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The Spread of Eternal “Hojo” （Part 2） 
　―　Saki no Chusho O Imperial Kaneakira as a trigger　―　

Toru Fukazawa

Keywords : 50 years old, Minamoto no Kaneakira, Saga, Shisei no in
Abstract

　　This paper will focus on the architecture of chitei （an arbor by a 
pond） as a preliminary step, while being aware of Kamo no Choumeiʼs 
Hojoki as the final point of discussion. The Shinden-zukuri is known as 
the residence of nobility. Chitei was one of the buildings in the corner of 
Shinden-Zukuri. For scholars of the Chinese classics, it was a place of 
longing, a purely private space to enjoy a life of fleeting solitude and se-
clusion between busy political affairs. Therefore, it was a “space of relax-
ation” where Chinese poetries were often composed and where the 
games of kangen （wind and string instruments） were played.
　　It was Imperial Kaneakiraʼs work Chiteiki that first took on this 
chitei as a literary subject. The author, Imperial Kaneakira, was once de-
moted from nobility and took the surname of “Genji.” Later, however, he 
returned to the Imperial Family and became the Imperial Prince once 
again. His trajectory resembles that of Hikaru Genji, the main character 
of The Tale of Genji. In fact, Imperial Kaneakira is considered to be one 
of the inspirations for Hikaru Genji.
　　In his later years, the Imperial Prince built a mountain villa on the 
banks of the Ooi River in Sagano, a suburb northwest of Miyako, and en-
joyed a quiet life of seclusion. In The Tale of Genji, it is said that Hikaru 
Genji also built Mido （a temple） in Sagano and lived there as a recluse in 
his later years. 
　　Hakurakuten, a Chinese poet, is one of the forerunners who lived an 
ideal life at chitei. Influenced by such poetries as Soudouki and Chijy-
ouhen, the Imperial Princeʼs secluded life in Sagano was also a form of 
political protest. For Hikaru Genji, the main character of The Tale of 
Genji, Suma and Akashi were places of exile, and in relation to the Miya-
ko space, Sagano was also a space with the meaning of a pseudo Haisho

（a place of exile）.
　　The enigmatic way of life of the mysterious person Sagainkunshi 
told in a collection of narratives such as Goudanshou probably later de-
veloped into the Shuten-doji narrative. Utilizing the above as an auxiliary 
line, I will take particular note of the conflicting spatial characteristics of 
“light” and “shadow” that Sagano possesses.



2

《概要》

果てしなき「方丈」のひろがり（その 2） 
　―　トリガーとしての、 先

さきの

中
ちゅう

書
しょ

王
おう

兼
かね

明
あきら

親
しん

王
のう

　―　

深　沢　　　徹

キーワード：五十歳：源兼明：嵯峨：市井の隠

　本稿は、鴨長明の『方丈記』を最終的な論の終着点として意識しつつ、
その前段階として「池亭（ちてい）」という建築物に着目する。
　「寝殿造り」は、平安時代の貴族の邸宅として知られている。その「寝
殿造り」の一角に設けられた建物の一つに「池亭」はあった。そこは、忙
しい政務の合間に、つかのま隠逸・閑居の暮らしを楽しむ、純然たるプラ
イベートな空間として、当時の漢学者たちの憧れの場となり、それゆえに、
しばしば漢詩文に詠まれ、また管絃の遊びの行われる「ゆとり空間」であ
った。
　文学の題材として、この「池亭」を最初にとりあげたのが、兼明親王

（かねあきらしんのう）の『池亭記』という作品である。作者の兼明親王
は、一旦臣籍に降下して源氏姓を名乗る。しかし後に皇籍に復帰して親王
位に返り咲く。その軌跡は『源氏物語』の主人公光源氏によく似ており、
そのモデルとなった人物の一人に数えられる。
　親王は晩年、ミヤコの西北郊、嵯峨野の大堰川のほとりに山荘を構え、
隠逸・閑居の暮らしを楽しむ。光源氏もまた嵯峨野の地に御堂を造り、晩
年はその地に隠棲したとの設定が、『源氏物語』ではなされている。
　「池亭」での理想の暮らしを実践した先人として、中国の詩人白楽天

（はくらくてん）がいる。その『草堂記（そうどうき）』や『池上篇（ちじ
ょうへん）』などの詩文の影響を受け、親王の嵯峨野への隠棲は、政治的
な抗議の意味合いも兼ね備えていた。『源氏物語』の主人公光源氏にとっ
て、「須磨」・「明石」が配流（はいる）の地であったように、ミヤコ空間
との関係で、嵯峨野もまた疑似的な「配所（はいしょ）」の意味を合わせ
持つ空間であった。
　『江談抄（ごうだんしょう）』などの説話集が伝える、謎の人物「嵯峨隠
君子（さがいんくんし）」の不可解な生き方―それはのちに「酒呑童子」
説話へと発展したらしく思われる―を補助線として、嵯峨野の地が抱え
持つ、その〈光〉と〈影〉の両義的な空間特性に着目していく。

以上
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果
て
し
な
き
「
方
丈
」
の
ひ
ろ
が
り
（
そ
の
２
） 

　

―
　

ト
リ
ガ
ー
と
し
て
の
、
先
中
書
王
兼
明
親
王
　

―
　

深　

沢　
　
　

徹

　

磯
崎
新
は
、
建
築
家
と
し
て
異
色
の
存
在
だ
。
み
ず
か
ら
の
専
門
と
す
る
建
築
関
係
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
だ
け
で
な
く
、
美
術
関
連
の

雑
誌
に
も
数
多
く
文
章
を
寄
せ
て
お
り
、
岩
波
書
店
や
鹿
島
出
版
会
よ
り
出
さ
れ
た
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
は
、
美
術
工
芸
に
対
す

る
す
ぐ
れ
た
審
美
眼
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
加
え
て
私
た
ち
の
死
生
観
を
問
い
、
空
間
と
の
か
か
わ
り
の
中
で

