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『
個
供

桂
未

林
ツ

』
　
の
子
石
響
洋
い

―
仮
託
説
話

・
非
仮
託
説
話
併
存

の
意
味

に
向
け
て
―

一

『
撰
集
抄
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
西
行
に
仮
託
し
体
験
談
と
し
て

語
ら
れ
る
仮
託
説
話
と
、　
一
話
で
は
何
ら
仮
託
性
を
帯
び
て
い
な
い
非
仮

託
説
話
と
が
併
存
す
る
こ
と
に
は
興
味
を
覚
え
る
。
そ
の
配
列
も
、
仮
託

説
話
が
あ
る
部
分
で
は
連
続
し
、
ま
た
単
独
で
現
わ
れ
る
場
合
も
あ

っ
て
、

構
成
の
問
題
に
も
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。
自
ら
を

一
人
称
と
し
て
体
験

談
を
綴
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
説
話
集
編
纂
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
形
態

で
あ
り
、
そ
れ
を
も

っ
て

『
撰
集
抄
』
の
特
質
を
論
ず
る
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
仮
託
、
非
仮
託
説
話
が
併
存
す
る

こ
と
に
対
す
る
意
味
づ
け
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、

『
撰
集
抄
』

の
全
体
像
把
握
の
た
め
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

『
撰
集

抄
』
の
構
造
理
解
の
た
め
に
、
仮
託
、
非
仮
託
説
話
に
見
ら
れ
る
方
法
と

い
う
点
か
ら
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

近

本

謙

介

二

『
撰
集
抄
』
の
最
終
話
、
巻
九
第

一
一
話
で
作
者

（注

一
）
は
、
仮
託

西
行
を
説
話
の
述
主
と
し
、

「
そ
の
か
み
、
陸
奥
国
の
方

へ
さ
そ
ら

へ
ま

か
り
て
侍
り
し
に
、
し
の
ぶ
の
郡
く
づ
の
松
原
と
て
、
人
里
と
ほ
く
は
な

れ
た
る
所
侍
り
。
」
と
し
て
体
験
談
を
語
る
。

漸
く
奥
さ
ま
に
尋
ね
い
た
り
て
侍
る
に
、
松
の
木
の
し
げ
れ
る
下

に
、
竹
の
笈
と
麻
の
衣
と
の
こ
り
て
、
そ
の
身
は
ま
か
り
ぬ
と
覚
ゆ

る
所
あ
り
。
い
か
な
る
人
の
跡
な
ら
む
と
、
ま
づ
か
な
し
く
お
ぼ
え

て
見
る
に
、
そ
ば
な
る
松
の
木
を
け
づ
り
の
け
て
、
か
く
か
き
た
り
。

昔
は
応
理
円
実
の
学
徒
と
し
て
、
公
家
の
梵
筵
に
つ
ら
な
れ
り
。

い
ま
は
諸
国
流
浪
の
乞
食
と
し
て
、
を
は
り
を
く
づ
の
ま

つ
ば
ら

に
と
る

世
の
中
の
人
に
は
く
づ
の
松
ば
ら
と
　
よ
ば
る

ヽ
名
こ
そ
う
れ

し
か
り
け
れ

干
時
、
保
元
二
年
二
月
十
七
日
、
権
少
僧
都
覚
英
、
生
年
四
十

一
、

申
剋
に
を
は
り
ぬ
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と
か

ヽ
れ
た
り
。

此
僧
都
は
、
後
二
条
殿
の
御
子
、
富
家
入
道
殿
の
御
弟
に
て
い
ま

そ
か
り
け
り
。

花
を
の
み
惜
し
み
な
れ
た
る
み
よ
し
野
の
　
こ
ず
ゑ
に
お

つ
る

有
明
の
月

と
い
ふ
名
歌
よ
み
給

へ
る
人
に
こ
そ
。　
一
乗
院
覚
信
大
僧
正
の
門
弟

に
て
す
み
給
ひ
け
る
が
、
御
年
は
た
ち
あ
ま
り
の
比
、
夜
、
俄
に
発

心
し
て
、
き
ば
か
り
さ
む
き
比
ほ
ひ
に
、
小
袖
ぬ
ぎ
す
て
、
ひ
と

ヘ

な
る
物
ば
か
り
に
て
、
い
づ
ち
と
も
人
に
し
ら
れ
で
、
ま
ぎ
れ
い
で

給
ひ
に
け
り
。

（中
略
）

高
僧
伝
ど
も
の
む
か
し
の
あ
と
を
き
く
中
に
も
、
ま
た
は
け
が
さ

じ
の
玄
賓
僧
都
の
古
は
、
聞
く
も
心
の
澄
む
ぞ
か
し
。
此
覚
英
の
君

は
、
猶
た
け
あ
り
て
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
。
世
を
捨

つ
と
な
ら
ば
、
か
く

こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
。
哀
れ
か
な
し
か
り
け
る
心
哉
、
か
り
そ

め
の
名
利

に
つ
な
が
れ
て
、
玄
賓
、
覚
英
の
心
を
よ
そ
に
す
る
事
を
。

（注
二
）

述
主
が
修
業
の
旅
の
途
中
で
、
遁
世
者
あ
る
い
は
そ
の
跡
に
遭
遇
す
る

の
は
、
仮
託
説
話
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
説
話
か
ら
、
主
人
公
の
覚
英
に
つ
い
て
の
情
報
を
ま
と
め
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

①
応
理
円
実
の
学
徒
　
権
少
僧
都

②
後
二
条
殿
の
御
子
　
富
家
入
道
殿
の
御
弟

　

一
乗
院
覚
信
大
僧
正
の

門
弟

③
保
元
二
年
二
月
十
七
日
　
生
年
四
十

一
で
没

覚
英
が
創
作
に
よ
る
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で

（注

〓
し

、
覚
英
な
る
人
物
の
形
成
の
あ
と
を
追

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る

（注

四
）
。
①
の

「
応
理
円
実
」
と
は
法
相
宗
を
応
理
円
実
宗
と
呼
ぶ
こ
と
に

よ
る
も
の
で
、
②
で

「
一
乗
院
覚
信
大
僧
正
の
門
弟
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、

興
福
寺
二
門
跡
の
ひ
と

つ
、　
一
乗
院
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
覚

英
は
興
福
寺
の
高
僧
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

覚
英
が
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
史
実
に
反
す
る
矛
盾
と
捉
え
る
な

ら
ば
、
こ
の
説
話
に
お
け
る
矛
盾
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
説
話

中
に
言
及
さ
れ
る
人
物
を
あ
げ
、
略
系
譜
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

覚
英
　
　
後
二
条
殿

（藤
原
師
通
）
　

　

