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大

和

物

語

の

事

と

言

―
―
大

和

物

語

雑

考

公
▼

―

一

大
和
物
語
中
の
実
名
を
挙
げ
た
人
物
に
関
す
る
小
話
の
若
干
に
虚
構
と
い
う

「文
学
的
発
想
」
を
認
め
る
説
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
賛
成
で
き
な
い
。
本
来
作

り
物
語
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
判
別
し
か
ね
る
話
が
特
に
無
名
の
人
の
話
に
見
受

け
ら
れ
る

（例
え
ば
七
段
）
が
、
そ
の
場
合
で
も
実
際
に
あ

っ
た
事
と
し
て
伝

承
す
る
態
度
が
作
者
の
叙
述
に
窺
わ
れ
こ
そ
す
れ
、
そ
ら
ご
と
を
構
築
す
る
意

識
の
介
在
は
窺
わ
れ
な
い
と
思
う
。
打
聞
物
語
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
り
、

伊
勢
物
語

。
大
和
物
語
な
ど
は
、
げ
に
あ
る
事
と
聞
き
侍
れ
ば（無

名
草
子
）

云
々
と
い
う
受
容
態
度
は
、
伊
勢
物
語
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
大
和
物
語
に

つ
い
て
は
間
違

っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
の
各
小
話
の
読
み
か
ら
帰

納
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
読
み
方
、
即
ち
、
小
話
に
能
う
限

り
事
実
の
根
拠
な
い
し
背
景
を
求
め
つ
つ
読
む
読
み
方
を
す
る
事
に
も
な
る
。

読
む
態
度
と
し
て
は
従
来
に
変
ら
な
い
が
、
要
は
具
体
的
に
ど
の
箇
所
に
そ
の

よ
う
な
読
み
方
を
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

堤
の
中
納
言
、
内
の
御
使
に
て
大
内
山
に
院
の
み
か
ど
お
は
し
ま
す
に
参

り
給

へ
り
。
物
心
細
げ
に
て
お
は
し
ま
す
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
高
き
所

柿

本

奨

な
れ
ば
雲
は
下
よ
り
い
と
多
く
立
ち
の
ぼ
る
や
う
に
見
え
け
れ
ば
、
か
く

な
む
。

自
雲
の
九
重
に
立
つ
峰
な
れ
ば
大
内
山
と
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る

（三
五
段
）

と
い
う
小
話
に
接
す
る
と
、

「高
き
所
」
は

「大
内
山
」
に
相
当
す
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
仁
和
寺
を

「
西
山
な
る
御
寺
」

（源
氏
物
語

。
若
菜
上
）
と
い
っ
た

例
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
仁
和
寺
と
か
、
宇
多
院
が
延
喜
四
年
三
月
に
仁
和

寺
の
西
側
に
営
ま
れ
た
御
所
と
か
、
そ
の
南
に
造
営
さ
れ
た
南
御
室
と
か
で
は
、

「高
き
所
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
伝
燈
広
録

（大
日
本
史

料
に
よ
る
）
に
、

上
於
菫
敬
崇
徴
号
献
法
皇
、
時
創
大
内
山
円
堂
院

云
々
と
あ

っ
て
、
宇
多
院
が
落
飾
し
た
昌
泰
二
年

《
究
）
に
、
仁
和
寺
内
地
大

内
山
に
八
角
御
堂
円
堂
院
を
創
建
さ
れ
、
同
年
、
ま
た
延
喜
四
年
三
月
、
そ
の

御
堂
に
お
い
て
供
養
を
行
わ
れ
も
し
た
（紀
略
な
ど
）。
兼
輔
の
拝
謁
は
そ
の
円

堂
院
に
お
い
て
か
と
思
わ
れ
、
他
に
大
内
山
御
堂
御
創
建
の
記
事
に
出
会
わ
な

い
と
な
る
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
感
を
強
く
す
る
。

人
物
に
つ
い
て
も
、

先
帝
の
五
の
み
こ
の
お
ほ
ん
な
す
め
、　
一
条
の
君
と
い
ひ
て
京
極
の
み
や
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す
ん
所
の
御
も
と
に
候
ひ
給
ひ
け
り
。
よ
く
も
あ
ら
ぬ
事
あ
り
て
、
ま
か

で
た
ま
て
、
萱
岐
の
守
の
め
に
て
い
ま
す
と
て
、

た
ま
さ
か
に
と
ふ
人
あ
ら
ば
わ
た
の
は
ら
歎
き
は

（帆

・
秀
）
に
あ
げ

て
往
ぬ
と
答

へ
よ

（
三
八
段
）

の

「萱
岐
の
守
」
に
擬
す
べ
き
人
と
し
て
今
井
源
衛
氏
の
評
釈

（学
燈
社

「国

文
学
」
所
載
）
は
、　
一
往
春
道
列
樹
を
提
出
し
て
お
く
、
と
い
う
。
列
樹
は
古

今
集
目
録
に

「延
喜
二
十
年
正
月
三
十
日
任

一
岐
□
不
発
向
卒
」
と
あ
る
。
延

喜
二
十
年

兌
８
）
四
月
に
京
極
御
息
所
は
宇
多
皇
子
雅
明
親
王
を
出
産
し
て
い

る
し
、
本
物
語
三
段
に
よ
れ
ば
延
長
四
年

兌
兵
）
宇
多
六
十
の
御
賀
の
折
と
し

こ
は
健
在
で
あ
る
し
、　
三
二
段
に
よ
れ
ば

一
条
は
と
し
こ
よ
り
も
長
生
し
た
し
、

三
八
段
は

「
た
ま
さ
か
に
」
の
歌
が
発
向
に
際
し
て
の
詠
た
る
事
を
語
る
の
み

で
、
発
向
し
た
と
は
記
し
て
い
な
い
し
、
以
上
の
事
は
す
べ
て
列
樹
説
に
抵
触

せ
ず
、
そ
の
上
、
前
段
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
事
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

出
雲
が
、
は
ら
か
ら
ひ
と
り
は
殿
上
し
て
、
我
は
え
せ
ざ
り
け
る
時
に
、

よ
み
た
り
け
る
、

か
く
咲
け
る
花
も
こ
そ
あ
れ
わ
が
た
め
に
お
な
じ
春
と
や
い
ふ
べ
か
り

け
る

（
三
七
段
）

の
地
の
文
の
読
点
の
打
ち
所
を
変
え
て
、

「出
雲
」
を
女
房
の
呼
名
と
見
よ
う

と
し
て
も
、
落
着
き
の
よ
い
表
現
が
得
ら
れ
ず
、
通
説
の
如
く
出
雲
守
の
意
と

見
る
ほ
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
記
し
方
を
し
た
の
か
、
説

明
で
き
そ
う
に
な
い
。
落
窪
物
語
に
和
泉
守
の
こ
と
を

「和
泉
殿
」

「和
泉
」

と
記
し
た
例
は
あ
る
が
、

「和
泉
守
」
が
先
行
し
て
い
る
の
で
支
障
は
な
か
っ

た
。
不
審
は
残
る
が
、
ほ
か
に
よ
い
考
え
も
な
く
、
出
雲
守
の
こ
と
だ
と
す
る

と
、
評
釈
が
凡
河
内
弘
恒
を
擬
す
る
の
は
注
目
し
て
よ
い
と
思
う
。
即
ち
類
衆

符
宣
抄
に
、

出
雲
守
凡
河
内
宿
弥
弘
恒
　
一万
大
隅
守

（上

二
四
人
ノ
連
名
ガ
ア
ル
ノ
ハ

省
略
）

右
大
納
言
藤
原
卿
宣
、
件
等
人
不
向
任
国
宜
莫
責
本
任
放
還
者

延
喜
十
四
年
五
月
七
日
　
　
大
外
記
阿
刀
宿
弥
春
正
奉

と
あ
り
、
弘
恒
等
五
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
任
国
に
向
わ
な
か
っ
た
が
、
本
任
放
還