そ
の
身
体
論
に
ま
で
説
き
お
よ
ぶ
哲
学
的
な
視
野
の
広
が
り
を
も
併
せ
持

（
1
（

つ
。
現
代
思
想
の
動
向
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
そ
れ
に
機

敏
に
反
応
し
て
、
建
築
の
領
域
に
記
号
論
的
な
分
析
手
法
を
積
極
的
に
導
入
し
た
の
も
磯
崎
だ
。

　

軸
足
を
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
に
置
く
こ
と
に
由
来
し
て
で
あ
ろ
う
、
与
え
ら
れ
た
敷
地
内
に
「
建
築
」
が
自
足
し
、
自
閉
し
て
し

ま
え
ば
、「
都
市
計
画
」
は
単
な
る
机
上
の
空
論
と
化
し
、
い
た
ず
ら
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
想
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。「
建

築
」
と
「
都
市
計
画
」
と
の
そ
の
〈
断
絶
〉
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
両
者
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
ン
を
プ
ラ
ン
だ
け
に
終
わ
ら

せ
ず
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
。
そ
の
媒
介
的
役
割
を
は
た
す
も
の
と
し
て
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
は
あ
っ
た
。
個
々
の
建

築
を
単
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
が
立
地
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
環
境
や
景
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
す
か
を
絶
え
ず
考
え
る
。
ま
た
実
際
に
使
っ
て
み
て
ど
う
か
と
い
う
人
々
の
「
使
い
勝
手
」
へ
の
配
慮
も
怠
ら
な
い
。
外
国
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語
へ
の
翻
訳
が
難
し
い
、「
界
隈
（
か
い
わ
い
）」
と
い
う
日
本
語
の
空
間
意
識
へ
の
着
目
も
、
そ
う
し
た
中
か
ら
導
き
出
さ
れ
て

く
（
2
（

る
。《

か
い
わ
い
》
も
し
く
は
気
配
と
い
う
日
本
的
空
間
の
表
現
方
法
は
、
私
た
ち
が
日
常
感
じ
て
い
る
都
市
空
間
が
、
必
ず
し
も

物
理
的
実
体
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
適
確
に
表
現
し
て
い
る
。
人
間
を
と
り
ま
き
、
そ
の
五
感
の
す
べ

て
に
訴
え
か
け
、
ま
た
は
五
感
に
よ
っ
て
感
じ
と
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
都
市
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
を
記
述
し
、
記
録
し
よ
う

と
思
え
ば
、
記
号
に
た
よ
る
以
外
に
な
い
。
都
市
は
視
覚
化
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
不
可
視
の
も
の
が
充
満
し
て
い
る
と

考
え
な
お
し
て
み
る
と
、
都
市
を
方
法
と
し
て
再
編
成
で
き
る
と
同
時
に
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
も
直
接
的
に
下
降
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

西
洋
近
代
に
由
来
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
圧
倒
的
な
影
響
下
、
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し
て
「
日
本
的
な
も
の
」
を
求
め
た
わ
け
で

は
必
ず
し
も
な
い
。『
空
間
へ
』（
美
術
出
版
社
・
一
九
七
一
）
に
収
め
ら
れ
た
「
年
代
記
ノ
ー
ト
」（
一
九
六
九
）
に
よ
れ
ば
、
建

築
思
想
家
と
し
て
の
磯
崎
の
原
点
に
は
、
焦
土
と
化
し
た
東
京
の
焼
け
跡
風
景
や
、
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
廃
墟
と
化
し
た
広
島
の
記

憶
が
あ
っ
た
。
建
築
は
、
そ
れ
が
完
成
し
た
時
点
で
早
く
も
崩
壊
が
始
ま
る
。
何
も
な
い
ガ
ラ
ン
ド
ウ
の
廃
墟
へ
と
、
歩
み
を
始
め

る
と
の
独
自
の
発
想
は
、
こ
う
し
た
戦
時
体
験
か
ら
く
る
も
の
だ
ろ
う
。
建
築
は
、
せ
ん
じ
詰
め
れ
ば
、
そ
の
内
部
に
、
何
も
な
い

ガ
ラ
ン
ド
ウ
の
虚
ろ
な
空
間
を
演
出
し
、
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
こ
と
に
尽
き
る
。
都
市
デ
ザ
イ
ン
も
、
ま
た
し
か
り
。

　

磯
崎
が
建
築
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
始
発
さ
せ
た
こ
ろ
、
海
の
向
こ
う
で
は
ル
・
コ
ル
ビ
ジ
ェ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
機
能
主
義
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建
築
（
例
え
ば
上
野
の
国
立
西
洋
美
術
館
の
建
物
に
代
表
さ
れ
る
）
が
主
流
だ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
的
な
合
理
主
義
に
も
と
づ
き
、

ｘ
・
ｙ
・
ｚ
の
三
次
元
座
標
に
空
間
を
還
元
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
っ
ぱ
な
し
で
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
夾
雑
物
を
は
ぎ
取
っ

て
し
ま
う
。
機
能
主
義
建
築
の
そ
う
し
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
空
間
構
成
に
、
人
間
不
在
の
兆
候
を
嗅
ぎ
と
っ
て
、
磯
崎
は
そ
の
乗

り
越
え
を
図
る
。
私
た
ち
が
身
を
置
く
空
間
は
、
廃
墟
と
も
見
ま
が
う
単
な
る
三
次
元
の
広
が
り
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間

の
「
使
い
勝
手
」
に
応
じ
て
あ
ち
こ
ち
で
ね
じ
れ
、
自
在
に
伸
縮
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
方
法
」（
一
九
六
三
）
お
よ
び
「
ス
コ
ピ
エ
計
画
の
解
剖
」（
一
九
六
七
）
と
題
さ
れ
た
エ

ッ
セ
イ
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
磯
崎
の
立
場
を
端
的
に
指
し
示
す
「
年
代
記
ノ
ー
ト
」
の
中
の
言
葉
を
抜
き
出
し
て

お
（
3
（

く
。建

築
空
間
と
は
外
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
の
場
所
に
は
い
り
こ
み
、
そ
れ
に
相
対
応
し
た
瞬
間
に
、
内
部
で
感
じ
と