富
家
入
道
殿

（藤
原
忠
実
）

覚
信
大
僧
正

（
藤
原
師
実
の
子
）

師
実
は
頼
通
の
子
で
、
そ
の
孫
に
あ
た
る
忠
実
に
つ
い
て
、

『
撰
集
抄
』
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巻
六
第
六
話
の
中
で
、

「
京
極
の
大
殿
の
御
孫
、
後
二
条
殿
の
御
子
に
て

お
は
し
ま
し
き
。
藤
氏
の
嫡
々
と
し
て
、
よ
ろ
づ
天
下
の
こ
と
わ
ざ
を
と

り
お
こ
な
は
せ
給
ひ
し
か
ば
、
百
寮
お
も
く
し
た
て
ま

つ
り
し
こ
と
は
、

さ
ら
に
か
き
の
ぶ
べ
く
も
侍
ら
ざ
り
き
。
」
と
し
て
お
り
、
覚
英
が
超

一

流
の
家
柄
の
人
物
と
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、

父
の
師
通
は

一
〇
九
九
年
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
覚
英
を

一
一
一
七
年
の

生
誕
と
す
る
こ
と
は
、
創
作
上
致
命
的
な
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

作
為
的
な
人
物
設
定
を
行
い
な
が
ら
、
作
者
は
何
故
こ
の
よ
う
な
単
純

な
ミ
ス
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
後
で
考

え
る
こ
と
に
す
る
。

覚
英
が
創
作
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
以
上
、
作
為
的
に
興
福
寺
の
高
僧
と

さ
れ
て
い
る
訳
だ
が
、

『
撰
集
抄
』
に
は
興
福
寺
の
僧
を
主
人
公
と
す
る

説
話
は
多
い
。
そ
れ
を
遁
世

。
流
浪
の
要
素
を
も

つ
か
否
か
で
分
け
る
と
、

（
ａ
）
遁
世

。
流
浪
の
要
素
を
持

つ
も
の

行
賀
僧
都

（巻

一
第
八
話
）

。
一
和
僧
都

（巻
二
第

一
話
）

・

永
玄
僧
正

（巻
二
第
四
話
）

。
良
縁
僧
正

（巻
四
第
二
話
）

。

永
昭
僧
都

（巻
五
第

一
話
）

・
真
範
僧
正

（巻
五
第
九
話
）

・

覚
英
僧
都

（巻
九
第

一
一
話
）

（
ｂ
）
遁
世

。
流
浪
の
要
素
を
持
た
な
い
も
の

永
縁
僧
正

（巻
五
第
四
話
）

。
琳
懐
僧
都

（巻
六
第
二
話
）

。

仲
算
大
徳

（巻
七
第
四
話
）

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
と
関
わ

っ
て
師
弟
関
係
そ
の
他
で
登
場
す
る
も

の
は
省
い
て
い
る
。
述
主
を
西
行
と
し
て
体
験
談
を
語
る
と
い
う
形
で
の

仮
託
説
話
は
、
巻
九
第

一
一
話
の
み
で
あ
る
。

『
撰
集
抄
』
の
主
題
と
も
関
わ
る
、

（
ａ
）
の
遁
世

・
流
浪
の
要
素
を

持

つ
人
々
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

（
ａ
）
の
中
に
は
、
永
玄
、
良
縁
、

覚
英
と
、
高
い
僧
位
に
あ
り
な
が
ら
実
在
を
確
認
で
き
な
い
者
が
目
立

つ
。

こ
れ
は
、

（
ｂ
）
の
人
物
が
全
て
実
在
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
さ

ら
に

（
ａ
）
の
実
在
の
者
に
つ
い
て
も
、
遁
世
の
事
実
が
伝
え
ら
れ
る
人

物
は

一
人
も
い
な
い
。

（
ａ
）
の
説
話
に
は
、

『
撰
集
抄
』
で
理
想
像
と
す
る
玄
賓
の
姿
が
付

与
さ
れ
た
あ
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。

『
撰
集
抄
』
に
お

け
る
玄
賓
は
、
巻
九
第

一
一
話
の
説
話
評
論
部
に
見
ら
れ
る

「
又
は
け
が

さ
じ
の
玄
賓
」
の
よ
う
に
、
説
話
の
梗
概
化
さ
れ
た
形
で
登
場
す
る
。

・
行
賀

（巻

一
第
八
話
）

三
輪
と
い
ふ
所
に
、
お
も
ひ
澄
ま
し
て
ぞ
籠
り
給

へ
り
け
る
。

「
清

き
流
れ
に
す

ヽ
ぎ
て
し
衣
の
色
を
又
は
け
が
さ
じ
」
の
、
玄
賓
の
む

か
し
の
跡
ゆ
か
し
く
、
げ
に
と
思
ひ
入
り
て
、
月
を
お
く
り
日
を
か

さ
ね
給

へ
り
。

・
永
玄

（巻
二
第
四
話
）

と
ほ
つ
国
の
清
き
山
の
水
の
な
が
れ
を
も
と
め
て
、
さ
わ
が
し
き
君

が
御
代
に
は
す
ま
ぬ
を
ま
さ
り
、
世
を
う
し
と
お
も
ひ
、
又
は
け
が

さ
じ
な
ど
い
ふ
衣
の
色
は
、
む
か
し
奈
良
の
京
の
御
時
、
わ
づ
か
に

伝

へ
聞
く
玄
賓
の
む
か
し
の
跡
に
こ
そ
。
凡
そ
、
多
く
世
を
の
が
る

ゝ
人
の
中
に
、
山
田
も
る
僧
都
の
い
に
し

へ
は
、
聞
く
も
こ
と
に
こ
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ゝ
ろ
の
澄
み
て
貴
く
侍
り
し
か
ば
、
今
の
僧
正
の
有
様
、
い
で
こ
し

方
、
お
も
ひ
や
る
末
に
も
、
あ
り
が
た
く
ぞ
侍
る
な
り
。

・
永
昭

（巻
五
第

一
話
）

玄
賓
の
む
か
し
の
跡
に
露
も
か
は
る
事
侍
ら
ず
。
山
田
を
も
る
わ
ざ

は
い
か
ゞ
侍
り
け
む
。

つ
ぶ
ね
と
な
り
て
人
に
し
た
が
ひ
、
み
な
れ

ざ
ほ
さ
し
て
人
を
わ
た
す
い
と
な
み
は
、
め
づ
ら
か
な
る
事
に
も
侍

ら
ざ
り
け
る
と
か
や
。

同
じ
く
玄
賓
が
持
ち
出
さ
れ
る
巻
二
第
八
話
の

「
泊
瀬
山
の
迎
西
」
も
、

『
撰
集
抄
』
に
興
福
寺
の
高
僧
で
遁
世
し
た
と
し
て
登
場
す
る
行
賀
、　
一

和
、
真
範
ら
が
、
法
相
宗
長
谷
寺
の
別
当
を
勤
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
あ
な
が
ち
無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い

（注
五
）
。
興
福
寺
の
高
僧

以
外
の
説
話
に
玄
賓
の
名
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
巻
七
第
九
話

一
例
の

み
で
、
　

擬
玄
賓
説
話
　
と
も
言
う
べ
き
こ
れ
ら

一
連
の
説
話
に
は
、
そ

の
説
話
主
人
公
に
制
約
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
擬
玄
賓
説
話
が
、
興
福
寺
の
高
僧
の
場
合
に
集
中
し
て
い
る