を
責
め
る
勿
れ
、
と
い
う
大
納
言
忠
平
の
宣
を
大
外
記
か
ら
布
告
し
て
い
る
。

「我
は
え
せ
ざ
り
け
る
時
に
」
は
、
我
は
昇
殿
で
き
ず
出
雲
守
に
任
じ
た
時
に
、

の
意
と
読
め
よ
う
。
三
八
段
と
の
共
通
点
は
辺
地
へ
赴
く
身
と
な

っ
た
わ
び
し

さ
と
思
わ
れ
、
三
五
段

。
三
六
段
の
世
を
思
い
離
れ
た
わ
び
し
さ
に
共
通
性
を

持

っ
て
続
く
。
列
樹

・
弘
恒
は
擬
す
る
に
有
力
な
候
補
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。

亭
子
の
み
か
ど
に
、
右
京
の
か
み
の
よ
み
て
奉
り
た
り
け
る
、

あ
は
れ
て
ふ
人
も
あ
る
べ
く
武
蔵
野
の
草
と
だ
に
こ
そ
生
ふ
べ
か
り
け

れ
ま
た
、

し
ぐ
れ
の
み
降
る
山
里
の
木
の
下
は
を
る

（折

・
居
）
人
か
ら
や
も
り

す
ぎ

（
雨
漏
り
通
ル
・
除
ロ
ニ
漏
レ
テ
ソ
ノ
マ
マ
ト
ナ
ル
）
ぬ
ら
む

と
あ
り
け
れ
ば
、
顧
み
給
は
ぬ
心
ば

へ
な
り
け
り

（以
上

ハ
サ
ミ
コ
ミ
、

以
下
移
り
詞
卜
見
ル
）
み
か
ど
御
覧
し
て
、

『
何
ご
と
ぞ
、
心
え
ぬ
』
と

て
、
僧
都
の
君
に
な
む
、
見
せ
給
ひ
け
る
、
と
聞
き
し
か
ば
、
か
ひ
な
く

な
む
あ
り
し
」
と
語
り
給
ひ
け
る
。
　
３
〓
一段
）

の

「僧
都
の
君
」
を
、

ね
の
ひ
し
に
船
岡
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
其
次
に
と
て
、
雲

林
院
に
お
は
し
ま
す
べ
し
と
あ
り
け
る
に
、
さ
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

遍
昭
が
子
の
い
う
せ
い

（稿
者
云
、

「由
性
」
卜
傍
記
）
僧
都
の
殿

上
人
の
中
に
き
こ
え
た
り
け
る
、
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春
が
す
み
雲
の
は
や
し
に
よ
り
こ
ね
ば
草
木
も
さ
ら
に
冬
ご
も
り
け
り

（桂
宮
本
叢
書

「代
々
御
集
」
中
の

「亭
子
院
御
集
し

と
あ
る
由
性
と
見
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
寛
平
御
集
も
他
の
亭
子
院
御
集
も
略

同
文
で
あ
る
。
由
性
は
宇
多
院
の
側
近
に
い
る
事
も
あ

っ
た
ら
し
い
。
「僧
都
」

の
点
だ
け
な
ら
ば
、
宇
多
院
に
学
才
を
認
め
ら
れ
（元
亨
釈
書
）、
延
長
六
年
十

一
月
八
日
七
十
四
歳
で
権
少
僧
都
に
任
じ
（東
寺
長
者
補
任
）、
同
年
十
二
月
十

三
日
に
入
滅
し
た
延
徹
も
候
補
者
か
も
し
れ
な
い
が
、
歌
と
の
つ
な
が
り
の
明

記
さ
れ
た
由
性
の
ほ
う
が
、
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
初
例
抄

（上
）
の

「少
僧
都
始
」
の
項
に
、
延
喜
六
年
十
月
七
日
に
少
僧
都
に
転
任
し
、

「延
喜

十
四
年
二
月
十
五
日
入
滅
、
七
十
四
」
と
あ
り

（僧
綱
補
任
は
入
滅
時
を

「延

喜
十
五
年
二
月
日
」
と
す
る
）、　
そ
れ
に
よ
り
三
二
段
は
延
喜
十
四
、　
五
年
以

前
の
事
で
、
宗
子
の
官
歴
を
古
今
集
目
録
な
ど
に
よ
っ
て
見
て
、
沈
論
を
歎
き

そ
う
な
延
喜
十
年
頃
以
後
の
事
兌
δ
ｌ
空
こ
と
、
年
次
を
推
測
す
る
所
以
に
も

な
る
。
因
に
、
こ
の
僧
都
は
一
六
八
段
に

「京
極
の
僧
都
」
と
記
す
人
で
も
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
小
話
の
語
る

「事
」
の
前
提
に
な

っ
た
所

。
人

・
時
の
推
定
を

可
能
に
す
る

（場
合
に
よ
っ
て
は
蓋
然
性
の
域
を
脱
し
き
れ
な
い
事
も
あ
る
）

も
の
を
、
小
話
は
持

っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

「事
」
の
内
容
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
。

男
恒
が
院
に
よ
み
て
奉
り
け
る
、

立
ち
寄
ら
む
木
の
も
と
も
な
き
蔦
の
身
は
と
き
は
な
が
ら
に
秋
ぞ
悲
し

き

（
三
三
段
）

期
恒
の
官
歴
は
歌
仙
伝

（古
今
集
目
録
同
儀
）
に
、
初
め
に
、

散
位
凡
河
内
宿
弥
男
恒
、
先
祖
不
見

と
あ
り
、
稿
者
便
宜
中
略
し
て
、

同

（＝
延
喜
）
十

一
年
正
月
十
三
日
　
和
泉
権
像

で
終
る
。
和
泉
は
下
国
、
大
宝
令
で
は
下
国
に
橡
は
置
か
ず
、
大
国
に
は
大
像

。
少
像
を
置
い
て
そ
れ
ぞ
れ
正
七
位
下
、
従
七
位
上
相
当
と
し
、
上
国

ｏ
中
国

に
は
像
を
置
い
て
そ
れ
ぞ
れ
従
七
位
上
、
正
八
位
上
相
当
と
す
る
か
ら
、
和
泉

権
像
は
令
外
の
官
で
、
正
八
位
上
よ
り
も
下
位
の
は
ず
で
、
拾
芥
抄
に
は
従
八

位
下
相
当
と
あ
る
。

懐
を
述
ぶ

身
を
わ
ぶ
る
涙
は
今
も
い
づ
み

（出
づ

・
和
泉
）
な
る
高
師
の
浦
に
満
つ

る
潮
な
り

（窮
恒
集
）

は
在
任
中
の
詠
か
。
延
喜
十
六
年
九
月
二
十
三
日

（西
本
願
寺
本
期
恒
集
な
ど

に
よ
る
。
日
に
つ
い
て
は
異
伝
あ
り
）
宇
多
院
石
山
詣
で
の
折
、
弟
恒
が
、

い
づ
み

（泉

・
和
泉
国
）
に
て
沈
み
果
て
ぬ
と
思
ひ
し
を
け
ふ
ぞ
あ
ふ
み

（湖

。
近
江
国
）
に
浮
ぶ
べ
ら
な
る

（弟
恒
集
）

と
詠
ん
で
い
る
。

「沈
み
果
て
ぬ
」
に
晩
年
の
感
慨
が
籠
る
か
と
思
う
が
、
和

泉
権
嫁
の
任
の
果
て
た
と
思
わ
れ
る
延
喜
十
四

・
五
年
以
後
、
少
く
と
も
そ
の

当
時
ま
で
、
散
位
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
作
者
部
類
に
は
、

五
位
先
祖
不
詳
、
淡
路
権
橡
凡
河
内
謹
利
男
、
延
喜
二
十

一
年
正
三
十
任

淡
路
権
稼
、
古
今
集
撰
者

と
あ
り
、
淡
路
橡

（右
に
よ
り
父
親
の
極
官
同
様
権
嫁
）
に
な
っ
た
事
は
、

あ
は
ぢ
の
ま
つ
り
ご
と
人
の
任
は
て
ヽ
の
ぼ
り
ま
う
で
き
て
の
こ
ろ
、

兼
輔
朝
巨
の
あ
は
た
の
家
に
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね

ひ
き
て
う
へ
し
人
は
む
べ
こ
そ
老
に
け
れ
松
の
こ
だ
か
く
成
に
け
る
哉

（天
福
本
後
撰
集

一
一
〇
八
）

を
証
と
し
得
る
。

十
五
夜
月
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淡
路
に
て
あ
は
（淡

・
彼
は
）
と
雲
居

（空
ノ
意

二
宮
中
ノ
意
ヲ
響
カ
ス
）

に
見
し
月
の
近
き
今
宵
は
所
が
ら
か
も

（窮
恒
集
）

も
淡
路
よ
り
帰
京
し
て
の
ち
、
歌
才
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
、
宮
中
に
召
さ
れ

て
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
淡
路
権
像
の
任
の
果
て
た
の
は
延
長
二
、
三
年
兌
選

―
空
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
期
恒
集
に
よ
っ
て
男
恒
に
関
す
る
年
次
の
推
定
で

