
。

36
番
歌
は
こ
の
場
面
の
一
連
の
叙
述
を
中
断
さ
せ
る
形
で
割
り
込

ん
で
お
り
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
時
、

36
番
歌
が
絵
の
直
前
に
あ
る

と
ぃ
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
下
巻
第
六
図
は
、
少
将
が
松
葉
掻
き
の
童
子
に

道
を
尋
ね
て
い
る
場
面
（
画
面
右
側
）
と
、
尼
君
の
家
の
前
で
少
将
が
中
の
様

子
を
窺
っ
て
い
る
場
面
（
画
面
左
側
）
と
を
異
時
同
図
法
に
よ
っ
て
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
36
番
歌
は
、
本
来
こ
の
画
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
も

の
で
、
そ
れ
を
詞
書
本
文
に
単
純
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
物
語
の
叙

述
を
中
断
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
中
将
」
の
語
は
、

行
間
末
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
絵
の
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
結
果
不
明
瞭

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
和
歌
の
詠
者
を
明
確
に
す
る
た
め
後
か
ら
補
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

36
番
歌
は
、
他
の
テ
キ
ス
ト
（
晶
州
本
・
契
沖
本
・
御
所
本
・
陽
明

本
・
真
銅
本
・
資
料
館
本
）
で
は
、
御
所
本
以
外
は
全
て
、
姫
君
の
声
を
聞
い

た
少
将
が
尼
君
の
家
の
戸
を
叩
く
場
面
で
詠
む
歌
と
な
っ
て
い
る
。
下
巻
第
六

図
に
は
前
述
の
ご
と
く
同
様
の
場
面
が
画
面
左
側
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

36

番
歌
を
画
中
に
書
き
込
む
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
小
学
館
本
後
半
部
と
同
系

統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
野
坂
本
に
は
こ
の
歌
お
よ
び
「
中
将
」
の
語
が
見
え
な

い
こ
と
も
、
以
上
の
想
定
を
支
え
て
く
れ
る
。

〈

39
番
歌
〉

た
が
ひ
に
見
を
く
り
、
か
へ
り
み
て
、
や
う
／
＼
御
船
も
と
を
ざ
か
る
か
ら

に
、
く
も
き
り
の
あ
つ
く
へ
だ
A

り
け
れ
ば
、
一
じ
ゞ
う
、
一

は
か
な
く
て
我
住
な
れ
し
す
み
の
江
の
松
の
木
ず
ゑ
の
か
く
れ
行

か
な

(39)

と
詠
じ
け
れ
ば
、
ひ
め
君
、

住
吉
の
松
の
こ
ず
ゑ
や
い
か
な
ら
ん
と
を
ざ
か
る
に
も
袖
は
ぬ
れ
け

り

(40)

か
や
う
に
の
給
ひ
て
の
ぼ
り
給
ふ
程
に
、
・
:
・
:

姫
君
と
侍
従
が
少
将
に
伴
わ
れ
て
住
吉
を
離
れ
る
場
面
で
あ
る
。

39
番
歌

は、

40
番
歌
と
の
唱
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
、
諸
本
で
の

詠
者
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
姫
は
姫
君
、
侍
は
侍
従
、
尼
は
尼
君
、

空
欄
は
そ
の
歌
の
な
い
こ
と
を
表
す
）

小

一

成

藤

京

徳

臼

多

住

晶

筑

契

横

正

御

白

陽

大

真

資

39
侍

＿

姫

姫

姫

姫

侍

40
姫

一

侍

姫

姫

姫

侍

侍

侍

侍

侍

侍

侍

侍

侍

姫

侍

侍

尼

小
学
館
本
は
39
番
歌
を
侍
従
の
詠
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
を
有
す
る
他
の

テ
キ
ス
ト
は
、
資
料
館
本
以
外
は
全
て
姫
君
の
詠
と
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、