る
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
存
在
す
る
よ
う
な
、
一
種
の
現
象
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
も
方
法
も
、
そ
う
い
う
現
象
を
発
生
さ

せ
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、〈
中
略
〉
お
そ
ら
く
建
築
空
間
は
、
ぼ
く
ら
の
意
識
の
内
部
に
発
生
す
る
事
件
な
の

だ
か
ら
、
ひ
ど
く
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
に
違
い
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
時
期
の
磯
崎
の
文
章
に
、
現
象
学
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
へ
の
言
及
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
欧
米
と
の
対
比
の
中
で
、

伝
統
的
な
日
本
の
家
屋
や
街
並
み
の
特
質
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
特
異
な
発
想
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
共
通
項
は
確
か

に
見
て
と
れ
る
。
敗
戦
国
に
身
を
置
い
た
と
い
う
共
通
体
験
が
そ
の
根
底
に
は
あ
っ
た
か
。
廃
墟
の
中
に
立
た
さ
れ
て
、
こ
の
世
界
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の
内
に
「
居
場
所
」
が
な
い
。
ど
こ
に
も
「
身
の
置
き
ど
こ
ろ
」
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
居
て
は
な
ら
な
い
」
と
名
指
し
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
居
心
地
の
悪
さ
、
心
の
負
い
目

0

0

0

を
、
両
者
は
共
有
し
て
い

（
4
（

た
。

　

と
は
い
え
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
な
ど
と
い
っ
た
ス
ケ
ー
ル
の
話
へ
と
、
一
気
に
飛
ぶ
の
は
ま
だ
早
い
。
出
身
地
大お

お

分い
た

の
地
元
の
縁

故
で
、
地
域
に
根
差
し
た
個
々
の
建
築
（
た
と
え
ば
「
大
分
県
医
師
会
館
」
や
「
大
分
県
立
図
書
館
」
な
ど
）
の
設
計
を
手
が
け
る

こ
と
か
ら
、
磯
崎
の
仕
事
が
は
じ
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
個
々
の
建
築
物
を
見
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
対
象
と
な
る
の

は
「
池
亭
」
と
称
さ
れ
た
建
物
だ
。
当
初
は
建
物
単
体
と
し
て
、
個
々
の
「
池
亭
」
は
作
ら
れ
た
。
や
が
て
そ
れ
が
、
よ
り
広
く
、

周
囲
の
街
並
み
や
都
市
空
間
の
ひ
ろ
が
り
と
の
関
係
の
中
で
と
ら
え
返
さ
れ
、
意
識
化
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
推
移
の
過
程
を
た
ど
り

直
す
こ
と
に
本
章
の
ね
ら
い
は
あ
る
。

池
亭
―
水
辺
の
憩
い
空
間

　

平
安
貴
族
の
理
想
の
居
住
形
態
（
お
そ
ら
く
は
大
臣
級
の
）
と
し
て
、
当
時
「
寝
殿
造
り
」
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
教
科
書
等
で
よ

く
知
ら
れ
る
。
そ
の
基
本
パ
タ
ー
ン
は
、
敷
地
の
中
心
に
位
置
し
て
母
屋
の
「
寝
殿
」
が
あ
り
、
そ
の
前
に
半
公
的
な
儀
礼
の
場
と

し
て
玉
砂
利
を
敷
き
詰
め
た
「
庭
」
が
広
が
る
。
そ
の
庭
の
先
に
、
中
の
島
を
設
け
た
「
池
」
を
穿
つ
と
い
う
も
の
だ
。
寝
殿
の
前

に
広
が
る
「
庭
」
は
、
天
皇
の
出し

ゅ

御つ
ぎ
ょす

る
内
裏
の
正
殿
「
紫し

宸し
ん

殿で
ん

」
の
南
庭
（
神
の
降
臨
を
仰
ぐ
斎ゆ

庭に
わ

に
由
来
す
る
）
を
模
し
た
も

の
だ
ろ
う
。
有
力
貴
族
の
邸
宅
は
、
し
ば
し
ば
大
臣
大た

い

饗き
ょ
う

（
大
臣
に
就
任
し
た
際
に
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
宴
席
）
な
ど
の
公
的

な
儀
礼
の
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。
加
え
て
平
安
の
中
ご
ろ
以
降
、
内
裏
の
度
重
な
る
焼
亡
に
よ
り
、
そ
の
代
替
施
設
と
し
て
、



図版①：堀河院指図（太田静六『寝殿造の研究』吉川弘文館 1987による）
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「
里
内
裏
」
の
機
能
も
あ
ら
か
じ
め
期
待
さ
れ
て
い

た
（
図
版
①
参
照
）。

　

一
方
、「
池
」
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
紫
宸
殿
の

南
庭
に
、
池
の
し
つ
ら
え
は
な
い
。
池
は
内
裏
の
外

側
、
さ
ら
に
は
諸
官
庁
の
並
び
立
つ
大
内
裏
の
区
画

の
外
に
立
地
す
る
「
神
泉
苑
」
の
広
大
な
敷
地
内
に

囲
い
込
ま
れ
て
、
帝
王
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
遊
興
の

地
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
帝
王

が
主
催
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
お
の
ず
と
半
公
的

な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
。
神
泉
苑
の
そ
の
池

に
は
、
龍

り
ゅ
う

頭と
う

鷁げ
き

首し
ゅ

の
船
が
浮
か
べ
ら
れ
、
公
務
を
離

れ
た
帝
王
が
、
身
近
な
親
し
い
者
だ
け
を
従
え
て
、

し
ば
し
憩
う
た
め
の
詩
歌
管
弦
の
遊
び
が
、
に
ぎ
に

ぎ
し
く
行
わ
れ
た
（
図
版
②
参
照
）。

　

紫
宸
殿
の
「
南
庭
」
と
、
神
泉
苑
の
「
苑
池
」
と

の
、
こ
の
〈
公
〉
と
〈
私
〉
を
兼
ね
備
え
た
点
に

「
寝
殿
造
り
」
の
特
質
が
あ
る
。
晴
れ
の
儀
礼
の
場



図版②：神泉苑請雨経法道場図（鎌倉時代・奈良国立博物館蔵）

8

と
し
て
の
〈
表
〉
と
、
褻け

の
遊
興
の
場
と
し
て
の
〈
奥
〉
と
に
分

節
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
機
能
を
二
つ
な
が
ら
に
取
り
込
ん
で
、
有