き
る
記
事
の
最
後
の
よ
う
で
あ
る
。
淡
路
も
下
国
ゆ
え
、
や
は
り
八
位
で
あ

っ

た
か
。
例
え
ば
後
撰
集
詠
み
人
源
済
は

「
五
位
淡
路
守
」
で
あ

っ
た

（作
者
部

類
。
尊
卑
分
脈
に
は

「従
五
上
」
と
）
の
を
見
て
も
、

「
五
位
」
と

「淡
路
権

嫁
」
と
は
釣
り
合
わ
な
い
。
射
恒
は
淡
路
権
像
の
後
ど
れ
程
在
世
し
た
か
、
上

記
和
泉
権
橡
が
晩
年
な
ら
淡
路
権
橡
が
極
官
ま
た
は
そ
れ
に
近
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
が
、
確
実
に
は
明
ら
か
で
な
い
に
し
て
も
、
五
位
に
昇

っ
た
証
も
な
い
。

「散
」
の
草
体
が

「
五
」
に
紛
わ
し
く
な
り
得
る
事
を
思
え
ば
、

「
五
位
」
は

「散
位
」
の
誤
読
に
よ
る
誤
写
で
は
な
い
か
。
作
者
部
類
で
は
、
掲
出
者
の
父

が
散
位
で
あ

っ
た
と
告
げ
る
事
は
あ

っ
て
も
、
掲
出
者
本
人
に
つ
い
て
は
極
官

を
記
し
、

「散
位
」
と
は
記
さ
な
い
例
で
あ
る
。
源
泉
資
料
に
上
記
歌
仙
伝
の

如
く

「散
位
」
と
あ

っ
た
の
を
正
し
く
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
れ
ば
記
さ
な
か

っ
た
ろ
う
に
、

「
五
位
」
と
誤
読
し
た
た
め
に
左
様
に
記
し
た
か
、
あ
る
い
は

用
い
た
源
泉
資
料
に
既
に

「
五
位
」
と
誤

っ
て
い
た
か
、
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「立
ち
寄
ら
む
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の

「と
き
は
」
に
六
位
七
位
の
制

で
あ
る
緑
色
の
抱
を
、
ま
た
五
位
の
抱
は
朱
色
で
、
紅
葉
の
秋
は
、
そ
れ
へ
の

昇
進
の
意
を
寓
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
射
恒
の
官
歴
が

上
記
の
如
く
で
あ
り
、
八
位
で
五
位
を
望
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
解
は
成
立
し
難
く
、
こ
の
物
語
は
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
、
事
実
に

適
う
解
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

定
例
叙
位
の
日
は
年
に
よ
り
変
動
が
あ

っ
て
正
月
五
日
か
六
日
、
ま
た
は
七

日
、
普
通
は
七
日
で
あ
る
。
秋
で
は
な
い
。
稀
に
除
目
の
折
に
叙
位
の
あ
る
事

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
臨
時
の
手
直
し
で
あ
る
。
秋
は
除
目
の
季
節
、
そ
れ
を
男

恒
は
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「と
き
は
」
は
、
蔦
に
つ
き
色
変
ら
ぬ

意
に
、
官
に
つ
き
変
動
な
き
意
を
掛
け
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
事
実
に
抵
触

し
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
首
は
、
ど
の
蔦
も
木
に
ま
と
い
つ
い
て
紅
葉
し
て
い
る

が
、
は
い
か
か
る
木
の
も
と
も
な
く
紅
葉
す
る
す
べ
も
な
い
蔦
に
似
た
私
は
、

変
ら
ぬ
官
の
ま
ま
で

（あ
る
い
は
依
然
無
官
の
ま
ま
で
）
人
並
み
で
な
く
、
こ

の
除
目
の
秋
は
悲
し
い
、
の
意
で
、
位
抱
に
関
係
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二

大
和
物
語
に
語
る

「事
」
が
、
歌
や
地
に
関
し
他
書
に
も
見
え
て
、
互
い
に

異
伝
関
係
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

み
か
ど
お
り
ゐ
給
ひ
て
ま
た
の
年
の
秋
、
御
く
し
お
ろ
し
給
ひ
て
、
と
こ

ろ
人
ヽ
山
踏
み
し
た
ま
て
、
お
こ
な
ひ
給
ひ
け
り
。

（下
略
、
二
段
）

に
お
い
て
、
宇
多
帝
の
退
位
は
寛
平
九
年
で
あ
る
か
ら
、

「ま
た
の
年
」
は
昌

泰
元
年
に
当
る
が
、
紀
略
や
大
鏡
流
布
本
に
は
昌
泰
二
年
十
月
入
道
と
あ
り
、

年
も
季
節
も
相
違
す
る
。
大
鏡
吉
本
に
は
、

昌
泰
元
年
戊
午
四
月
十
日
、
御
出
家
せ
さ
せ
給
ふ
。

と
あ
り
、
そ
の
四
月
十
日
は
紀
略
な
ど
に
何
の
記
事
も
な
く
、
何
か
の
取
違
え

と
も
思
え
な
い
。
大
和
物
語
の
は
、
つ
ま
り
誤
伝
で
あ
り
、
特
に

「秋
」
に
つ

い
て
は
誤
と
し
か
言
い
よ
う
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
大
和
物
語
に
発
す
る
誤
か
、

伝
承
し
た
誤
か
、
明
ら
か
で
な
く
、
前
者
と
は
言
い
き
れ
ず
、
年
に
関
し
て
は

大
鏡
吉
本
系
の
伝
え
を
受
け
た
誤
と
見
ら
れ
よ
う
。

一テ
子
の
み
か
ど
に
右
京
の
か
み
の
よ
み
て
奉
り
た
り
け
る
、

０
あ
は
れ
て
ふ
人
も
あ
る
べ
く
武
蔵
野
の
草
と
だ
に
こ
そ
生
ふ
べ
か
り
け



れ
ま
た
、

②
し
ぐ
れ
の
み
降
る
山
里
の
木
の
し
た
は
を
る
人
か
ら
や
も
り
す
ぎ
ぬ
ら

む

（下
略
、
三
二
段
）

０
は
地
の
文
を
捨
て
て
歌
だ
け
見
る
と
、
知
遇
を
求
め
る
意
と
も
求
愛
の
意
と

も
取
れ
る
だ
ろ
う
。
②
は
不
遇
を
歎
く
意
と
し
か
取
り
よ
う
が
な
い
の
で
は
な

い
か
。
亭
子
院
御
集
に
、

げ
む
の
命
婦
ま
い
ら
せ
け
る
、

０
あ
は
れ
て
ふ
人
も
や
あ
る
と
む
さ
し
の
ヽ
く
さ
と
だ
に
こ
そ
を
ふ
べ
か
り

け
れ

０
し
ぐ
れ
の
み
ふ
る
や
ま
ざ
と
の
こ
の
し
た
は
も
る
我
と
こ
や
も
ら
ず
あ
る

ら
ん

御
返
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
み
ち
の
少
将
の
む
す
め

同
わ
く
ら
ば
に
ま
れ
な
る
人
の
た
ま
く
ら
は
ゆ
め
か
と
の
み
ぞ
お
ぼ
め
か
れ

け
る

続
後
撰
集
恋
歌
三

（
八
四
八
）
に
、

亭
子
院
に
奉
り
け
る
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
命
婦

０
あ
は
れ
て
ふ
人
も
や
あ
る
と
武
蔵
野
の
草
と
だ
に
こ
そ
な
る
べ
か
り
け
れ

と
見
え
、
０
０
は
本
物
語
に
対
し
て
異
伝
で
、
詠
み
人
の
関
係
も
あ

っ
て
か
、

一
視
同
仁
を
願
う
求
愛
の
意
と
受
取

っ
た
ら
し
い
。

（類
似
し
た
事
は
三
〇
段

の
歌
な
ど
に
も
見
え
る
が
、　
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
）
上
述
の
如
く
そ
れ
も
可

能
で
は
あ
ろ
う
が
、
０
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
下
の
句
が
乱
れ
て
意
が