『
風
葉
和
歌
集
』
巻
八
躙
旅
・
五
八
八
に
姫
君
の
詠
と
し
て
採
録
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
歌
の
内
容
も
侍
従
よ
り
は
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
姫
君
の
詠
と
す
る
方
が
ふ
さ

わ
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

39
番
歌
を
姫
君
、

40
番
歌
を
侍
従
の
詠
と
す
る
テ
キ
ス
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ト
の
詠
者
を
変
え
て
小
学
館
本
の
よ
う
な
形
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
4
0
番
歌

を
侍
従
の
詠
と
す
る
テ
キ
ス
ト
に
39
番
歌
を
詠
者
を
変
え
て
増
補
し
て
小
学
館

本
の
よ
う
な
形
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
と
も
に
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
4
0

番
歌
を
姫
君
の
詠
と
す
る
藤
井
本
・
京
都
本
・
徳
川
本
・
陽
明
本
の
よ
う
な
テ

キ
ス
ト
に
39
番
歌
を
侍
従
の
詠
と
し
て
増
補
し
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。

39
番
歌
を
侍
従
の
詠
と
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
既
に
姫

君
の
詠
と
し
て
4
0
番
歌
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
う
一
首
加
え
て
唱
和
の

場
面
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
侍
従
の
詠
と
し
て
加
え
る
他
あ
る
ま
い
。

以
上
、
小
学
館
本
後
半
部
の
和
歌
の
う
ち
、
他
の
諸
本
の
ど
れ
か
に
あ
っ
て

京
都
本
に
な
い
八
首
六
箇
所
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
3
0
番
歌
に
つ
い
て
は
な
お

問
題
が
残
る
が
、
他
の
七
首
に
つ
い
て
は
、
既
に
和
歌
の
あ
る
と
こ
ろ
に
連

作
・
唱
和
の
形
で
一
首
を
加
え
る
方
法
に
よ
る
増
補
、
面
中
に
書
き
込
む
方
法

に
よ
る
増
補
と
い
う
、
き
わ
め
て
簡
単
な
方
法
に
よ
る
増
補
過
程
を
想
定
で
き

た
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
長
歌
の
本
文
異
同
の
結
果
と
合
せ
考
え
る
な
ら

ば
、
小
学
館
本
後
半
部
の
本
文
は
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
見
て
お
お
む
ね
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
重
複
す
る
対
面
場
面
|
ー
取
り
合
せ
の
痕
跡
I

テ
キ
ス
ト
の
前
半
部
と
後
半
部
と
で
本
文
の
素
性
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
小
学
館
本
が
取
り
合
せ
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
取
り
合
せ
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

継
母
の
奸
計
か
ら
逃
れ
る
べ
く
、
姫
君
と
侍
従
は
住
吉
の
尼
君
と
相
計
っ
て

家
を
出
る
。
そ
し
て
二
人
は
尼
君
と
対
面
し
、
こ
う
な
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ

を
詳
し
く
語
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
小
学
館
本
に
は
こ
の
尼
君
と