の
は
、
作
者
の
作
為
の
結
果
に
他
な
る
ま
い
。
そ
の
因
を
、
玄
賓
自
身
が

興
福
寺
の
高
僧
で
あ

っ
た
と
い
う
、
彼
の
出
自
に
求
め
る
こ
と
に
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
擬
玄
賓
説
話
が
、
巻

一
最
終
話
で
玄
賓
と
同
時
代
の

昔
の
行
賀
に
始
ま
り
、
巻
九
最
終
話
で
述
主
の
仮
託
西
行
が
出
会
う
現
在

の
覚
英
に
終
わ
る
構
図
は
見
逃
せ
な
い
。
作
者
は
、
昔
か
ら
今
に
到
る
理

想
的
人
物
を
、
玄
賓
と
同
じ
出
自
を
持

つ
人
々
を
登
場
さ
せ
、
あ
る
い
は

創
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
に
演
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
物

を
創
作
す
る
と
い
う
行
為

に
、
単
に
伝
承
す
る
と
い
う
行
為
以
上
の
意
識

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
玄
賓
仮
託

と
い
う
作
者
の
方
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

擬
玄
賓
説
話
が
、
巻

一
第
八
話
、
巻
二
第
八
話
、
巻
五
第

一
話
、
巻
九

第

一
一
話
と
、
巻
頭
話
や
巻
末
話
に
多
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
高
僧
説

話
と
い
う
範
囲
ま
で
広
げ
る
と
、
巻

一
第

一
話
の
僧
賀
、
巻
二
第

一
話
の

一
和
、
巻
三
第

一
話
の
見
仏
聖
人

（注
六
）
、
巻
四
第
八
話
の
慶
詐
大
阿

閣
梨
、
巻
六
第

一
話
の
玄
舞
三
蔵

・
真
如
親
王
と
、
巻
頭

。
巻
末
は
高
僧

説
話
と
い
う
視
点
で
説
明
で
き
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
れ
も
作
者
の

方
法
と
考
え
ら
れ
る
。

三

擬
玄
賓
説
話
の
ひ
と

つ
で
あ
る
巻
二
第
四
話
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

さ
い
つ
比
、
帥
ｑ
対
納
ヨ
倒
伺
の
、
田
上
と
い
ふ
山
里
に
住
み
給

ひ
け
る
。
長
月
の
下
の
弓
張
の
程
、
た
そ
か
れ
時
に
な
り
て
、
お
喘

０
本
電
づ
醸
薇
Ｂ
弔
督
ヨ
「
、
ま
み
、
あ
り
さ
ま
、
ま
こ
と
に
賢
く
や

ん
ご
と
な
き
僧
の
、
入
り
来
た
り
て
物
を
乞
ふ
事
侍
り
。

（
傍
線
稿
者
。
以
下
同
じ
。
）

姿
を
や
つ
し
て
は
い
る
が
只
人
と
も
思
え
な
か

っ
た
た
め
、
経
信
が
事

の
次
第
を
尋
ね
る
と
、
僧
は
興
福
寺
花
林
院

に
住
む
者
で
、
妻
帯
し
て
い

る
こ
と
が
寺
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
寺
を
追
わ
れ
た
こ
と
を
語
る
。
女
と

共
に
住
む
世
話
を
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
経
信
に
対
し
、
僧
は

一
首
の
歌
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を
残
し
て
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
う
。

彼
大
納
言
、
興
福
寺
の
貫
首
の
内
様
に
付
き
て
、
く
は
し
く
尋
ね
給

へ
り
け
る
に
、
花
瀾
越
劉
釧
剤
劃
Щ
と
い
ふ
人
、
年
比
世
を
の
が
る
ゝ

心
ふ
か
く
て
、
た
び
た
び
閉
ぢ
籠
り
給

へ
り
し
を
、
寺
を
し
み
留
め

奉
り
て
、
心
に
あ
ら
ず
な
が
ら

へ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
い
に
し

へ
五
月

の
比
、
貫
首
に
あ
が
り
給
ふ
べ
き
よ
し
、
そ
の
き
こ
え
侍
り
し
か
ば

に
や
、
跡
な
く
う
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
弟
子
ど
も
も
う

つ
ヽ
心
な
く
て

侍
り
。
い
づ
く
に
こ
そ
お
は
す
と
も
間
か
ざ
り
し
か
ば
、
流
浪
し
給

ふ
ら
ん
よ
と
て
、
珂
覚
到
司
の
す
ゞ
ろ
に
な
き
給

へ
る
な
り
。

こ
の
後
、
玄
賓
を
持
ち
出
す

一
節
が
語
ら
れ
、
自
ら
の
こ
と
に
筆
は
及

ぶ
。

世
を
捨

つ
と
な
ら
ば
、
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
て
、
身
の
ち
か

ら
も
い
た
く
疲
れ
侍
ら
ざ
り
し
比
、
ひ
ろ
く
国
々
に
経
ま
は
り
て
、

や
む
ご
と
な
き
寺
々
、
面
白
き
所
々
に
徘
徊
し
侍
り
し
が
、
さ
し

当
り
て
身
の
憂

へ
も
忘
ら
れ
侍
り
し
か
ば
、
か
く
て

一
期
を
す
ぐ

し
た
ら
ん
も
、
罪
ふ
か

ゝ
ら
じ
と
お
ぼ
え
侍
り
き
。

（
中
略
）
晰

僣
壺
ば
、
パ
で
づ
峰
が
だ
理
ぎ
給
曖
凝
れ
磁
ゞ
さ
様
の
所
を
見
い

ま
そ
か
ら
ん
も
か
な
は
で
や
侍
ら
ん
。

評
論
部
で
自
ら
の
経
歴
を
振
り
返

っ
て
述
懐
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
、

仮
託
が
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
永
玄
な
る
人
物
は

『
僧
綱
補
任
』

に
も
現
わ
れ
な
い
が
、
玄
覚
が
貫
首
と
な
る
前
に
、

「
花
林
院
僧
正
」
と

呼
ば
れ
た
永
縁

（
一
〇
四
八
―

一
一
二
五
）
が
お
り
、
永
縁
そ
の
人
は
、

『
撰
集
抄
』
の
巻
五
第
四
話
に
登
場
し
て
い
る
。
永
玄
と
い
う
説
話
主
人

公
の
創
作
は
、
永
縁
と
玄
覚
の
関
係
に
目
を

つ
け
、
二
人
の
名
前
を
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

（
注
七
）
。
そ
れ
に
し
て

も
永
例
を
永
珂
に
変
え
る
意
識
に
も
、
評
論
部
で
持
ち
出
さ
れ
る
珂
賓
の

影
が
ち
ら

つ
い
て
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
自
ら
擬
玄
賓
説
話
を
作
り
上
げ
、