分
明
で
な
い
。
代
々
御
集
中
の
亭
子
院
御
集
は
右
に
同
じ
く
、
寛
平
御
集
に
は

「も
る
ひ
と
の
み
や
も
ら
す
は
あ
る
ら
ん
」
と
あ

っ
て
、
そ
れ
も
そ
の
ま
ま
で

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
０
は

「御
返

（
り
ど

と
あ
り
、　
そ
れ
と
同
じ
歌
が

新
勅
撰
集
恋
歌
四

（九
三

一
）
に
、

亭
子
院
に
奉
り
け
る
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
恒
興
女

と
し
て
入
る
の
を
見
合
せ
る
と
、
０
は
亭
子
院
の
歌
に
な
り
そ
う
だ
が
、
０
は

意
に
不
分
明
な
点
が
あ
り
な
が
ら

「逢
は
ぬ
思
ひ
」
を
訴
え
る
女
性
の
詠
で
あ

る
ら
し
く
、
０
０
は
懸
歌
返
歌
の
関
係
に
な
く
、
同
に
対
応
す
る
懸
歌
は
こ
こ

に
は
見
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
０
は
０
と

一
体
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
０

の
内
容
は
、
院
が
監
の
も
と
に
通
わ
れ
る
事
を
前
提
と
し
て
い
て
穏
や
か
で
な

い
。
０
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
難
点
は
、
②
に
は
見
ら
れ
な
い
。
０
０
と
０

０
と
は
異
伝
関
係
に
あ
る
が
、
Ｏ
②
の
ほ
う
が
無
難
で
あ

っ
て
、
大
和
物
語
の

伝
え
の
確
か
さ
が
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

桂
の
み
こ
に
式
部
卿
宮
す
み
給
ひ
け
る
時
、
そ
の
宮
に
候
ひ
け
る
う
な
ゐ

な
む
、
こ
の
男
官
を
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
か
け
奉
り
た
り
け
る
を
も
、

え
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
螢
の
飛
び
あ
り
き
け
る
を
、

「
か
れ
と
ら
へ

て
」
と
、
こ
の
わ
ら
は
に
宣
は
せ
け
れ
ば
、
汗
診
の
袖
に
、
螢
を
と
ら
へ

て
包
み
て
、
御
覧
ぜ
さ
す
と
て
、
聞
え
さ
せ
け
る
、

つ
ゝ
め

（包

・
秘
）
ど
も
隠
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思

ひ

（
オ
モ
ひ
・
火
）
な
り
け
り

（
四
〇
段
）

こ
の
歌
を
後
撰
集
夏

（
二
〇
九
）
に
収
め
て
、

桂
の
み
こ
の
、

「螢
を
捕
へ
て
」
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
童
の
、
か
ざ
み

の
袖
に
包
み
て
、

と
詞
書
す
る
。
異
伝
で
あ
る
。
そ
れ
を
伝
え
て
古
来
風
体
抄

（
再
撰
本
）
は
、

後
撰
集
の
条
に
、

桂
の
み
こ
の
、

「螢
を
取
り
て
」
と
侍
り
け
れ
ば
、
狩
衣
の
袖
に
包
み
て
、

う
な
ゐ

童
男
也

つ
ゝ
め
ど
も
隠
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り



又

一
説
に
は
、
桂
の
み
こ
に
式
部
卿
の
み
こ
住
み
給
ひ
け
る
を
、
か
の
官

の
童
女
の
男
み
こ
を
思
ひ
か
け
申
し
て
、
男
み
こ
の
、

「螢
を
取
り
て
」

と
侍
り
け
る
に
、
汗
診
の
袖
に
包
み
て
奉
る
と
て
よ
め
る
、
と
も
い
へ
り
。

そ
れ
を
桂
の
み
こ
の
男
み
こ
か
と
心
得
て
、
此
の
比
も
物
に
書
く
者
な
ど

の
侍
る
な
る
こ
そ
、
い
と
見
苦
し
く
。

と
す
る
。　
二

説
」
は
大
和
物
語
ま
た
は
そ
れ
と
同
様
の
伝
え
に
よ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
後
撰
集
の
如
く
ば
、
歌
意
よ
り
見
て
、

「う
な
ゐ
」
を
童
男
と
解

す
る
事
に
な
る
の
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。
後
撰
集
天
福
本
に
は

「桂
の
み
こ
」

の
右
傍
に

敦
慶
親
王
也
、
見
大
和
物
語

と
注
す
る
。
そ
の
意
は
、

「桂
の
み
こ
」
が
誤
で
、
正
し
く
は
敦
慶
親
王
で
あ

る
べ
き
を
指
摘
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
考
慮
な
く
し
て
童
男
説
に
不
審
を

抱
い
た
人
の
中
か
ら
童
女
説
が
出
、
そ
れ
に
伴

っ
て
桂
の
み
こ
男
性
説
が
出
る

に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
記
天
福
本
の
注
記
は
桂
の
み
こ
即
ち
敦
慶
親
王
と

注
し
た
と
受
取
れ
な
く
も
な
く
、
ま
た
、
作
者
部
類
に
敦
慶
親
王
に
つ
き

「号

桂
御
子
」
と
す
る
の
は
他
書
に
見
え
な
い
記
事
で
あ
り
、
そ
の
下
に
続
け
て

「延
喜
四
年
莞
」
と
す
る
の
は
何
か
の
取
違
え
の
よ
う
で
あ
る

（該
当
者
を
思

い
得
な
い
。
親
王
は
延
長
八
年
売
）
の
を
思
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
男
性
説
は
、

故
式
部
卿
の
官
を
桂
の
み
こ
せ
ち
に
よ
ば
ひ
給
ひ
け
れ
ど
、
お
は
し
ま
さ

ざ
り
け
る
時
、
月
の
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
御
文
奉
り
給

へ
り
け

る
に
、

ひ
さ
か
た
の
空
な
る
月
の
身
な
り
せ
ば
ゆ
く
と
も
見
え
で
君
は
見
て
ま

し

（
二
〇
段
）

の
地
の
文
、
特
に

「
よ
ば
ひ
」
の
あ
た
り
に
投
影
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
し
も
そ
う
な
ら
、
そ
れ
を
ひ
と
り
為
家
本
が
欠
く
の
は
単
純
な
欠
脱

で
は
な
く
、
そ
れ
を
具
え
る
他
本
は
そ
の
箇
所
に
関
し
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
臆
測
が
の
び
る
が
、
立
証
し
難
い
域
に
は
い
る
よ
う
な
の
で
、

こ
の
問
題
に
は
立
入
ら
ず
に
お
く
に
し
て
も

（
そ
し
て
十
訓
抄
の
伝
え
は
余
り

に
も
訛
伝
な
の
で
触
れ
ず
に
お
く
が
）、　
本
段
も
ま
た
伝
え
の
確
か
さ
を
思
わ

せ
る
と
共
に
、
後
撰
集
に
早
く
も
誤
伝
が
見
え
る
事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

平
中
、
閑
院
の
御
に
絶
え
て
の
ち
、
程
経
て
逢
ひ
た
り
け
り
。
さ
て
の
ち

に
い
ひ
お
こ
せ
た
る
、

う
ち
と
け
て
君
は
寝
つ
ら
む
我
は
し
も
露
の
お
き
ゐ
て
恋
に
明
か
し
つ

女
、
返
し
、

自
露
の
お
き
ふ
し
誰
を
恋
ひ
つ
ら
む
我
は
聞
き
お
は
ず
い
そ
の
か
み
に

て

（
四
六
段
）

「さ
て
の
ち
に
」
は
逢

っ
た
翌
朝
の
謂
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「う
ち
と
け
て
」

の
歌
の
内
容
か
ら
見
て
も
、

「や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
よ
り
忍
び
に
人
に
物
ら
い

ひ
て
の
ち
に
、
雨
の
そ
ほ
降
り
け
る
に
、
よ
み
て
遣
し
け
る
」

（古
今
集
六
一

六
、

「逢
は
ぬ
恋
」
の
歌
の
群
に
入
る
）
と
あ
る
に
も
似
て
、
逢

っ
て
の
ち
日

を
置
い
て
言

っ
て
寄
こ
し
た
と
受
取
れ
よ
う
。
平
中
の
歌
の
初
二
句
は
、
絶
え

て
い
た
間
そ
な
た
は
気
に
や
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
が
戻

っ
て
か
ら
は
、

安
心
し
て
眠

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
、
第
三
句
以
下
は
、
私
は
違

う
、
昨
夜
も
そ
な
た
の
事
を
思

っ
て
眠
れ
ず
夜
を
明
か
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
前
夜
平
中
は
訪
れ
ず
、
そ
の
翌
朝
送