の
対
面
場
面
が
二
箇
所
に
見
え
る
。

さ
て
も
、
あ
ま
君
の
も
と
に
行
て
、
か
き
く
ど
き
て
こ
ま
が
＼

と
か
た
れ
ば
、
あ
ま
君
、
「
ま
こ
と
に
、
と
を
き
み
ち
ま
で
お

ぽ
し
た
つ
も
こ
と
は
り
に
こ
そ
侍
れ
。
い
ま
も
む
か
し
も
、
ま

（
マ
マ
）

こ
と
な
ら
ぬ
お
や
こ
の
あ
さ
ま
し
さ
、
あ
ま
ゆ
A

し
／
＼
。
か

A

る
う
き
よ
な
れ
ば
、
思
ひ
す
て
A

侍
り
つ
る
物
を
」
と
て
、

す
み
ぞ
め
の
袖
も
し
ぼ
る
ば
か
り
に
ぞ
有
け
る
。

さ
て
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
、
よ
ど
に
つ
き
給
に
け
り
。

（
中
巻
第
九
図
）

〈
姫
君
失
踪
後
の
中
納
言
家
の
様
子
〉
（
本
文
省
略
）

（
中
巻
第
十
図
）

あ
ま
君
の
も
と
へ
お
は
し
つ
き
ぬ
。
じ
ゞ
う
、
こ
と
の
し
さ
い

を
く
は
し
く
か
た
り
給
ふ
。
あ
ま
君
、
も
ろ
と
も
に
な
み
だ
を

こ
ぼ
し
、
「
い
か
な
る
御
ま
A

は
A

な
れ
ば
、
い
づ
く
を
に
く

ま
せ
給
ふ
ら
ん
」
と
て
、
な
き
ゐ
た
り
。
ひ
め
君
の
御
そ
で
の

い
た
＜
ぬ
れ
け
る
を
、
あ
ま
君
か
な
し
み
奉
り
て
、
…
…

対
面
し
た
場
所
に
京
と
住
吉
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
ま
た
本
文
も
異
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
内
容
的
に
は
重
複
の
感
は
禁
じ
得
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に

対
面
場
面
が
二
つ
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
他
に
は
な
く
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。

小
学
館
本
に
見
ら
れ
る
こ
の
重
複
現
象
は
、
尼
君
と
の
対
面
場
面
を
京
内
で

の
こ
と
と
す
る
成
田
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
、
住
吉
で
の
こ
と
と
す
る
テ
キ
ス

ト
と
を
取
り
合
せ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
重
複
す

る
の
だ
が
、
場
所
も
異
な
り
、
し
か
も
住
吉
で
の
対
面
場
面
に
は
先
に
見
た
尼

君
・
侍
従
・
姫
君
の
歌
の
唱
和

(
1
9
.
2
0
.
2
1
番
歌
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
両
方
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
尼
君
と
の
対
面
場
面
を
住
吉
で
の
こ
と
と
す
る
テ
キ
ス
ト
は
京
都
本

後半部 ．→く 前半 部

（独自本文） （成田本系本文）

下巻 ）← 中巻
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と
真
銅
本
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
京
都
本
の
方
は
小
学
舘
本
と
同
様
に
住
吉
で

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
京
内
で
の
対
面
場
面
は
成
田
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
が
、
成
田
本
で

の
尼
君
の
言
葉
は
、

ま
こ
と
に
、
と
を
き
み
ち
ま
で
お
ぼ
し
た
つ
も
こ
と
は
り
に
こ
そ
。
い
ま

も
む
か
し
も
、
ま
こ
と
な
ら
ぬ
お
や
こ
の
中
の
ゆ
A

し
さ
よ
。
ま
A

は
A

な
が
ら
、
い
づ
く
を
に
く
し
と
み
た
て
ま
つ
る
ら
ん
。
あ
な
あ
さ
ま
し

／
＼
。
か
A

る
う
き
よ
な
れ
ば
、
お
も
ひ
す
て
A

す
ぐ
し
は
ん
べ
る
も
の

を。

の
ご
と
く
で
、
小
学
館
本
は
成
田
本
の
傍
線
部
に
相
当
す
る
部
分
を
欠
い
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
欠
け
て
い
る
部
分
が
住
吉
で
の
対
面
場
面
に
お
け
る
尼

君
の
言
葉
「
い
か
な
る
御
ま
A

は
A

な
れ
ば
、
い
づ
く
を
に
く
ま
せ
給
ふ
ら

ん
」
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
内
で
の
対
面
場
面
の
尼
君

の
言
葉
か
ら
傍
線
部
分
を
削
り
、
そ
こ
に
残
し
た
も
の
を
住
吉
で
の
対
面
場
面

の
尼
君
の
言
葉
か
ら
削
る
と
い
う
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
取
り
合
せ
に
よ