力
貴
族
の
邸
宅
と
し
て
の
「
寝
殿
造
り
」
は
成
立
し
て
く

（
5
（

る
。

　

私
た
ち
の
さ
さ
や
か
な
個
人
住
宅
に
あ
っ
て
も
、
必
ず
や
、
公

と
私
、
晴
れ
と
褻
、
表
向
き
と
奥
向
き
と
の
空
間
の
使
い
分
け
は

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
私
的
な
究
極
の
憩
い
の
場
を
求
め

る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
中
心
に
は
、
ど
う
し
た
っ
て
水
辺
の
空
間

を
模
し
た
「
池
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
ぜ
い
た
く

は
望
む
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
当
時
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
お
の

ず
と
そ
う
な
る
。

　

か
く
し
て
「
池
亭
」
と
い
う
空
間
概
念
が
、
白
楽
天
の
詩
句
に

見
え
る
「
活な

り

計わ
い

は
縦た

と

ひ
貧
な
り
と
も
潔

い
さ
ぎ
よく
浄き

よ

し
、
池
亭

0

0

は
小
な
り

と
雖い

え
ども

幽ほ
の
かに

深
し
」（『
偶
吟
詩
』）
や
『
裴は

い

相し
ょ

公う
こ
うの

興こ
う

下か

の
池
亭

0

0

に
宿
る
』
な
ど
の
用
語
例
に
導
か
れ
て
、
あ
ら
た
に
切
り
出
さ
れ

て
く
る
。
そ
れ
を
享
け
て
で
あ
ろ
う
、
嵯
峨
天
皇
に
、「
避
暑
の

時
に
来き

た

り
問た

づ

ぬ
る
院に

わ

の
裏う

ち

、
池
亭

0

0

に
一
つ
把と

る
釣ち

ょ

魚う
ぎ
ょの

竿さ
お

」（『
凌

雲
集
』
所
収
「
夏
日
左
大
将
軍
藤
冬
嗣
閑
居
院
」）
な
ど
の
用
例
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の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
う
見
て
く
る
と
「
寝
殿
造
り
」
そ
れ
自
体
が
、
一
個
の
巨
大
な
「
池
亭
」
だ
っ
た
と
言
え
な
く
も

な
い
の
だ
が
、「
池
亭
」
で
の
、
そ
う
し
た
悠
々
自
適
の
閑
雅
な
暮
ら
し
を
、
漢
詩
文
の
表
現
形
式
の
一
つ
で
あ
る
「
記
」
の
ス
タ

イ
ル
を
借
り
て
描
き
出
し
た
の
が
、『
池
亭
記
』
と
名
付
け
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
作
品
で
、
平
安
中
期
の
漢
学
者
、
慶よ

し

滋し
げ

保の
や

胤す
た
ねに

よ

っ
て
書
か
れ
た
文
章
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
保
胤
の
『
池
亭
記
』
は
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
で
一
般
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
脈
を
離
れ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
そ
れ
に
先
立
っ

て
、
源

み
な
も
と

兼の
か
ね

明あ
き
らに

よ
っ
て
書
か
れ
た
同
名
作
品
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
い
っ
た
い
誰
が
知
ろ
う
。

　

な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
近
代
国
民
国
家
の
創
設
に
と
も
な
う
文
化
政
策
と
し
て
「
国
文
学
史
」
が
構
想
さ
れ
、
漢
学

者
と
国
学
者
と
の
間
で
熾
烈
な
主
導
権
争
い
が
、
明
治
の
初
め
に
な
さ
れ
た
。
結
果
国
学
者
の
側
が
勝
利
し
て
、
民
族
の
独
自
性
に

重
き
を
置
く
ド
イ
ツ
文
献
学
の
積
極
的
な
導
入
な
ど
も
あ
り
、
外
来
文
化
と
み
な
さ
れ
た
漢
詩
文
は
、
日
本
文
学
史
の
中
で
ま
ま
子

0

0

0

あ
つ
か
い

0

0

0

0

の
傍
系
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
初
等
・
中
等
教
育
の
現
場
で
は
、『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』、『
平

家
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
な
ど
の
仮
名
文
テ
キ
ス
ト
が
、
民
族
の
独
自
性
を
裏
付
け
る
価
値
あ
る
古
典
と
し
て
文
学
史
の
メ
イ
ン
・

ス
ト
リ
ー
ム
を
形
成
す

（
6
（

る
。
漢
詩
文
の
出
る
幕
は
、
も
は
や
そ
こ
に
な
い
。
他
方
「
漢
文
」
科
目
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
正
統
的
な
中

国
の
古
典
漢
詩
文
で
あ
っ
て
、
日
本
で
制
作
さ
れ
た
和
製
漢
文
は
、
そ
こ
で
も
異
端
・
傍
系
の
あ
つ
か
い
だ
。

　

日
本
と
中
国
と
の
、
二
つ
の
言
語
文
化
の
は
ざ
ま
に
落
ち
込
ん
で
、
ど
ち
ら
か
ら
も
つ
ま
は
じ
き
さ
れ
、
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
日
本
漢
詩
文
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
正
面
か
ら
ま
と
も
に
あ
つ
か
っ
て
く
れ
る
の
が
、
日
本
思
想
史
の
領
域
だ
。
し

か
し
思
想
史
の
研
究
者
は
、
記
述
内
容
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
評
価
し
こ
そ
す
れ
、
そ
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
頓
着
し
な

い
。
宗
教
的
な
教
義
や
思
想
の
表
明
、
さ
ら
に
は
歴
史
叙
述
の
あ
り
様
で
さ
え
も
が
、
す
べ
て
言
語
表
現
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
れ
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に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
に
。
日
本
思
想
史
の
領
域
で
は
、
そ
も
そ
も
個
々
の
テ
キ
ス
ト
を
、
広
義
の
「
文
学
」（
＝