っ
た
の
で
あ

っ
て
、

「逢
ひ
て

の
恋
」
の
歌
と
思
わ
れ
る
。
閑
院
の
返
歌
は
平
中
の
言
い
分
を
は
ぐ
ら
か
し
た

形
だ
が
、
よ
り
の
一戻
っ
た
安
心
感
が

一
首
を
蔽
う
て
い
る
よ
う
で
、
平
中
察
し

の
通
り
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

平
中
の
歌
が
新
千
載
集
恋
歌
四

（
一
五

一
〇
）
に
、



物
申
し
け
る
女
の
も
と
に
、
久
し
く
ま
か
ら
で
後
、
あ
し
た
に
申
し
遣
し

け
る
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
貞
文

と
し
て
見
え

（歌
句
は
次
掲
平
中
物
語
の
に
同
じ
）
、
閑
院
の
と
同
じ
歌
が
新

拾
遺
集
恋
歌
四

（
一
二
九
九
）
に
、

平
貞
文
、
絶
え
て
後
程
経
て
逢
ひ
て
、

「露
の
お
き
ゐ
て
」

返
り
事
に
、

と
申
し
け
る

閑
院

と
し
て
見
え
る
。
作
歌
事
情
に
つ
い
て
は
本
物
語
と
同
様
の
伝
え
で
あ
ろ
う
が
、

平
中
物
語
に
、

さ
て
そ
の
頃
久
し
く
い
か
ざ
り
け
れ
ば
、
男
い
と
ほ
し
が
り
て
、
ま
だ
つ

と
め
て
、
か
く
な
む
。

う
ち
と
け
て
君
は
寝
ぬ
ら
む
我
は
し
も
露
と
お
き
ゐ
て
思
ひ
明
か
し
つ

と
い
ひ
た
る
に
、
こ
の
女
は
、
夜

一
夜
物
を
の
み
思
ひ
明
か
し
て
な
が
め

ゐ
た
る
に
、
も
て
来
た
り
け
る
、

自
露
の
お
き
ゐ
て
誰
を
恋
ひ
つ
ら
む
我
は
聞
き
お
は
ず
い
そ
の
上
に
て

こ
の
女
の
住
み
け
る
所
を
ぞ
、
い
そ
の
か
み
と
は
い
ひ
け
る
。

と
あ
る
の
と
は
、
細
部
に
お
い
て
異
伝
関
係
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
平
中

の
歌
は

「逢
は
ぬ
恋
」
の
歌
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
前
夜
逢
わ
な
か
っ
た

と
い
う
意
味
で
は

「逢
ひ
て
の
恋
」
と
同
様
の
趣
で
あ
る
。
「
ま
だ
つ
と
め
て
」

∩
ま
た
、
つ
と
め
て
」
と
は
読
ま
な
い
）
は
、
人
の
起
き
出
す
に
は
早
す
ぎ

る
早
朝
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
が
、
下
の
旬
に
対
応
し
て
適
切
で
あ
る
。
大
和
物

語
に
そ
の
語
が
な
い
の
は
足
り
な
い
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
な
く
て
も

歌
か
ら
当
然
察
せ
ら
れ
る
事
で
も
あ
り
、
不
可
欠
と
い
う
程
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

大
和
物
語
で
は
一
旦
逢

っ
た
事
を
前
提
に
し
て

「う
ち
と
け
て
」
の
歌
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
を
平
中
物
語
で
は
設
け
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
初

二
句
は
女
を
冷
淡
と
見
て
い
る
意
に
受
取
れ
か
ね
な
い
。
そ
う
受
取
る
の
は
、

下
文

「夜

一
夜
物
を
の
み
思
ひ
明
か
し
て
な
が
め
ゐ
た
る
に
」
に
至
っ
て
事
実

に
反
す
る
、
平
中
も
こ
と
ば
の
上
で

「う
ち
と
け
て
」
云
々
と
い
っ
て
女
を
じ

ら
し
た
だ
け
と
分
る
事
に
な
る
の
だ
が
、
大
和
物
語
で
は
平
中
は
女
の
心
底
を

見
抜
い
た
心
憎
い
男
に
な

っ
て
い
て
、　
一
層
奥
行
き
の
あ
る
人
物
表
現
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
大
和
物
語
の
叙
述
の
周
到
さ
に

接
す
る
思
い
が
す
る
。

こ
れ
も
内
の
お
ほ
む
、

わ
た
つ
う
み
の
深
き
心
は
お
き
な
が
ら
う
ら
み

（浦
ヲ
響
カ
ス
）
ら
れ

ぬ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

（
五
二
段
）

季
吟
の
抄
は
、
コ
」
れ
も
、
は
じ
め
の
歌
と
、
を
な
じ
時
に
や
」
と
い
う
。
「
は

じ
め
の
歌
」
と
は
、
斎
院
君
子
内
親
王
が
父
宇
多
帝
に
苦
情
を
述
べ
た
歌
を
贈

っ
た
の
に
対
し
帝
が
弁
解
の
歌
を
返
し
た
五

一
段
の
贈
答
歌
を
指
す
。
内
閣
文

庫
蔵
大
和
物
語
は
本
段
を
前
段
に
含
ま
せ
、
独
立
さ
せ
て
い
な
い
。
抄
と
同
様

の
考
え
ら
し
い
。
右
の
歌
を
古
今
六
帖

（四
）
は

「恨
み
」
の
項
に
収
め
、
拾

遺
集
は
恋
五
の
恨
み
の
歌
群
中
に
収
め
、
共
に
第
二
句
を

「あ
り
な
が
ら
」
と

す
る
。
拾
遺
集

（九
八
三
）
は

「題
し
ら
ず
　
詠
み
入
し
ら
ず
」
と
し
て
い
て
、

作
者
に
つ
い
て
も
異
伝
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
恋
の
歌
と

見
る
事
も
で
き
よ
う
。
あ
ま
た
の
女
御
更
衣
を
持
た
れ
た
宇
多
帝
の
こ
と
で
あ

る
。
少
く
と
も
五

一
段
同
様
の
作
歌
事
情
と
き
め
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
大
徳
、
坊
に
し
け
る
所
の
前
に
切
掛
を
な
む
せ
さ
せ
け
る
。

（四
三

段
）

云
々
と
あ
る
話
を
季
吟
の
抄
や
現
代
の
注
書
は
独
立
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
内

容
は
前
段
を
知
ら
な
く
て
は
分
ら
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
内
閣
文
庫
蔵
大

和
物
語
が
前
段
に
含
ま
せ
て
い
る
の
は
頷
け
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
と
同
様
と
は



必
ず
し
も
い
え
な
い
と
思
う
。
代
々
御
集
中
の
亭
子
院
御
集
に
、

雹
公
鳥
を
き
こ
し
め
て
、

０
わ
た
つ
み
の
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
と
し
り
な
が
ら
う
ら
み
ら
る
ヽ
ぞ

（稿
者

「ぞ
」
ヲ
補
ウ
）
わ
び
し
か
り
け
る

②
お
ほ
空
を
わ
た
る
春
日
の
か
げ
な
れ
や
よ
そ
に
の
み
し
て
の
ど
け
か
る
ら

ん
０
つ
く
る
な
る
は
し
と
し
る
ノ
ヽ
う
ら
む
れ
ば
お
も
ひ
な
が
ら
を
い
ふ
に
ぞ

あ
り
け
る

０
く
れ
な
ゐ
の
や
し
ほ
の
衣
か
く
し
あ
ら
ば
お
も
ひ
し
ら
ず
ぞ
あ
る
べ
か
り

け
る

０
ひ
と
ご
と
の
た
の
み
が
た
き

（傍
記

「さ
し

は
な
に
は
な
る
あ
し
の
う
ら

葉
の
う
ら
み
や
は

（稿
者

「
は
」
ヲ
補
ウ
）
す
る

０
か
く
ば
か
り
あ
り
け
る
物
を
く
れ
な
ゐ
の
あ
し
ほ
（寛
平
御
集
「
や
し
ほ
し

の
こ
ろ
も
な
に
ヽ
そ
め
け
む

０
世
中
を
い
づ
か
た
に
か
は
う
ら
む
ら
む
人
こ
そ
あ
さ
き
瀬
に
も
な
る
ら
め

と
あ
り
、
②
１
０
は
勅
撰
集
に
も
入
る
が
、
そ
の
一
々
の
指
摘
は
省
略
す
る
。

詞
書

「雹
公
鳥
を
き
こ
し
め
し
て
」
は
歌
に
関
ら
な
い
。
寛
平
御
集
に
は
、
そ

の
詞
書
の
次
に
三
行
分
の
余
白
を
置
き
、
他
の
亭
子
院
御
集
に
は
、
そ
の
詞
書

は
細
字
書
入
れ
の
形
で
末
尾
に

「
イ
」
と
付
記
す
る
よ
し
で
あ
る

（桂
宮
本
叢

書
）。
０
は
新
後
拾
遺
集
の

「恨
む
恋
」
の
歌
群
中
に
あ
り
、　
０
０
０
は

「
つ

れ
な
き
人
を
恨
む
」
歌
と
思
わ
れ
る
が
、
０
０
は
人
の
恨
み
を
受
け
て
の
述
懐

で
、
ｍ
は
続
古
今
集
に
雑
下
に
入
れ
て
い
る
ご
と
く
取
扱

っ
て
適
当
か
と
思
わ

れ
、
国
は

「恨
む
恋
」
の
歌
で
あ
ろ
う
が
、
延
喜
御
集
に
長
い
詞
書
を
伴

っ
て

収
め
、
そ
の
返
歌
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
本
来
は
そ
ち
ら
の
歌
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
七
首
の
中
に
は
０
の
如
く