っ
て
生
じ
る
本
文
の
重
複
を
出
来
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。
京
都
本
の
尼
君
の
言
葉
は
成
田
本
と
大
差
な
い
の
で
、
取
り
合
せ
た
時

点
で
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
複
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
先
に
1
9
.
2
0
.
2
1
番
歌
の
増
補
に
つ
い
て
見
た
時
に
中
巻
第
九
図

の
移
動
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
移
動
は
、
取
り
合
せ
の
結
果
絵
を
伴
っ
た

住
吉
で
の
対
面
場
面
の
前
に
京
内
で
の
対
面
場
面
が
で
き
て
し
ま
っ
た
た
め
に

行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
画
中
の
三
首
が
詞
書
本
文
化
し
て
住
吉
の
場
面
に
残

っ
て
い
る
の
で
、
画
中
歌
の
詞
書
本
文
化
は
取
り
合
せ
以
前
に
既
に
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
学
館
本
に
は
取
り
合
せ
の
痕
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

お

わ

り

に

き
る
の
で
あ
る
。

小
学
館
本
の
前
半
部
と
後
半
部
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
て

い
る
。
前
半
部
は
成
田
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
後
半
部
は
京
都
本
系
統

の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
に
広
本
系
の
和
歌
を
増
補
す
る
な
ど
大
き
く
手
を
加
え

た
一
種
の
改
作
本
で
あ
る
。
し
か
も
後
半
部
の
そ
れ
は
、
画
中
歌
で
あ
っ
た
も

の
や
異
時
同
図
法
に
よ
る
絵
な
ど
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
京
都
本

同
様
絵
巻
形
態
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
学
館
本
は
お
そ
ら

く
、
こ
の
後
半
部
の
み
の
残
欠
絵
巻
で
あ
っ
た
も
の
に
、
成
田
本
系
統
の
絵
を

持
た
な
い
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
前
半
部
の
本
文
を
補
い
、
全
体
を
絵
巻
に
仕
立

て
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
現
存
本
に
は
絵
の
挿
入
位
置
の
誤
り
が
い

く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
取
り
合
せ
原
本
で
は
あ
る
ま
い
。
前
節
に
示
し

た
よ
う
に
、
取
り
合
せ
の
接
ぎ
目
と
現
存
小
学
館
本
の
巻
の
変
り
目
と
が
少
し

ず
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
少
将
の
独
詠
歌

(18
番
歌
。
『
新
古
今
集
』
哀
傷
・

八
二
五
）
で
終
る
中
納
言
家
の
場
面
を
巻
の
終
り
に
持
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ

て
余
韻
を
残
そ
う
と
し
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
物
語
の
舞
台
が
京
か
ら
住
吉
ヘ

と
変
る
と
こ
ろ
で
巻
を
改
め
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

小
学
館
本
の
本
文
の
素
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
過
程
に
お
い
て
、
は
か

ら
ず
も
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
改
作
絵
巻
の
存
在
が
浮
か

（注
7
)

び
上
が
っ
て
来
た
。
小
学
館
本
の
独
自
性
が
そ
の
後
半
部
分
に
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の
意
味
で
の
小
学
館
本
系
統
の
完
本
で
あ
る
わ
け
だ

が
、
ま
だ
ど
こ
か
に
現
存
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
求
め
る
と
こ
ろ
に
本
は
現
れ

る
と
い
う
。
め
ぐ
り
逢
え
る
日
の
来
る
こ
と
を
念
じ
て
や
ま
な
い
。
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注
(

1

)

「
小
学
館
蔵
住
吉
物
語
絵
巻
に
つ
い
て
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
第
六
九
号

4
5
.
3
)
。
以
下
氏
の
論
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
。

(

2

)

「
住
吉
物
語
か
ら
お
伽
草
子
へ
」
（
「
文
学
」
昭
5
1
.
9
)