「
文
章
」
の
学
）
と
し
て
あ
つ
か
お
う
と
す
る
発
想
が
な
い
の

（
7
（

だ
。

　

そ
う
し
た
趨
勢
に
あ
ら
が
っ
て
、
本
書
で
は
、
源
兼
明
の
『
池
亭
記
』
に
始
ま
る
平
安
時
代
の
「
記
」
の
作
品
の
い
く
つ
か
を
、

こ
れ
か
ら
系
統
的
に
あ
と
づ
け
て
い
く
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仮
名
文
で
あ
れ
漢
文
で
あ
れ
、
古
代
都
市
平
安
京
の
空
間
的

な
ひ
ろ
が
り
の
内
（
洛
中
）
に
、
あ
る
い
は
そ
の
周
縁
に
ひ
ろ
が
る
郊
外
地
（
洛
外
）
に
し
か
る
べ
き
場
所
を
占
め
、
邸
宅
を
構
え
、

「
住
ま
う
」
こ
と
を
主
題
と
し
た
点
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
継
承
関
係
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

齢よ
は
ひ

半
百
な
り
―
五
十
の
声
を
聴
く
と
き

　
「
池
亭
」
の
空
間
特
性
が
、
私
的
な
憩
い
の
場
に
あ
っ
た
と
し
て
、
源
兼
明
の
『
池
亭
記
』
か
ら
慶
滋
保
胤
の
『
池
亭
記
』
へ
、

さ
ら
に
は
土つ

ち

御み
か

門ど

通み
ち

親ち
か

の
『
擬か

う
ざ
ん
に
な
ぞ
ら
へ
て
さ
う
だ
う
を
も
す
き

香
山
模
草
堂
記
』
か
ら
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
へ
と
至
る
一
連
の
テ
キ
ス
ト
を
、
系
譜
的
に
結

び
つ
け
る
指
標
と
な
る
の
が
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
も
見
て
と
れ
る
、
五
十
歳
の
年
齢
表
示
だ
。

　

源
兼
明
は
『
池
亭
記
』
で
、「
如い

ま今
老
に
垂

な
ん
な
んと

し
て
病
根
漸よ

う
やく

深
く
、
世
情
弥

い
よ
い
よ

浅
し
。〈
中
略
〉
位

く
ら
ゐ

三
品ほ

ん

に
し
て
、
齢

よ
は
ひ

半
百

0

0

な

り
」
と
記
し
、
そ
の
執
筆
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
。
天
徳
三
（
959
）
年
の
こ
の
年
、
正
三
位
中
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た
兼
明
は
、
ま

だ
四
十
六
歳
だ
っ
た
が
、
四
捨
五
入
す
れ
ば
確
か
に
五
十
だ
。
源
兼
明
が
『
池
亭
記
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
先
蹤
の
ひ
と
つ

と
仰
い
だ
白
楽
天
の
『
草
堂
記
』
は
、
江
州
（
江
西
省
）
司
馬
に
左
遷
さ
れ
、
は
る
か
遠
く
の
ミ
ヤ
コ
長
安
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
、

不
遇
の
内
に
「
草
堂
」
を
営
ん
だ
経
緯
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
元
和
十
二
（
817
）
年
の
そ
の
年
、
白
楽
天
は
ち
ょ
う
ど
四
十
六
歳
と
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な
っ
て
い
た
。
そ
の
年
齢
を
た
ぶ
ん
に
意
識
し
て
か
、
兼
明
も
ま
た
四
十
六
歳
と
な
っ
た
の
を
契
機
に
『
池
亭
記
』
を
書
く
。

　
「
齢

よ
は
ひ

半
百

0

0

な
り
」
と
あ
る
兼
明
の
そ
の
記
述
を
受
け
、
慶
滋
保
胤
の
同
名
作
品
『
池
亭
記
』
は
、「
予わ

れ

、
行か

う

年ね
ん

漸よ
う
やく
五
旬

0

0

に
垂

な
ん
な
んと

し
て
、
適

た
ま
た
ま

小
宅
有あ

り
」
と
記
す
。
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
も
ま
た
、「
す
な
は
ち
、
五
十
の
春

0

0

0

0

を
迎
へ
て
、
家
を
出い

で

て
世
を
背そ

む

け
り
」

と
記
す
。
土
御
門
通
親
の
『
擬
香
山
模
草
堂
記
』
は
年
齢
表
示
を
欠
く
が
、
白
楽
天
の
『
草
堂
記
』
を
な
ぞ
ら
え
た
そ
の
タ
イ
ト
ル

か
ら
し
て
、
五
十
の
声
を
聴
い
て
起
草
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
以
上
を
要
す
る
に
、
そ
の
筆
者
が
、
五
十
歳
の
年
齢
を
意
識
し

た
と
き
、
終つ

い

の
す
み
か

0

0

0

を
求
め
て
こ
れ
ら
一
連
の
テ
キ
ス
ト
は
書
か
れ
て
く
る
。

　

五
十
と
い
う
年
齢
は
、
で
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
コ
ロ
ナ
禍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本

人
の
平
均
寿
命
は
さ
ら
に
延
び
て
、
二
〇
二
一
年
に
は
女
性
が
約
八
十
八
歳
、
男
性
が
約
八
十
二
歳
と
な
っ
た
。
い
よ
い
よ
人
生
一

〇
〇
年
時
代
に
突
入
し
そ
う
な
勢
い
だ
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
五
十
歳
な
ど
ま
だ
ま
だ
人
生
半
ば
、
こ
れ
か
ら
の
将
来
、
相

変
わ
ら
ず
先
行
き
不
透
明
な
ま
ま
、
迷
い
多
き
日
々
を
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
年
齢
の
位
置
づ
け
に
あ
る
。

　

だ
が
当
時
は
違
っ
て
い
た
。「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」（『
論
語
』
為
政
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
五
十
歳
の
年
齢
は
、
こ
の
世

で
の
自
己
に
与
え
ら
れ
た
役
割
も
お
お
む
ね
定
ま
り
、
迫
り
く
る
〈
死
〉
の
と
き
を
多
分
に
意
識
し
て
、
人
生
の
幕
引
き
を
考
え
る