「恨
む
恋
」
で
な
い

歌
も
あ
り
、
０
の
如
く
雑
の
歌
も
あ

っ
て
、　
一
様
で
な
い
が
、
０
１
０
は
広
く

恋
の
歌
と
い
え
よ
う
し
、
０
も
恋
の
歌
と
い
え
な
く
も
あ
る
ま
い
。
０
を
収
め

た
新
後
拾
遺
集
の
詞
書

「恋
の
御
歌
の
中
に
」
は
七
首
の
ど
れ
に
も
通
用
す
る

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
当
面
の
歌
を
見
た
場
合
は
、
本
段
を
前
段
と
別
の
作
歌

事
情
に
よ
る
と
見
る
事
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
受
取
り
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
抄
な
ど
の
受
取
り
方
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
第
二

ｏ
第

三
句

「深
き
心
と
知
り
な
が
ら
」
は
意
味
が
解
し
に
く
く
、
訛
伝
ま
た
は
誤
写

の
介
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
も
本
物
語
の
伝
え
の
は
う
に
強

味
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
如
き
事
柄
か
ら
導
き
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
事
は
、
本
物
語
に
誤
伝
も

あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
本
物
語
に
発
す
る
誤
か
ど
う
か
、
既
成
の
誤
伝
の
伝
承

で
は
な
い
か
と
も
見
ら
れ
、
他
書
と
異
伝
関
係
に
な
る
場
合
で
も
、
本
物
語
の

伝
え
の
確
か
さ
は
他
書
の
伝
え
に
劣
ら
ず
、
む
し
ろ
本
物
語
の
ほ
う
に
確
実
さ

が
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
の
叙
述
の
用
意
の
周
到
さ
が
窺
わ
れ
、
本
物
語
の
伝
え

を
否
定
す
る
に
は
慎
重
で
あ
り
た
く
、
虚
構
視
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
、
と
い

う
事
で
あ
ろ
う
。
私
は
も

っ
と
広
く
異
伝
関
係
を
持
つ
他
の
段
に
も
日
を
配
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
取
上
げ
た
諸
段
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
判
断
で

き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
次
の
段
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
否
定
で

き
ぬ
伝
え
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

堤
の
中
納
言
の
君
、
十
三
の
み
こ
の
母
み
や
す
む
所
を
内
に
奉
り
給
ひ
け

る
初
め
に
、
み
か
ど
は
い
か
ゞ
思
し
召
す
ら
む
な
ど
、
い
と
か
し
こ
く
思

ひ
歎
き
給
ひ
け
り
。
さ
て
、
み
か
ど
に
よ
み
て
奉
り
給
ひ
け
る
、

人
の
親
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
よ
ひ
ぬ
る
か
な

先
帝
、
い
と
あ
は
れ
に
思
し
召
し
た
り
け
り
。
お
ほ
む
返
事
あ
り
け
れ
ど
、

人
え
知
ら
ず
。

（
四
五
段
）



「堤
の
中
納
言
」
は
兼
輔
、
「内
」

「先
帝
」
は
醍
醐
帝
、
「十
三
の
み

，と

は

章
明
親
王
、

「母
み
や
す
む
所
」
は
醍
醐
更
衣
桑
子
、
兼
輔
女
。
兼
輔
が

「思

ひ
歎
」
い
た
の
は

「
み
か
ど
は
い
か
ゞ
思
し
召
す
ら
む
」
と
あ
る
の
で
帝
寵
に

つ
な
が
る
事
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

「内
に
奉
り
給
ひ
け
る
初
め
に
」

と
あ
る
の
も
考
慮
に
入
れ
て
察
す
る
に
、
懐
妊
の
兆
が
あ
れ
ば
案
ず
る
必
要
の

な
い
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
醍
醐
帝
に
つ
い
て
は
一
代
要
記
や
簾
中
抄
は
あ
ま

た
の
女
御
更
衣
を
挙
げ
て
い
る
。
桑
子
入
内
の
時
は
い
つ
で
あ

っ
た
か
、
記
録

が
残
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
が
、
兼
輔
の
悩
み
は
延
長
二
年

兌
孟
）
章
明
親
王
誕
生

以
前
の
事
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
歌
の

「や
み
」
は
夜
の
暗
闇
。
上

の
句
は
、
親
の
心
即
ち
闇
、
で
は
な
い
と
い
う
。

「道
に
迷
ふ
」
は
子
の
事
を

心
配
す
る
心
理
の
意
に
、
道
筋
に
迷
う
物
理
の
意
を
響
か
す
。
そ
の
物
理
の
意

が
第
二
旬
の

「闇
」
に
対
応
す
る
と
判
明
し
た
時
に
、
心
理
の
意
に
対
応
し
て

「闇
」
は
判
断
力
を
失

っ
た
心
の
状
態
の
意
を
含
ん
で
生
き
て
く
る
。
即
ち
、

「
や
み
」
は
上
か
ら
読
ん
で
き
た
時
に
は
物
象
だ
け
の
闇
で
あ
る
が
、　
一
首
全

体
を
読
み
了
え
た
所
で
心
象
の
闇
の
意
を
含
む
と
受
取
れ
よ
う
。

一
首
は
御
息

所
に
つ
い
て
の
苦
し
い
胸
中
を
訴
え
、
帝
寵
を
乞
う
事
に
も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
後
撰
集
雑

一
（
一
一
〇
三
）
に
、

太
政
大
臣
の
、
左
大
将
に
て
、
す
ま
ひ
の
還
饗
し
待
り
け
る
日
、
中
将
に

て
ま
か
り
て
、
事
終
り
て
、
こ
れ
か
れ
ま
か
り
あ
か
れ
け
る
に
、
や
む
ご

と
な
き
人
三
三
人
ば
か
り
と
ど
め
て
、
ま
ら
う
ど

ｏ
あ
る
じ
、
酒
あ
ま
た

た
び
の
後
、
酔
ひ
に
の
り
て
、
子
ど
も
の
上
な
ど
申
し
け
る
つ
い
で
に
、

兼
輔
朝
臣

と
詞
書
し
、
歌
の
結
句
を

「
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
と
し
て
入
る
。
兼
輔
が
中
将

で
あ

っ
た
の
は
、
延
喜
十
九
年
正
月
二
十
八
日
に
四
十
二
歳
で
左
近
権
中
将
に

任
じ
て
よ
り
、
延
長
五
年
正
月
十
二
日
に
五
十

一
歳
で
権
中
納
言
に
任
ず
る
ま

で
の
期
間
で
あ

っ
て
、
そ
の
間
左
権
中
将
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
後
撰
集
の
伝
え

で
は
、
こ
の
歌
の
詠
時
の
上
限
は
延
喜
十
九
年

兌
冗
）
で
、
下
限
は
延
長
二
年
、

と
い
う
よ
り
は
、
相
撲
の
還
饗
は
八
月
で
あ
る
か
ら
、
延
長
元
年

兌
量
）
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
延
喜
二
十
年
は
相
撲
は
停
止
に
な
っ
た
の
で
、
延
喜
十
九

年
、
二
十

一
年
、
二
十
二
年
、
延
長
元
年
の
い
ず
れ
か
の
八
月
の
詠
作
で
あ
ろ

う
。

「太
政
大
臣
」
は
忠
平
で
あ

っ
て
、
延
喜
十
三
年
四
月
十
五
日
に
左
大
将

に
任
じ
て
よ
り

（右
大
将
よ
り
転
ず
）、　
延
長
八
年
十
二
月
十
七
日
に
退
く
ま

で
左
大
将
で
あ

っ
た
。
上
記
詠
作
推
測
年
次
は
そ
の
中
に
包
ま
れ
る
。
但
し
左

大
将
時
代
は
大
納
言
従
三
位
で
あ

っ
て
、
太
政
大
臣
は
承
平
六
年
八
月
十
九
日

に
任
じ
て
よ
り
天
暦
三
年
八
月
十
四
日
に
莞
ず
る
ま
で
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
試
み
に
、
も
う
少
し
詠
作
時
を
つ
き
つ
め
て
み
る
。
詞
書
に
、