評
論
部
で
そ
の
玄
賓
を
持
ち
出
し
て
、
創
作
し
た
説
話
主
人
公
に
賛
辞
を

送
る
し
た
た
か
な
作
者
の
顔
も
の
ぞ
く
の
で
あ
る
。

作
者
の
作
為
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
登
場
人
物
の
生
没
年
を
あ
げ

る
と
次
の
よ
う
に
な
り
、

経
信

（
一
〇

一
六
―

一
〇
九
七
）

永
玄

（永
縁

　
一
〇
四
八
―

一
一
二
五
）

玄
覚

（
一
〇
九
九
―

一
一
三
八
）

経
信
が
玄
覚
の
も
と
を
訪
れ
て
永
玄
の
話
を
聞
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
事
に
関
し
て
、
渡
遷
信
和
氏
に
論
考
が
あ
る

（注
八
）
。
氏
は
経
信

の
生
存
年
代
が
鳥
羽
院
の
時
代
に
意
識
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
ら
れ
、
そ
の
鳥
羽
院
の
御
代
は

『
撰
集
抄
』
編
著
者
に
と

っ
て
、

昔
と
も
違
い
、
跛
文
の
寿
永
二

（
一
一
八
三
）
年
に
到
る
編
著
者
が
自
分

の
時
代
と
考
え
た
も
の
と
も

一
線
を
画
す
べ
き
時
代
で
あ
る
と
す
る
。
こ

れ
は
、
興
福
寺
の
高
僧
で
永
縁
を
も
と
に
創
作
さ
れ
た
永
玄

（注
九
）
と

い
う
理
想
的
人
物
に
出
会
う
べ
き
人
物
と
し
て
、
経
信
が
意
図
的
に
持
ち

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
経
信
が
出
会
う
永
玄
に
つ
い

て
作
者
は
、
波
線
部
の
よ
う
に

「
よ
は
ひ
六
そ
ぢ
に
か
た
ぶ
き
て
」
と
い

う
人
物
設
定
を
し
、
評
論
部
で
も

「
此
僧
正
は
、
六
そ
ぢ
に
か
た
ぶ
き
給

ひ
ぬ
れ
ば
」
と
語
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
こ
の
設
定
は

一
説
話
中
最
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後
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ｃ
こ
れ
も
永
縁
の
生
年
で
あ
る

一
〇

四
八
年
か
ら
六
十
年
後
の
、
ま
さ
に
鳥
羽
天
皇
の
御
代
の
初
め
を
意
識
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
経
信
の
生
存
年
代
の
操
作
が
、
決
し
て
い
い
加
減
で

は
な
か

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

『
撰
集
抄
』
作
者
が
、
登
場
人
物
の
生

存
年
代
を
作
為
的
に
、
し
か
も
か
な
り
し
た
た
か
に
操
作
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
得
な
い
。
我
々
は
こ
れ
を

『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
作
者
の
方
法
と

し
て
見
て
い
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
綿
密
に
作
為
的
に
、
出
会
う
は
ず
の
な
い
二
人
の
人
物
を

接
触
さ
せ
る
作
者
の
方
法
は
、
巻
九
第

一
一
話
に
見
ら
れ
た
年
代
的
矛
盾

を
解
く
鍵
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
二
第
四
話
の
玄
覚
は
師
実
の

子
で
、
巻
九
第

一
一
話
に
登
場
す
る
覚
信
と
は
兄
弟
で
あ
る
こ
と
も
、
両

説
話
の
創
作
方
法
の
密
接
な
関
係
を
窺
わ
せ
る
。

四

巻
二
第
八
話
の
擬
玄
賓
説
話
で
は
、
理
想
的
遁
世
者
と
出
会
う
役
割
は
、

侍
従
大
納
言
成
通
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

過
ぎ
に
し
比
、
側
犯
月
翻
日
馴
翻
翻
刷
、
東
山
に
住
み
給
ひ
け
る
比
、

い
づ
く
の
者
と
も
し
ら
ぬ
法
師
の
来
た
り
て
、

「
此
殿
に
宮
仕
ひ

侍
ら
ん
」
と
い
ひ
け
れ
ば

こ
う
し
て
法
師
は
成
通
の
も
と
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
与
え
ら
れ
た

着
物
を
乞
食
に
施
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
、
成
通
を
は
じ
め
人
々
が
徳
の

あ
る
僧
と
し
て
扱
い
始
め
る
と
姿
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
う
。

此
僧
う
せ
て
後
、
廿
日
ば
か
り
経
て
、
大
納
言
歌
よ
み
の
内
に
撰

ば
れ
給
ひ
て
、
凋
劇
対
綱
ヨ
側
劇
と
申
す
人
に
な
む
合
は
せ
ら
れ
て
、

「
い
か
ゞ
し
て
名
歌
よ
み
て
君
の
御
感
に
あ
づ
か
り
侍
ら
ん
」
と
お

ぼ
し
て
、
此
事
の
み
な
げ
き
給
ひ
け
る
に
、
或
日
の
く
れ
に
あ
り
し

僧
来
た
り
て
、

「
君
の
煩
ひ
給

へ
る
歌
、
思
ひ
よ
り
て
こ
そ
侍
れ
」

と
て
、水

の
お
も
に
ふ
る
し
ら
雪
の
か
た
も
な
く
　
消
え
や
し
な
ま
し

人
の
？
り
さ
に

う
ら
む
な
よ
か
げ
み
え
方
の
夕
づ
く
よ
　
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
雲

間
待

つ
身
を

二
首
の
歌
を
残
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
の
を
呼
び
と
め
て
名
を
尋
ね
る