(
3
)

成
田
本
・
藤
井
本
・
京
都
本
・
横
山
本
・
真
銅
本
（
横
山
重
『
住
吉
物
語
集

（
本
文
篇
）
』
大
岡
山
書
店
昭
18)
、
徳
川
本
（
破
部
貞
子
『
尾
州
徳
川
家
本

住
吉
物
語
と
そ
の
研
究
』
笠
間
書
院
昭
50)
、
臼
田
本
（
臼
田
甚
五
郎
『
は

つ
し
ぐ
れ
（
複
製
と
翻
刻
）
』
古
典
文
庫
昭
42)
、
多
和
本
（
友
久
武
文
「
多

和
文
庫
蔵
『
住
吉
物
語
』
ー
|
翻
刻
と
解
説
|
_
」
『
国
語
学
国
文
学
論
孜
』
渓

水
社
昭

5
3
)、
住
吉
本
・
契
沖
本
（
桑
原
博
史
『
中
世
物
語
研
究
ー
~
住
吉

物
語
論
考
ー
_
』
二
玄
社
昭

42)
、
御
所
本
（
桑
原
博
史
『
住
吉
物
語
御

所
本
』
勉
誠
社
文
庫
昭

53)
、
白
峰
本
（
友
久
武
文
『
広
本
住
吉
物
語
集
』

広
島
中
世
文
芸
研
究
会
昭

42)
、
陽
明
本
（
高
橋
貞
一
『
住
吉
物
語
』
勉
誠

社
文
芸
文
庫
昭

59)
、
小
学
館
本
・
晶
州
本
・
筑
波
大
本
・
正
慶
本
・
大
東

急
本
・
資
料
館
本
の
十
九
本
。
最
後
の
六
本
は
手
元
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や

紙
焼
き
写
真
に
拠
る
。
な
お
、
本
稿
中
の
表
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス

ト
名
の
頭
の
漢
字
一
字
を
略
符
号
と
し
て
用
い
る
。

(
4
)

友
久
武
文
「
野
坂
家
蔵
残
欠
異
本
住
吉
物
語
翻
刻
、
付
そ
の
特
色
に
つ

い
て
ー
—
」
(
「
国
文
学
孜
」
第
四
三
号
昭
4
2
.
6
)

(
5
)

小
学
館
本
は
中
巻
と
下
巻
の
題
策
を
貼
り
誤
っ
て
い
る
の
で
、
題
策
は
下
巻

と
す
る
。

(
6
)

吉
海
直
人
「
継
子
課
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
』
再
検
討
ー
|
藤
と
桜
の
揺
れ

ー
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
昭
6
1
.
1
2
)

(
7
)

前
述
し
た
よ
う
に
野
坂
本
に
は
36
番
歌
が
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
野
坂
本
の

親
本
で
は
ま
だ
画
中
に
書
き
込
ま
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
野
坂

本
に
は
、

36
番
歌
同
様
広
本
系
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
連
作
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

増
補
さ
れ
た
2
6
.
3
9
番
歌
は
見
え
る
の
で
、
画
中
へ
の
増
補
が
既
に
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
野
坂
本
の
親
本
は
増
補
歌
を
ま
だ
画
中
歌
と
し
て

持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
小
学
館
本
後
半
部
が
依
拠
し
た
テ
キ

ス
ト
は
両
中
歌
を
詞
書
本
文
に
取
り
込
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
前
述

の
想
定
と
合
せ
る
と
、
野
坂
本
の
親
本
は
小
学
館
本
の
よ
う
な
取
り
合
せ
絵
巻

で
は
な
く
、
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
改
作
絵
巻
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

昭

原
本
の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ
っ
た
小
学
館
、
な
ら
び
に
種
々
御
配
慮
下
さ
っ
た
佐
山

辰
夫
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
筑
波
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）
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