「や

む
ご
と
な
き
人

（＝
粗
略
に
で
き
ぬ
人
）
二
二
人
ば
か
り
」
と
あ

っ
て
、
兼
輔

は
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
。
兼
輔
は
、
中
将
時
代
、
ど
の
年
の
相
撲
の
節
に
も
任

務
を
帯
び
て
活
動
し
た
に
違
い
あ
る
ま
い
が
、
記
録
の
上
で
は
、
西
官
記
巻
四

（相
撲
）
に
、

九
記
云

（略
）
仰
云
、
延
木
十

一
年
、
吾
不
参
、
宰
相
中
将
兼
輔
奏
左
相

撲
文

云
々
と
あ

っ
て
、
後
代
、
宰
相
中
将
の
奏
例
と
な

っ
て
い
る

（政
事
要
略
二
十

六
所
引
吏
部
記
）。
兼
輔
は
延
喜
二
十

一
年
正
月
三
十
日
に
宰
相
に
な

っ
た
。

「九
記
」
は
九
暦
の
こ
と
、

「仰
云
」
の
主
語
は
当
時
右
大
臣
従
二
位
左
大
将

の
忠
平
で
あ
り
、
相
撲
の
節
に
欠
席
し
た
忠
平
に
代

っ
て
兼
輔
が
左
の
相
撲
文

（＝
番
組
）
を
天
皇
に
捧
呈
し
た
。
大
役
を
勤
め
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
も
あ

っ
て

「
や
む
ご
と
な
き
人
二
二
人
ば
か
り
」
の
中
に
入
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
は
延
喜
二
十

一
年

兌
三
）
を
有
力
候
補
と
見
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
の
還
饗
の
日
は
記
録
に
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。



な
お
、
紀
略

（延
喜
二
十

一
年
）
に
、

五
月
十
三
日
、
女
御
□
□
□
□
卒
、
号
楓
御
休
息
所

と
あ
り
、
国
史
大
系
頭
注
に
、

「塙
先
生
日
、
空
欠
当
填
藤
原
桑
子
四
字
、
桑

子
中
納
言
兼
輔
女
也
」
と
あ
り
、
大
日
本
史
料
も
そ
の
年
次
の
条
に
塙
説
に
従

っ
て
桑
子
の
卒
去
を
掲
げ
る
。
が
、　
一
代
要
記
に
よ
れ
ば
桑
子
は
更
衣
で
あ

っ

て
女
御
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
ま
ず
不
審
が
あ
る
。
さ
て
、
塙
説
は
左
の
記
事

に
関
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
兼
輔
集
歌
仙
本
に
、

桂
の
御
息
所
、
お
は
や
け
に
参
ら
せ
給
ふ
こ
と
遅
し
と
て
恨
み
さ
せ

給

へ
ば
、

恨
む
べ
き
程
な
ら
な
く
に
郭
公
五
月
待
つ
間
の
年
に
ぞ
あ
る
ら
し

と
あ
り
、
そ
の
詞
書
の
意
は
分
り
に
く
く
、
歌
の
下
の
句
の

「
五
月
」
を
卒
去

の
時
と
読
ん
で
紀
略
に
結
び
つ
け
た
の
か
と
思
う
が
、
正
確
に
は
そ
の
歌
意
は

不
分
明
と
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。
桂
宮
本
叢
書
の
中
納
言
兼
輔
集
で
は
詞
書
が
、

桂
の
官
の
お
ほ
や
け
に
申
さ
せ
給
ふ
こ
と
あ
る
が
ヽ
へ
り
ご
と
お
そ
く
き

こ
ゆ
と
て
う
ら
み
た
ま
ふ
に
、

と
あ
り
、
歌
の
下
の
句
が
、

五
月
待
つ
ま
の
ね
に
こ
そ
あ
る
ら
し

と
あ

っ
て
、
少
し
分
り
よ
く
な
る
。
歌
仙
本
の

「年
」
は

「ね
（＝
音
と

の
誤

読
に
よ
る
ら
し
い
。
西
本
願
寺
本
に
は
、

か
つ
ら
の
御
息
所
な
に
ご
と
に
か
奏
せ
給
ひ
て
、
返
事
お
そ
し
と
て

恨
み
給
ひ
け
れ
ば
、

つ
ゝ
む
べ
き
ほ
ど
な
ら
な
く
に
時
鳥
い
か
ゞ
し
て
か
は
ふ
る
声
の
す
る

と
あ

っ
て
、
下
の
句
が
大
き
く
異
な
る
。
類
従
本
も
同
儀
で
あ
る
。
そ
れ
も
意

味
が
分
り
に
く
い
が
、
歌
仙
本
の
初
旬
は
西
本
願
寺
本
の
如
き
句
の
誤
で
、
下

の
句
は
桂
宮
本
叢
書
の
如
き
旬
の
誤
、
と
い
う
ふ
う
に
、
単
純
な
誤
写
と
し
て

説
明
が
つ
く
だ
ろ
う
か
ら
、

つ
ゝ
む
べ
き
程
な
ら
な
く
に
郭
公
五
月
待
つ
間
の
ね
に
こ
そ
あ
る
ら
し

を
原
形
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
歌
な
ら
卒
去
に
は
無
関
係
で
あ

る
。
そ
し
て

「桂
の
宮
」
は
宇
多
皇
女
手
子
内
親
王
の
事
で
あ

っ
て
、
そ
の
人

を

「桂
の
御
息
所
」
と
は
呼
べ
な
い
。
ど
ち
ら
か
が
誤
で
あ
ろ
う
が
、
歌
に
は

男
女
間
の
情
の
屈
折
が
籠
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
む
し
ろ
「桂
の
宮
」
が
「桂

の
御
息
所
」
と
あ
る
べ
き
所
か
と
思
う
が
、
確
言
で
き
な
い
。
仮
に
そ
う
な
ら
、

本
物
語
七
六
段
に
宇
多
御
息
所
と
し
て
登
場
す
る
十
世
王
女
、
即
ち
光
仁
―
仲

野
親
王
―
十
世
王

（紹
運
録
）
の
娘
の
事
で
あ
る
紀
。
略
の

「楓
御
息
所
」
は

「
カ
ツ
ラ
ノ
御
息
所
」
と
読
め
よ
う
か
ら
同
じ
人
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
分
立

証
で
き
ず
、
紀
略
の
不
審
は
消
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
。
桑
子
は
延
長
二
年

に
章
明
親
王
を
儲
け
る
の
だ
か
ら
、
塙
説
の
不
当
は
明
瞭
で
あ
る
。

兼
輔
集
に
は
、
ま
た
、

子
の
か
な
し
き
な
ど
、
人
の
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
（西
本
願
寺
本

・
類
従
本
）

子
の
か
な
し
き
こ
と
を
、
あ
つ
ま
り
て
い
ひ
け
れ
ば
、
中
納
言
（歌
仙
本
）

と
詞
書
し
て
、
結
句
を

「
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
と
し
て
見
え
る
。
作
歌
事
情
の

説
明
は
非
常
に
簡
略
だ
が
、
後
撰
集
と
抵
触
せ
ず
、
そ
の
要
約
の
よ
う
に
も
見

え
、
本
物
語
は
そ
の
二
書
に
対
し
部
分
的
な
異
伝
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
事
実
に

適
う
か
を
判
定
す
る
に
足
る
資
料
は
な
い
が
、
兼
輔
の
悩
み
の
内
容
に
つ
い
て

は
互
い
に
抵
触
し
あ
わ
な
い
と
見
る
事
が
で
き
、
明
ら
か
に
相
異
す
る
の
は
詠

歌
の
場
面
情
況
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ
れ
な
ら
両
者
事
実
、
そ
し
て
詠
時
も
相
距

た
ら
ぬ
、
と
見
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
物
語
も
ま
た
否
定
で
き
ぬ
伝

え
と
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
虚
構
と
見
な
す
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

31



大
和
物
語
前
半
の
小
話
で
は
歌
に
重
点
を
置
い
て
い
る
事
は
既
に
い
わ
れ
て

い
る
。
歌
は
作
者
に
と

っ
て
所
与
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
の
用
意
は
０
伝

承
の
歌
の
中
か
ら
い
か
な
る
歌
を
選
ん
で
取
上
げ
る
か
に
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
語