成
通
に
対
し
て
、

「
泊
瀬
山
の
迎
西
」
と
名
乗

っ
て
僧
は
再
び
跡
を
く
ら

ま
し
て
し
ま
う
。
説
話
内
容
と
い
い

（
注

一
〇
）
、
評
論
部
に
引
か
れ
る

玄
賓
の
説
話
と
い
い

（注

一
一
）
、
擬
玄
賓
説
話
の
典
型
で
あ
る
。

前
節
の
経
信
と
成
通
に
ま

つ
わ
る
説
話
が
、
巻
八
第

一
八
話
に
あ
る
。

鼻
羽
同
安
復
無
Ｑ
嗜
崚
畿
噴
、
御
鞠
あ
そ
び
の
あ
り
け
る
に
、
鞠

を
御
前
に
出
だ
さ
れ
ん
ず
る
有
様
の
こ
と
を
ば
、
倒
剣
対
綱
ヨ
崚
日
、

其
人
に
あ
た
り
て
い
ま
そ
か
り
け
る
に
、
い
か
な
る
さ
は
り
の
侍
り

け
る
に
や
、
日
の
た
け
ぬ
る
ま
で
参
り
給
は
ね
ば
、
則
刻
対
綱
司
綱

伺
川
の
は
か
ら
ひ
に
て
、
松
の
枝
に
鞠
を

つ
け
て
出
さ
れ
け
る
に
、

成
通
卿
参
り
あ
ひ
給
ひ
て
、

「
あ
し
と
よ
。
御
世
の
初
の
春
の
鞠
を

ば
、
柳
の
枝
に
こ
そ
」
と
て
、
付
け
な
ほ
さ
れ
侍
り
。

（
中
略
）
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ヽ

コ
憂
暉
病
碁
電
雹
腎
電
壻
喩
崚
、
御
鞠
あ
そ
び
の
時
、
側
明
の
、
竹
の

枝
に
鞠
を
付
け
て
被
出
け
る
を
、
侍
従
の
大
納
言
伝

へ
聞
き
給
ひ
て
、

〓
側
パ

ーま‥
賀
ｄ
餐
雇
．Ｑ
兜
魯
司
颯
―ま‥
出
〓
究
昭
賦
呪
］
‐と

讃
め
き
こ

え
給

へ
り
。

「
鳥
羽
院
の
御
位
の
は
じ
め
」
に
時
が
設
定
さ
れ
、
生
没
年
か
ら
す
る

と
決
し
て
出
会
う
は
ず
の
な
い
経
信

（
一
〇

一
六
―

一
〇
九
七
）
と
成
通

（
一
〇
九
七
―

一
一
六
〇
）
が
同
じ
時
代
を
生
き
た
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る

（注

一
二
）
。
成
通
の

「
六
そ
ぢ
に
か
た
ぶ
き
給
ひ
て
の
ち
」
を
、

「
二
条
院
の
御
位
の
は
じ
め
」
と
す
る
こ
と
は
、
成
通
の
生
年

（
一
〇
九

七
）
、
二
条
院
の
御
代
の
初
め

（
一
一
五
八
）
か
ら
し
て
誤
認
は
な
く
、

む
し
ろ
正
確
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
成
通
が
俊
成
の
行
為

に
対
し
て
、

「
父
の
俊

忠
の
中
納
言
に
は
ま
さ
り
に
け
り
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
八

第

一
八
話
に
は
、

「
経
信
の
大
納
言
、
俊
忠
中
納
言
と
て
、
当
世
の
好
士
、

歌
鞠
の
長
者
な
る
人
」
と
あ
り
、
成
通
を
含
め
て
こ
れ
ら
二
人
が
当
代
き

っ
て
の
文
化
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
成
通
と
俊
忠
の

対
立
の
構
図
は
、
巻
二
第
八
話
で
も
、
成
通
が
歌
よ
み
に
撲
ば
れ
る
際
に

俊
忠
に
合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
局
面
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

は
、
鞠
の
上
で
の
成
通
の
優
位
、
歌
で
の
俊
忠
優
位
ま
で
が
意
識
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
成
通
と
俊
忠
の
直
接
的
な
対
立
を
描
く
よ
う
な
説
話

は
他
に
発
見
で
き
ず
、
そ
れ
だ
け
に

『
撰
集
抄
』
の
中
で
、
特
定
の
人
物

に
対
す
る
共
通
の
意
識
の
も
と
に
二
話
が
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両

話
の
密
接
な
関
係
を
物
語

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

五

『
撲
集
抄
』
の
説
話
は
そ
の
型
か
ら
、
①
仮
託
西
行
が
述
主
と
な

っ
て

説
話
を
語
る
仮
託
説
話
、
②
評
論
部
で
述
懐
と
い
う
形
で
自
ら
に
つ
い
て

語
る
こ
と
で
仮
託
が
成
立
し
て
い
る
説
話
、
③
非
仮
託
説
話
の
二
つ
に
分

類
で
き
る
。

巻
二
第
四
話
の
経
信
の
説
話
は
②
に
分
類
さ
れ
、
巻
二
第
八
話
、
巻
八

第

一
八
話
の
成
通
の
説
話
は
③

に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
に
は
、

説
話
主
人
公
に
対
す
る
玄
賓
像
の
付
与
、
そ
の
主
人
公
と
出
会
う
べ
き
文

化
人
と
し
て
の
経
信
、
成
通
と
い
っ
た
人
物
設
定
、
経
信
の
生
存
年
代
引

き
下
げ
と
い
う
共
通
の
方
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
方
法
の
中
か

ら
、
説
話
主
人
公
と
遭
遇
す
る
人
物
を
西
行
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
そ
の
説
話
は
そ
の
ま
ま
第
二
節
で
見
た
巻
九
第

一
一
話
の
覚
英
と
西

行
の
よ
う
に
仮
託
説
話
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
巻
九

第

一
一
話
は
当
然
①
に
分
類
港
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
方
法
は

『撰

集
抄
』
の
①
②
③
と
い
っ
た
全
て
の
パ
タ
ー
ン
の
説
話
に
共
通
し
た
、
仮

託
説
話
、
非
仮
託
説
話
に
ま
た
が
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
①
②
③
の
例
と

し
て
あ
げ
た
説
話
相
互
の
密
接
な
関
係
は
、
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

『
撰
集
抄
』
作
者
の
手
の
内
に
は
、
い
く
つ
か
の
説
話
創
作
の
方
法
が

あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
に
よ
っ
て
仮
託
説
話
、
非
仮
託
説
話
の
別
も
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現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
い

っ
た
意
味
か
ら
は

『
撰
集
抄
』
全

体
の
枠
組
み
と
も
い
う
べ
き
西
行
仮
託
す
ら
、
他
の
方
法
と
異
質
の
も
の

で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

エハ

方
法
と
し
て
の
西
行
仮
託
の
様
相
を
、
前
節
の
①
②
の
よ
う
な
形
以
外

の
も
の
に
跡
づ
け
て
み
た
い
。

『
撰
集
抄
』
に
は
、
説
話
に
現
わ
れ
た
歌
の
出
典
を
明
記
す
る
も
の
が

あ
る
。

巻
四
第
四
話
は
、

中
比
、
筑
紫
の
横
竹
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
範
円
聖
人
と
い
ふ
人
い

ま
そ
か
り
け
り
。

（
中
略
）
い
ま
だ
此
上
人
か
ざ
り
お
ろ
し
給
は
ざ

り
け
る
前
は
、
吉
田
の
帥
の
中
納
言
経
光
と
申
し
け
り
。

と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
彼
は
太
宰
帥
に
任
ぜ
ら
れ
て
筑
紫

へ
下
る
が
、

都
か
ら
連
れ
下

っ
た
北
方
に
対
す
る
情
熱
は
薄
れ
、
異
郷
の
地
で
都

へ
帰

る
術
と
て
な
い
北
方
は
悲
し
み
に
く
れ
、　
一
首
の
歌
を
残
し
て
息
を
引
き

取

っ
て
し
ま
う
。
北
方
が
残
し
た
と
す
る
説
話
中
の
和
歌
は
、

『
後
拾
遺

集
』
に
出
典
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（注

一
三
）
。

『
後
拾
遺
集
』
の

詞
書
は
、
説
話
と
同

一
の
内
容
を
記
す
が
、
左
注
で
は

「
経
衡
筑
前
守
」

の
従
者
の
妻
の
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、　
国
「
昔
物
語
集
』
は
筑