時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。『
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
』
の
文
章
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
生
死
を
分
け
る
空

間
の
事
例
と
し
て
「
橋
」
を
挙
げ
て
い
た
よ
う
に
、
五
十
の
声
を
聴
く
と
き
、
よ
う
や
く
五
感
が
不
調
を
訴
え
、
か
ら
だ

0

0

0

の
あ
ち
こ

ち
に
不
具
合
を
生
じ
て
、
そ
の
生
体
機
能
が
Ｏ
Ｎ
と
Ｏ
Ｆ
Ｆ
と
の
間
で
点
滅
し
始
め
る
。
こ
の
世
界
の
内
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
特
定

の
場
所
を
占
め
て
存
在
す
る
お
の
れ
の
か
ら
だ

0

0

0

と
、
そ
の
容
れ
物
と
し
て
あ
る
世
界
の
ひ
ろ
が
り

0

0

0

0

と
の
実
存
的
な
関
係
を
、
次
第
と

意
識
し
は
じ
め
、
た
と
え
て
言
え
ば
終つ

い

の
す
み
か

0

0

0

と
し
て
の
お
の
れ
の
墓
所
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
白
楽
天
に
始
ま
り
、
鴨
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長
明
の
『
方
丈
記
』
へ
と
至
る
テ
キ
ス
ト
の
系
譜
が
、
そ
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
元
服
し
て
十
代
の
半
ば
で
結
婚
し
、
子
を
産
み
、
育
て
、
そ
の
死
没
年
が
記
録
に
残
る
貴
族
層
で
さ
え
、
三
十

代
、
四
十
代
で
人
生
を
終
え
て
い
る
事
例
は
珍
し
く
な
い
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
五
十
歳
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
そ
の
こ
と
だ
け
で
、

慶
賀
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
六
条
院
」
を
そ
の
舞
台
と
し
て
、
主
人
公
光
源
氏
の
兄
朱
雀
院
の
、
五
十
の
賀
の
準

備
を
背
景
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
・
下
」
の
長
大
な
巻
（
若
返
り
の
た
め
の
回
春
の
縁
起
物
と
し
て
五
十
の

賀
に
供
さ
れ
た
の
が
「
若
菜
」
で
あ
っ
た
）
も
、
こ
う
し
た
「
記
」
の
作
品
の
一
連
の
系
譜
に
足
し
加
え
て
い
い
。
さ
ら
に
は
五
十

の
年
齢
を
中
に
挟
ん
で
、
四
十
歳
に
し
か
な
ら
な
い
夫
の
右
衛
門
尉
に
、
六
十
歳
の
老
妻
を
配
す
る
こ
と
で
、
な
ん
と
も
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
な
夫
婦
関
係
を
、
滑
稽
な
筆
づ
か
い
で
描
い
て
み
せ
た
藤
原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
も
、
こ
の
系
譜
に
足
し
加
え
て
よ
い
。

　

本
書
で
あ
つ
か
う
す
べ
て
の
役
者

0

0

が
、
こ
う
し
て
出
そ
ろ
っ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
こ
れ
ら
一
連
の
テ
キ
ス
ト
の
ト
リ
ガ
ー
の
役

割
を
果
た
し
た
源
兼
明
の
文

ぶ
ん
ぎ

業ょ
う

（
＝
文
章
の
営
み
）
を
、
ま
ず
は
見
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

模
倣
の
系
譜
―
源
兼
明
か
ら
光
源
氏
へ

　

源
兼
明
は
醍
醐
天
皇
の
第
十
六
番
目
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、
臣
籍
降
下
し
て
初
め
は
源
氏
姓
を
名
乗
っ
た
。
漢
学
の
素
養
に
す

ぐ
れ
、
村
上
天
皇
の
皇
子
で
同
じ
く
漢
学
の
才
で
知
ら
れ
た
「
後

の
ち
の
ち
ゅ
う
し
ょ
お
う

中
書
王
」
具と

も

平ひ
ら

親
王
（
兼
明
に
と
っ
て
は
甥
に
当
た
る
）
と
対

比
さ
れ
、「
先さ

き
の

中ち
ゅ

書う
し

王ょ
お
う」

と
呼
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
。
腹
違
い
の
兄
弟
に
、「
安
和
の
変
」（
九
六
九
年
）
で
失
脚
し
た
、
あ
の
左
大

臣
源

み
な
も
と

高の
た
か

明あ
き
らが

い
た
。
事
が
起
こ
っ
た
際
に
は
兼
明
も
連
座
し
て
、
殿
上
の
札ふ

だ

を
削
ら
れ
、
一
時
昇
殿
を
止
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
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と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
復
帰
し
て
、
最
終
的
に
は
兄
高
明
と
同
じ
左
大
臣
の
地
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
る
。

　

し
か
し
晩
年
に
、
も
う
一
波
乱
あ
っ
た
。
摂
関
の
地
位
を
め
ぐ
る
藤
原
兼か

ね

通み
ち

、
兼か

ね

家い
え

兄
弟
の
権
力
争
い
の
あ
お
り
を
食
い
、
皇
籍

復
帰
を
迫
ら
れ
て
、
中
務
卿
の
閑
職
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
の
だ
。
こ
の
と
き
以
後
、
呼
称
は
「
源
兼
明
」
か
ら
「
兼
明
親
王
」
へ
と

変
わ
る
。
中
務
省
の
唐
名
を
採
っ
て
、「
中ち

ゅ

書う
し

大ょ
だ

王い
お
う」

の
名
で
も
呼
ば
れ

（
8
（

た
。

　

兼
明
が
親
王
へ
の
皇
籍
復
帰
を
強
い
ら
れ
た
貞
元
二
（
977
）
年
の
時
点
で
の
、
公
卿
た
ち
の
年
齢
構
成
を
見
て
み
よ
う
。
六
十
九

歳
の
中
納
言
文ふ

み

範の
り

を
除
け
ば
、
兼
明
は
そ
の
時
、
最
高
齢
の
六
十
四
歳
。
兼
明
が
抜
け
た
あ
と
、
代
わ
っ
て
左
大
臣
の
地
位
に
つ
い