り
の
地
も
、
少
く
と
も
骨
格
は
所
与
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
②
本
物
語
に
形
成

す
る
に
は
当
然
種
々
な
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
、
物
語
ら
し
く
細
部
を

付
加
す
る

（虚
構
で
な
く
）
な
ど
の
事
も
あ
る
だ
ろ
う
。
作
者
も
伝
承
者
の
内

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
０
０
は
伝
承
者

（＝
語
り
手
）
の
用
意
の
窺
わ

れ
る
所
で
あ
り
、
就
中
②
の
形
成
の
配
慮
に
つ
い
て
は
私
は
こ
れ
ま
で
に
二
つ

の
点
を
顕
著
な
要
点
と
考
え
て
指
摘
し
て
き
た
。

一
つ
は
０
地
と
歌
と
の
照
応

で
あ
る
。
即
ち
、
歌
の
理
解
に
関
る
要
語
が
地
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
て
、
そ

れ
を
見
定
め
る
事
が
歌
を
解
く
鍵
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
事
で
、
そ
れ
は

す
べ
て
の
小
話
に
お
い
て
い
え
る
事
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
小
話
で

は
、
叙
述
に
払
わ
れ
た
配
慮
の
周
到
さ
に
思
い
が
致
さ
れ
る
（学
大
国
文
９
）。

上
述
の
諸
段
の
中
で
は
三
五
・
四
五
・
四
六
の
諸
段
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
他
の
一
つ
は
０
小
宇
宙
の
形
成
で
あ
る

（大
阪
教
育
大
学
紀
要
１７
）
０
小

話
の
中
に
は
比
較
的
首
尾
を
具
え
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ

り
、
通
観
し
て
ど
の
小
話
も
彫
刻
で
い
う
ト
ル
ソ
ー
に
当
る
と
思
わ
れ
、
現
実

の
ト
リ
ミ
ン
グ
の
し
か
た
、
そ
の
枠
の
内
の
世
界
の
形
成
、
そ
こ
に
語
り
手
の

存
在
が
見
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
伝
承
者
の
用
意
の
窺
わ
れ
る
の
は
０
小

話
の
配
列
の
し
か
た
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
伝
承
者
は
編
集
者
に
な
る
。
０
０
０

は
こ
の
物
語
の

「言
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
物
語
の
伝
承
者
が
姿
を
見
せ
て

い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の

「言
」
に
加
え
て

「事
」
の
受
容
が
作
者

へ
の
接
近
に

は
か
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
②
の
０
に
関
す
る
一
つ
の
例
を

取
上
げ
て
み
る
事
に
す
る
。

伊
勢
守
も
ろ
み
ち

（衆
望
）
の
む
す
め
を
た
ヽ
あ
き
ら

（
正
明
）
の
中
将

の
君
に
あ
は
せ
た
り
け
る
時
に
、
そ
こ
な
り
け
る
う
な
ゐ
を
右
京
の
か
み

呼
び
出
で
て
語
ら
ひ
て
、
あ
し
た
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
、

自
露
の
お
く
を
待
つ
ま
の
朝
顔
は
見
ず
ぞ
な
か
ノ
ヽ
あ
る
べ
か
り
け
る

（三
九
段
）

「白
露
」
は
、
は
か
な
い
も
の
の
書
え
に
す
る
事
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ

で
な
く
、
開
花
を
促
す
も
の
と
し
て
い
う
と
思
わ
れ
る
。

朝
顔
は
朝
露
お
き
て
咲
く
と
い
へ
ど
夕
影
に
こ
そ
咲
き
ま
さ
り
け
れ

（古

今
六
帖
第
六
・
朝
顔
）

原
歌
た
る
万
葉
集
巻
十

（
二

一
〇
四
）
の
歌
に
は
第
二
句

「朝
顔
お
ひ
て
」。

柿
本
集
に
も
見
え
、
本
に
よ
り
歌
旬
に
小
異
は
あ
る
が
、
当
面
問
題
に
す
る
程

で
は
な
い
と
思
う
の
で
省
略
す
る
。
そ
の
上
の
句
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
露
の
置
く
の
を
待

っ
て
い
る
間
の
朝
顔
は
開
花
に
近
い
苔
の
情
態
で
あ

る
。
そ
の
「朝
顔
」
が
地
の
「う
な
ゐ
」
、
即
ち
逢
う
に
は
少
し
早
す
ぎ
る
少
女

と
照
応
す
る
と
見
る
。
そ
こ
が
こ
の
歌
を
解
す
る
要
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
で
意
味
が
充
足
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

「朝
顔
」
に
少
女
の
朝
の
顔
を
寓

す
る
と
は
見
な
い
。
下
の
句
は
、
逢
わ
ず
に
い
る
ほ
う
が
よ
か
っ
た
、
あ
ま
り

に
い
た
い
け
で
不
便
な
こ
と
を
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
新
勅
撰
集
恋
三

（
八
三
二
）
に

「題
し
ら
ず
　
源
宗
干
朝
臣
」
と
し
て
同
じ
歌
が
入
る
。
枕
草

子

（小
白
川
と
い
ふ
所
は
）
に
、

さ
て
、
そ
の
二
十
日
あ
ま
り
に
、
中
納
言
（＝
義
懐
）、
法
師
に
な
り
給
ひ

に
し
こ
そ
、
あ
は
れ
な
り
し
か
。
桜
な
ど
散
り
ぬ
る
も
、
な
ほ
世
の
常
な

り
や
。

「
お
く
を
待
つ
ま
の
」
と
だ
に
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま

に
こ
そ
見
え
給
ひ
し
か
。

と
あ

っ
て
、
注
者
は
こ
の
歌
を
引
歌
と
見
、
意
を
解
い
て
、

「
お
く
を
待
つ
ま

の
」
と
朝
顔
の
は
か
な
さ
を
い
う
歌
が
あ
る
が
、
そ
の
短
い
盛
り
に
さ
え
た
と



え
ら
れ
な
い
程
は
か
な
い
義
懐
の
お
栄
え
と
お
見
え
に
な

っ
た
、
と
す
る
よ
う

で
あ
る
が
、
本
物
語
で
は
、
短
く
は
か
な
い
盛
り
の
意
で
は
な
く
、
盛
り
に
至

る
前
、
未
成
熟
の
意
で
い
う
と
思
わ
れ
る
。
枕
草
子
の
場
合
、
桜
を
引
合
い
に

出
し
た
あ
た
り
は
盛
り
の
短
さ
を
惜
し
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
引
歌
の
所

は
、
引
歌
の
本
来
の
意
を
用
い
て
、
盛
時
を
目
前
に
し
て
と
す
ら
い
え
な
い
全

く
こ
れ
か
ら
と
い
う
三
十
歳
の
若
さ
で
義
懐
が
世
を
捨
て
た
事
を
惜
し
ん
で
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
上
の
句
は
為
家
本
の
独
自
本
文
で
あ

っ
て
、
他
の
諸
本
が
、

置
く
露
の
程
を
も
待
た
ぬ
朝
顔
は

に
作
る
の
と
対
立
す
る
。
そ
れ
を
用
い
た
注
書
は
、
露
の
置
く
わ
ず
か
な
間
を

も
待
た
ず
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
朝
顔
は
、
と
解
く
。
少
女
の
情
態
に
適
合
し
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
け
為
家
本
が
良
質
の
本
文
だ
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
枕
草
子
の
引
歌
や
新
勅
撰
集
所
収
歌
は
そ
れ
に
一
致
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
為
家
本
独
自
本
文
の
中
に
は
欠
陥
を
含
む
も
の
が
あ
る
に
せ
よ
、
す
べ
て

を
非
と
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
一
証
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
単
に
欠
陥
の
多
寡

を
比
べ
る
な
ら
、
天
福
本
の
ほ
う
が
や
や
少
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
な
ど
は
本

文
の
素
姓
に
関
す
る
重
さ
を
持
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
為
家
本
に
私
は
心
惹

か
れ
る
。

以
上
は

「大
和
物
語
雑
考

（
一
ビ

（大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録
２２
・
昭
和

四
十
九
年
三
月
発
行
見
込
）
に
続
き
、
主
と
し
て
本
物
語
三

一
段
よ
り
六
〇
段

ま
で
の
諸
段
に
材
料
を
求
め
た
。

（付
記
）
本
稿
は
昭
和
四
十
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
賃
（総
合
）
に
よ
る
研
究
の
一部
で
あ
る
。

（本
学
教
授
）