前
守
を

「
源
道
済
」
と
し
て
、

『
後
拾
遺
集
』
の
注
と
同

一
の
内
容
の
説

話
を
載
せ
る

（
注

一
四
〉
。

『
後
拾
遺
集
』
の
記
す
藤
原
経
衡

（
一
〇
〇

五
―

一
〇
七
二
）
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
源
道
済

（生
年
未
詳
ど

一
〇

一

九
）
は
共
に
歌
人
と
し
て
有
名
な
人
物
で

（
注

一
五
）
、
筑
前
守
に
任
ぜ

ら
れ
た
こ
と
も
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
。

『
撰
集
抄
』
の
こ
の
説
話
に
付
さ
れ
た
評
論
部
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

洲
ｑ
硼
国
、
ま

へ
は
野

べ
、
叢
蘭
茂
く
成
り
て
風
に
や
ぶ
れ
、
虫

の
声
々
、
草
の
根
ご
と
に
し
ど
ろ
也
。
後
は
山
、
嵐
よ
り
よ
り
お
と

づ
れ
て
、
松
葉
琴
を
し
ら
ぶ
。
右
は
海
漫
々
と
し
て
き
は
も
な
し
。

左
は
清
瀬
河
岸
た
か
く
し
て
、
岩
う

つ
浪
の
く
だ
け

つ
ゝ
、
ほ
の
か

に
き
こ
え
侍
り
。
か

ヽ
る
所
に
身
を

一
つ
か
く
す
べ
き
庵
引
き
む
す

び
、
左
の
板
の
月
輪
よ
り
、
香
煙
ほ
そ
く
そ
び
き
て
、
空
に
紫
雲
の

種
を
ま
き
、
念
仏
の
声
し
づ
か
に
し
て
、
西
に
聖
衆
の
迎

へ
を
待
ち

て
お
は
し
ま
し
け
る
が
、
天
承
お
溺
”
野
壺
療
腎
矮
騒
腎
り

ま
こ
と

に
い
み
じ
き
往
生
し
給
ひ
け
る
と
な
ん
。

（
中
略
）
此
歌
は
よ
み
人

し
ら
ず
と
て
、
司
石
象
―こ．
．^バ
れ
り‥
。
さ
や
う
の
宮
な
ど
の
、
帥
に
い

ざ
な
ひ
て
西
国
に
く
だ
り
給
ふ
な
ど
、
載
せ
侍
ら
ん
こ
と
の
、
さ
す

が
と
覚
え
て
、
よ
み
人
不
知
と
は
入
れ
給
ふ
に
こ
そ
。

『
後
拾
遺
集
』
所
収
の
和
歌
に
対
し
て
、

『
撰
集
抄
』
は

『
詞
花
集
』

に
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
事
実
に
関
し
て
は
、
錯
誤
で
あ
る

と
さ
れ
て
き
た
が
、
問
題
は
は
た
し
て
そ
ん
な
に
単
純
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。

「
後
拾
遺
集
』

『
今
昔
物
語
集
』
と

『
撰
集
抄
』
と
で
は
、
筑
紫
に
下

っ
た
人
物
の
名
、
官
職
名
、
歌
の
作
者
の
夫
を
誰
と
す
る
か
な
ど
に
く
い
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違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た

『
撰
集
抄
』
で
は
、
太
宰
帥
と
な

っ
て
下

っ
た

中
納
言
経
光
、
出
家
後
の
範
円
に
つ
い
て

「
天
承
の
比
」

（
一
一
三

一
―

一
一
三
二
）
に
往
生
し
た
と
す
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
人
物
設
定
は
、

『
後

拾
遺
集
』
、

『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
は
完
全
に
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
時
点
で
作
者
に
と

っ
て
こ
の
歌
が

『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
既
に
失
わ
れ
て
い
る
。
経
光
な
る
人
物
の

実
在
を
確
認
で
き
な
い
今
、
明
確
な
試
算
は
で
き
な
い
が
、

「
天
承
の
比
」

往
生
し
た
人
物
に
対
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
が
、
寛
治
元

（
一
〇
八
七
）
年

成
立
の

『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
こ
と
は
、
年
代
的
に
も
か
な
り
無
理

を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
作
者
は

『
後
拾
遺
集
』
の
歌
を
核
に
説
話
の
改
作

を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

『
後
拾
遺
集
』
と
書
く
べ
き
を
誤

っ
て

『
詞

花
集
』
と
し
た
の
で
は
な
い
。
意
図
的
に

『
詞
花
集
』
に
入
集
し
て
い
る

と
い
う
設
定
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

巻
四
第
二
話
に
も
同
じ
例
を
見
出
せ
る
。
こ
の
説
話
は
、

『
金
葉
集
』

（
巻
第

一
〇
雑
部
下

・
六

一
一
）
に
あ
る
次
の
歌
を
、
説
話
成
立
の
契
機

と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

お
ほ
ち
に
こ
を
す
て
て
は
べ
り
け
る
お
し
く
く
み
に
か
き

つ
け

て
は
べ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一碗
人
不
知

身
に
ま
さ
る
物
な
か
り
け
り
み
ど
り
こ
は
や
ら
ん
か
た
な
く
か
な
し

け
れ
ど
も

こ
の

一
首
と
共
に
捨
て
ら
れ
た
子
を

「
志
賀
中
将
頼
実
」
、
出
家
後
は

「
今
橋
の
僧
正
良
縁
」
、
彼
を
拾

っ
て
育
て
た
人
物
を

「
富
家
の
大
殿
」

（
藤
原
忠
実
）
と
し
、
頼
実
は

「
興
福
寺
の
千
覚
律
師
」
の
も
と
で
出
家

し
た
と
い
う
設
定
で
、
説
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

歌
は
よ
み
人
不
知
と
て
、
詞
花
和
歌
集
颯
α
れ
切
ｏ
倒
剣
「
捌
劇
剌

び
に
、
こ
の
歌
の
所
に
い
た
り
て
、
そ
ゞ
ろ
に
一涙
の
し
と
ろ
な
る
に

欄
淵
響
　
（
注

一
六
）

評
論
部
で

『
金
葉
集
』
所
収
歌
に
つ
い
て
、

『
詞
花
集
』
に
あ
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
。
説
話
主
人
公
の

「
今
橋
の
僧
正
良
縁
」
に
つ
い
て
も
、

「
目
出
た
き
智
者
に
て
な
む
い
ま
そ
か
り
け
れ
ば
、
僧
正
ま
で
成
り
給
ひ

て
け
る
な
る
べ
し
。
」
と
尤
も
ら
し
く
語
る
が
、

『
僧
綱
補
任
』
に
そ
の

よ
う
な
人
物
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
の
説
話
も
お
そ
ら
く
第
四
話
と
同
じ
く