た
の
は
藤
原
頼よ

り

忠た
だ

（
小
野
宮
流
）
で
五
十
四
歳
、
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
転
じ
た
雅ま

さ

信の
ぶ

は
五
十
八
歳
、
事
を
仕
掛
け
た
張
本
人
の
関

白
藤
原
兼
通
（
九
条
流
）
は
ま
だ
五
十
三
歳
で
、
し
か
も
そ
の
年
の
十
一
月
に
は
病
状
が
悪
化
し
て
死
去
し
て
し
ま

（
9
（

う
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
親
王
の
子
息
の
源

み
な
も
と
の

伊こ
れ

陟た
か

が
、
そ
の
同
じ
年
、
蔵
人
頭
左
兵
衛
督
か
ら
参
議
に
転
じ
て
、
新
た
に
公
卿
の
列
に
加
え
ら

れ
て
い
る
。
関
白
兼
通
に
よ
る
強
引
な
人
事
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
世
代
交
代
の
意
図
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
だ

が
親
王
自
身
の
意
識
と
し
て
は
、
こ
の
一
方
的
な
人
事
を
、
自
己
の
意
に
沿
わ
な
い
不
本
意
な
も
の
と
受
け
止
め
た
よ
う
で
、
そ
の

憤
懣
や
る
か
た
な
き
思
い
を
、
代
表
作
『
菟と

き

裘ゅ
う

賦の
ふ

』
に
お
い
て
吐
露
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
見
て
き
た
だ
け
で
、
あ
る
連
想
へ
と
導
び
か
れ
る
。
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
臣
籍
に
降
下
し
て
源
氏
姓
を

名
乗
る
。
途
中
、
左
遷
の
憂
き
目
に
合
う
よ
う
な
危
機
的
状
況
を
乗
り
越
え
、
や
が
て
晩
年
に
至
り
、
再
び
皇
族
へ
と
返
り
咲
く
。

そ
う
、『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏
の
そ
れ
と
、
よ
く
似
て
い
る
の
だ
。
晩
年
と
い
っ
て
も
光
源
氏
の
場
合
は
、
ま
だ
四
十
歳

に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
こ
ろ
だ
が
、
大
き
く
三
部
に
分
か
れ
る
物
語
の
、
第
一
部
の
最
後
に
あ
た
る
「
藤
裏
葉
」
の
巻
に
お
い
て
、

光
源
氏
は
准
太
上
天
皇
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
以
後
、「
院
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
生
、
は
や
ば
や
と
「
生
き
急
ぐ
」
の
感
、
な
き
に



『源氏物語』における主人公の年齢と対応する巻々

第１部

光源氏 桐壺・箒木・空蟬・夕顔・若紫・末摘花・紅葉賀・花宴・
葵・賢木・花散里・須磨・明石・澪標・蓬生・関屋・絵合・
松風・薄雲・朝顔・少女・玉鬘・初音・胡蝶・蛍・常夏・篝
火・野分・行幸・藤袴・真木柱・梅枝・藤裏葉

0 歳～39 歳

第２部
光源氏

若菜上・若菜下・柏木・横笛・鈴虫・夕霧・御法・幻
39 歳～52 歳

第３部
薫 匂宮・紅梅・竹河・橋姫・椎本・総角・早蕨・宿木・東屋・

浮舟・蜻蛉・手習・夢浮橋14 歳～28 歳

図版③：『源氏物語』巻構成　 ＊太字は、当該論考の中で触れた巻名を示す。
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し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
そ
の
晩
年
（
と
い
っ
て
ま
だ
五
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
で

あ
る
）、「
幻
」
の
巻
が
語
ら
れ
て
の
ち
、
光
源
氏
は
嵯
峨
の
地
に
隠
棲
す
る
。
こ
の
嵯

峨
へ
の
隠
棲
に
関
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
兼
明
親
王
の
姿
が
重
ね
合
わ
せ
に
見
て

と
れ
る
（
図
版
③
参
照
）。

明
石
の
ト
ポ
ス

　

六
条
京
極
の
地
に
広
大
な
「
河
原
の
院
」
を
造
営
し
た
源

み
な
も
と
の

融と
お
るや

、
作
者
紫
式
部
が

仕
え
た
中
宮
彰
子
の
父
藤
原
道
長
な
ど
の
名
が
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
と
し
て
挙
が
っ
て

い
る
。
い
ま
ま
で
見
て
き
た
経
緯
か
ら
し
て
、
そ
う
し
た
モ
デ
ル
の
一
人
に
、
新
た
に

兼
明
親
王
の
名
を
加
え
て
お
か
し
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
作
中
に
も
実
際
に
、
そ

の
名
が
見
え
て
い
る
。

　

光
源
氏
が
須
磨
か
ら
明
石
の
地
へ
と
退
去
し
た
際
、
そ
の
源
氏
を
婿
に
迎
え
採
ろ
う

と
意
図
し
た
明
石
の
入
道
は
、「
明
石
」
の
巻
で
、
箏そ

う

の
奏
法
に
こ
と
よ
せ
自
分
の
娘

を
紹
介
す

（
33
（

る
。

な
に
が
し
、
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
四
代
に
な
ん
な
り
侍
り
ぬ
る
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を
、
か
う
つ
た
な
き
身
に
て
、
こ
の
世
の
こ
と
は
捨
て
忘
れ
侍
り
ぬ
る
を
、
物
の
切
に
い
ぶ
せ
き
を
り
を
り
は
搔
き
鳴
ら
し
侍

り
し
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
も
の
の
侍
る
こ
そ
、
自
然
に
か
の
先
大
王

0

0

0

の
御
手
に
通
ひ
て
侍
れ
（
こ
の
私
は
、
延
喜
の
帝
の
御

手
か
ら
箏
の
奏
法
を
弾
き
伝
え
ま
す
こ
と
四
代
に
あ
い
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
ふ
が
い
な
い
身
の
上
と
て
、
宮
廷
社
会
の