創
作
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、

「
彼
集
を
披
く
た
び
に
」
涙
を
流
す
と

ま
で
語
ら
ず
に
は

（
仮
託
西
行
に
語
ら
せ
ず
に
は
）
い
ら
れ
な
い
作
者
が
、

単
な
る
錯
誤
で
、
説
話
成
立
の
契
機
と
な

っ
た
歌
の
歌
集
名
だ
け
を
不
注

意
に
誤
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

『
詞
花
集
』
の
成
立
は
仁
平
元

（
一
一
五

一
）
年
、
そ
の
撰
集
に
際
し

て
西
行
と
交
渉
の
あ

っ
た
寂
超

（藤
原
為
経
）
は
、
父
為
忠
の
遺
詠
を
整

理
し
て
撰
集
資
料
と
し
た
が
、
兄
弟
の
歌
な
ど
を
も
含
め
て
、
西
行
に
下

見
を
依
頼
し
て
い
る
。
西
行
自
身
も

『
詞
花
集
』
に
読
入
し
ら
ず
と
し
て
、

「
身
を
す

つ
る
人
は
ま
こ
と
に
す

つ
る
か
は
す
て
ぬ
ひ
と
こ
そ
す

つ
る
な

り
け
れ
」
の
歌
で
初
め
て
勅
撰
集
入
集
を
は
た
し
て
い
る
。

第
四
話
の
評
論
部
の
初
め
に
は
、
範
円
の
遁
世
し
た
筑
紫
の
横
竹
の
様

子
を

「
か
の
所
は
」
と
し
て
自
ら
確
認
し
た
回
調
で
書
い
て
い
る
。

『
撰

集
抄
』
に
は
場
の
描
写
に
類
似
表
現
が
数
多
く
見
出
せ
る
が
、
こ
こ
で
の

回
調
が
体
験
に
基
づ
く
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
第
二
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話
の

「
彼
集
を
披
く
た
び
に
」
云
々
の

一
節
も

一
人
称
に
よ

っ
て
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
仮
託
西
行
の
体
験
を
ふ
ま
え
た
上
の
記
述
と
し
て

読
む
べ
き
で
あ
り
、
仮
託
説
話
の
ひ
と

つ
の
型
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

『
詞
花
集
』
は
歌
人
西
行
と
関
連
が
あ
り
、
四
十
歳
を
前
に
成
立

し
、
そ
の
後
老
年
を
迎
え
た
西
行
が
庵
で

「
彼
集
を
披
く
た
び
に
、
こ
の

歌
の
所
に
い
た
り
て
そ
ゞ
ろ
に
涙
の
し
ど
ろ
な
る
に
侍
り
。
」
と
感
懐
を

洩
ら
す
の
に
最
も
適
し
た
集
で
あ

っ
た
の
で
あ
る

（注

一
七
）
。
仮
託
の

ひ
と

つ
の
型
と
し
て
こ
れ
ら
の
感
懐
を
読
む
と
き
、
そ
れ
は
臨
場
感
と
切

迫
感
の
あ
る
表
現
と
し
て
響
い
て
く
る
。

歌
集
名
を
意
識
的
に
変
え
る
と
い
う
方
法
は
、
特
定
の
人
物
の
生
存
年

代
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
い
う
、
先
に
見
て
き
た
方
法
と
類
似
し
て
お
り
、

こ
れ
も
西
行
仮
託
の

一
様
相
で
、
巧
妙
な
趣
向
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。

七

説
話
に
登
場
さ
せ
る
人
物
の
選
択
や
時
代
設
定
に
は
、

『
撰
集
抄
』
の

方
法
と
も
言
え
る
作
者
の
作
為
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
仮
託
説
話
、

非
仮
託
説
話
に
共
通
で
、
西
行
仮
託
と
い
う
方
法
も
そ
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

『
撰
集
抄
』
の
最
終
話
、
巻
九
第

一
一
話
の
覚
英
創
作
は
、
そ
の
周
到

な
人
物
設
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
と
す
る
師
通
の
死
後
に
覚
英
が
誕
生

す
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
ｏ

師
実
の
子
の
覚
信
は
、
興
福
寺
の

一
乗
院
門
跡
に
貴
種
入
室
の
初
め
で
、

巻
二
第
四
話
に
登
場
す
る
、
覚
信
と
は
兄
弟

の
玄
覚
も
ま
た

一
乗
院
門
跡

を
勤
め
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
兄
弟
の
尋
範
は
大
乗
院
門
跡
を
勤
め
て

お
り
、
興
福
寺
と
の
関
係
は
密
接
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
家
系
は
、

最
終
話
で
理
想
的
な
遁
世
者
で
あ
る
覚
英
を
創
作
す
る
の
に
好
都
合
だ

っ

た
の
で
あ
る
。
巻
九
第

一
一
話
は
、
架
空
の
人
物
覚
英
を
興
福
寺
に
縁
の

深
い
人
物
と
し
て
創
作
し
、
目
的
で
あ
る
玄
賓
像
を
付
与
し
、
そ
の
発
見

者
を
西
行
と
し
て
仮
託
説
話
の
枠
組
み
を
は
め
こ
む
と
い

っ
た
、
作
者
の

手
の
内
の
も
の
を
駆
使
し

つ
つ
構
成
さ
れ
た
巧
妙
な
最
終
話
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
撰
集
抄
』
中
の
い
た
る
所
で
用
い
た
い
く

つ
か
の
方
法
を
交

錯
さ
せ
て
説
話
を
語
り
な
が
ら
、
評
論
部
で
は

「
昔
の
玄
賓
に
も
勝
る
ほ

ど
の
人
物
だ
」
と
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
人
物
に
賛
辞
を
送
り
、
作
者
は

『
撰
集
抄
』
説
話
に
幕
を
引
く
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
矛
盾
を
き
た
し
て
ま
で
覚
英
に

「
保
元
二
年
」
没
、

「
生
年
四
十

一
」
と
い
う
細
か
い
人
物
設
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
何
故
か
。
保
元
二
年
に
四
十

一
歳
と
い
う
設
定
か
ら
す
る
と
、

覚
英
の
生
誕
は
永
久
五

（
一
一
一
七
）
年
と
な
り
、
西
行
の
生
誕
、
元
永

元

（
一
一
一
八
）
年
と
全
く
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど

一
致
し
て
い
る
。

『
撰

集
抄
』
の
中
で
仮
託
西
行
は
、
四
十
か
ら
五
十
代
の
多
く
の
理
想
的
人
物

を
語
り
、
老
い
て
猶
彼
ら
に
及
ば
ぬ
自
ら
を
嘆
い
て
い
る
。
覚
英
の
没
し

た

「
四
十

一
」
と
い
う
年
令
も
そ
の
理
想
的
人
物
た
ち
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
覚
英
は
、
西
行
と
同
時
に
生
ま
れ
、
修
業
の
身
で
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猶
理
想
的
遁
世
者
ら
に
及
ば
な
い
仮
託
西
行
の
対
極
に
お
か
れ
た
、
仮
託

西
行
の
分
身
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
覚
英
と
い
う
人
物
創
作
に
綿
密
な

方
法
を
と
り
な
が
ら
、
矛
盾
を
き
た
し
て
ま
で
父
と
す
る
師
通
の
没
後
に

覚
英
の
生
誕
を
引
き
下
げ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
、
こ
の
西
行
そ
の
も

の
へ
の
仮
託
が
意
図
さ
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
終
話
で
作
者
は
、

西
行
を
述
主
と
し
て
語
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
仮
託
西
行
と
同
じ
人
物

で
あ
る
覚
英
を
作
り
だ
し
理
想
像
を
演
じ
さ
せ
た
、

つ
ま
り
仮
託
西
行
に

さ
ら
に
仮
託
し
た
人
物
を
案
出
す
る
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。

『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
仮
託
説
話
と
非
仮
託
説
話
と
は
、
そ
の
方
法
と

い
う
点
で
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

『
撰
集
抄
』
の
構
造
理
解
を
目
的
と
し

て
、

『
撰
集
抄
』
の
形
成
の
過
程
で
、
仮
託
説
話
と
非
仮
託
説
話
が
併
存

し
て
き
た
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
次
第
で
あ
る
。

注

（
一
）

説
話
の
創
作
の
問
題
を
扱
う
た
め
、
敢
え
て
こ
の
語
を
用
い
る

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
増
補
の
問
題
は
措
く
こ
と
と
す
る
。

（
二
）

本
文
の
引
用
は
、

『
撰
集
抄
』

（小
島
孝
之

・
浅
見
和
彦
編

桜
楓
社
　
昭
六
〇
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
三
）

角
田
文
衛
氏

『
王
朝
の
明
暗
』

（
東
京
堂
出
版
　
昭
五
二
）
所

収
の

「
覚
英
僧
都
」
、
そ
の
他
に
ふ
れ
ら
れ
る
。

（
四
）

仁
平
恭
治
氏

「
『
撰
集
抄
』
序
説
　
―
―
―
西
行
仮
托
と
説
話

の
創
作
ト
ー
ー
」

（
東
北
学
院
大
学
論
集

（
一
般
教
育
）
七
四

昭
五
七

。
一
一
）
に
、
覚
英
そ
の
他
本
稿
で
取
り
上
げ
る
数

人
の
人
物
の
創
作
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
五
）
　

長
谷
寺
は
十
世
紀
末
頃
か
ら
、
興
福
寺
の
支
配
下
に
お
か
れ
て

い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

『
豊
山
前
史
』

（
長
谷
寺

昭
三
八
）
に
詳
し
い
。

迎
西
説
話
の
評
論
部
で
も
、
次
の
よ
う
な
形
で
玄
賓
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
。

げ
に
も
し
づ
か
に
案
ず
れ
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
物
、
あ

り
け
ら
の
た
ぐ
ひ
ま
で
、
お
も
ひ
放

つ
べ
き
物
に
は
あ
ら

ざ
り
け
り
。
我
等
も
多
百
千
劫
の
間
、
鳥
獣
と
生
れ
て
、

秋
の
日
の
お
ど
ろ
か
す
な
る
山
田
守
る
玄
賓
僧
都
の
引
板

の
こ
ゑ
に
お
ど
ろ
く
、
む
ら
雀
に
て
も
や
侍
り
け
む
。

（
六
）
　

見
仏
を
高
僧
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
残
る
か
と
思
わ
れ
る
。
巻

三
第

一
話
が
第

一
次
成
立
時
か
ら
存
在
し
た
こ
と
に
対
し
て
稿

者
は
否
定
的
な
意
見
を
持

つ
が
、
次
話
に

「
青
蓮
院
の
真
誉
法

眼
」
の
高
僧
説
話
が
あ
り
、
巻
三
巻
頭
も
高
僧
説
話
で
始
ま
る

と
考
え
て
お
く
。

（七
）

一則
掲

（注
四
）
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

（
八
）
　

「
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
源
経
信
」

（
中
京
大
学
文
学
部
紀
要

一
五
―
三
　
昭
五
六

。
一
）

（九
）
　

水ヽ
玄
が
説
話
中
で
、
経
信
に
対
し
て
歌
を

一
首
詠
み
残
し
て
去
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る
の
も
、
歌
僧
と
し
て
の
永
縁
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
と
関
係

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

○
）

『
発
心
集
』
巻

一
第
二
話
の
、
玄
賓
が
伊
賀
の
郡
司
の
も
と
に

仕
え
、
主
人
の
窮
地
を
救
う
と
同
時
に
姿
を
隠
す
説
話
と
同
型

で
あ
る
。

一
）
前
掲

（注
五
）
参
照
。

二
）
前
掲

（注
八
）
論
文
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

三
）

『
後
拾
遺
集
』
巻
第

一
七
雑
三

。
一
〇
〇
六

京
よ
り
ぐ
し
て
は
べ
り
け
る
女
を

つ
く
し
に
ま
か
り
く

だ
り
て
の
ち
こ
と
を
ん
な
に
お
も
ひ
つ
き
て
お
も
ひ
い

で
ず
な
り
侍
に
け
り
、
を
ん
な
た
よ
り
な
く
て
京
に
の

ぼ
る
べ
き
す
べ
も
な
く
は
べ
り
け
る
ほ
ど
に
、
わ
づ
ら

ふ
こ
と
あ
り
て
し
な
ん
と
し
は
べ
り
け
る
を
り
、
を
と

こ
の
も
と
に
い
ひ
つ
か
は
じ
け
る
　
　
　
読
人
不
知

と

へ
か
し
な
い
く
よ
も
あ
ら
じ

つ
ゆ
の
み
を
し
ば
し
も
こ
と

の
は
に
や
か
か
る
と

或
人
云
、
こ
の
を
ん
な

つ
ね
ひ
ら
ち
く
ぜ
む
の
か
み
に

て
は
べ
り
け
る
時
と
も
に
ま
か
り
く
だ
れ
り
け
る
人
の

め
に
な
ん
あ
り
け
る
、
か
く
て
女
な
く
な
り
に
け
れ
ば

つ
ね
ひ
ら
の
ち
に
き
き

つ
け
て
心
う
か
り
け
る
も
の
の

ふ
の
心
か
な
と
て
を
と
こ
お
ひ
の
ぼ
せ
ら
れ
は
べ
り
に

け
り

（
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
）

（
一
四
）
巻
第
二
十
四

「
筑
前
守
源
道
済
侍
妻
、
最
後
讀
和
歌
死
語
第
五

十
」

（
一
五
）
経
衡
に
は

『
経
衡
十
巻
抄
』

（散
供
）
、

『
経
衡
集
』
、
道
済

に
は

『
道
済
十
体
』
、

『
道
済
集
』
な
ど
が
あ
る
。

（
一
六
）
広
本
諸
本
が

『
詞
花
和
歌
集
』
と
す
る
の
に
対
し
て
、
略
本
は

『
金
葉
集
』
と
す
る
。

（
一
七
）
ち
な
み
に

『
千
載
集
』

（文
治
四

（
一
一
八
八
）
年
成
立
）
は
、

『
撰
集
抄
』
跛
文
に
記
さ
れ
る
寿
永
二

（
一
一
八
三
）
年
以
降

の
成
立
で
あ
る
。

（本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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