動
き
と
は
一
切
縁
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
気
分
の
こ
と
さ
ら
滅
入
る
折
に
は
、
と
き
お
り
か
き
鳴
ら
し
て

お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
ど
う
か
し
て
真
似
す
る
娘
が
お
り
ま
す
る
が
、
こ
れ
が
な
ん
と
、
お
の
ず
か
ら
先
大
王
の
御
手

筋
に
似
通
っ
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
）。

　
「
先
大
王
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
現
行
の
注
釈
書
の
多
く
が
延
喜
の
帝
（
醍
醐
天
皇
）
か
、
も
し
く
は
そ
の
皇
子
を
指
す
と
す
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
先
中
書
王
」
の
名
で
も
っ
て
呼
ば
れ
た
兼
明
親
王
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、

の
ち
の
「
松
風
」
の
巻
に
、
明
石
の
君
に
と
っ
て
は
母
方
の
曾
祖
父
に
当
た
る
人
物
の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る

か
ら

（
33
（

だ
。

む
か
し
、
母
君
の
御
お
ほ
じ
、
中
務
の
宮

0

0

0

0

と
聞
こ
え
け
る
が
領
じ
給
け
る
と
こ
ろ
、
大
堰
川
の
わ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
そ
の

御
の
ち
、
は
か
ば
か
し
う
あ
ひ
継
ぐ
人
も
な
く
て
、
年
ご
ろ
荒
れ
ま
ど
ふ
を
思
ひ
出
で
て
、
か
の
時
よ
り
伝
は
り
て
宿
守
の
や

う
に
て
あ
る
人
を
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
（
昔
、
明
石
の
君
の
母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
申
し
上
げ
た
方
の
領
有
し
て
お
ら
れ

た
所
が
、
嵯
峨
の
大
堰
川
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
ご
子
孫
で
ま
と
も
に
相
続
す
る
人
も
お
ら
ず
、
幾
年
来
ひ
ど
く

荒
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
を
父
入
道
は
思
い
出
し
て
、
中
務
宮
が
住
ま
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
か
ら
引
き
継
い
で
管
理
人
の
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よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
者
を
呼
び
寄
せ
、
明
石
の
君
が
上
京
し
た
折
の
宿
所
と
す
る
相
談
を
も
ち
か
け
る
）。

　

こ
の
「
中
務
の
宮
」
を
、
中
世
の
源
氏
注
釈
書
で
あ
る
『
河
海
抄
』
や
『
花
鳥
余
情
』
は
、
あ
や
ま
た
ず
兼
明
親
王
の
こ
と
だ
と

指
摘
す
る
。
兼
明
親
王
は
晩
年
、
ミ
ヤ
コ
の
西
北
郊
、
大
堰
川
の
ほ
と
り
に
山
荘
を
構
え
、
そ
の
地
に
隠
棲
し
た
。
そ
の
こ
と
を
踏

ま
え
、
こ
の
記
述
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
極
め
て
蓋
然
性
が
高
い
。

　

罪
を
許
さ
れ
て
、
明
石
の
地
か
ら
ミ
ヤ
コ
へ
と
帰
還
し
た
光
源
氏
は
、「
松
風
」
の
巻
に
お
い
て
、
本
邸
で
あ
る
「
二
条
院
」
の

隣
に
あ
ら
た
に
土
地
を
求
め
、「
二
条
東
院
」
の
造
営
に
着
手
す
る
。
そ
し
て
、
明
石
の
君
と
の
間
に
儲
け
た
姫
君
を
そ
こ
へ
と
迎

え
取
る
べ
く
、
明
石
の
君
の
上
京
を
促
す
。
本
邸
の
「
二
条
院
」
に
は
光
源
氏
最
愛
の
女
性
で
あ
っ
た
紫
の
上
が
住
ま
い
す
る
。
そ

れ
と
の
棲
み
分
け
を
考
慮
し
た
措
置
だ
け
で
な
い
。
み
ず
か
ら
の
血
を
引
く
幼
い
姫
君
を
、
ミ
ヤ
コ
か
ら
離
れ
た
僻
遠
の
地
に
、
こ

の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ
て
お
く
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
田
舎
育
ち
に
引
け
目
を
感
じ
る
明
石
の
君
は
、
ミ
ヤ
コ
の
ど
真
ん
中

の
一
等
地
に
造
ら
れ
た
そ
の
「
二
条
東
院
」
へ
と
、
す
ぐ
さ
ま
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。
ま
ず
は
ミ
ヤ
コ
か
ら
遠
く
離
れ
た
嵯
峨
の
大

堰
の
地
に
、
母
方
の
曾
祖
父
に
当
た
る
「
中
務
の
宮
」
の
旧
跡
を
求
め
、
そ
こ
を
と
り
あ
え
ず
の
「
住
ま
い
」
と
定
め
る
。

　

い
さ
さ
か
も
っ
て
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
、『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
設
定
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ミ
ヤ
コ
世
界
と
ヒ
ナ

と
の
二
項
対
立
に
お
い
て
、
明
石
の
地
は
ヒ
ナ
の
側
に
あ
っ
て
、
常
に
劣
位
の
位
置
づ
け
に
あ
る
。「
澪
標
」
の
巻
に
描
か
れ
た
住

吉
詣
の
際
の
出
会
い
（
と
い
う
か
出
会
い
ぞ
こ
な
い

0

0

0

0

）
で
、
そ
の
こ
と
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
た
明
石
の
君
で
あ
っ
た
。

な
ら
ば
こ
れ
は
、
ミ
ヤ
コ
世
界
を
体
現
す
る
光
源
氏
に
対
し
、
お
の
れ
の
矜
持
を
保
つ
べ
く
選
び
取
ら
れ
た
明
石
の
君
の
側
か
ら
の
、

さ
さ
や
か
な
抵
抗
な
の
だ
。
し
か
も
そ
の
際
に
、
母
方
の
曾
祖
父
と
し
て
、
兼
明
親
王
の
名
が
呼
び
だ
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た



【弾箏伝授】 
醍醐天皇    〇   〇   明石の入道 

明石の君 

醍醐天皇  兼明親王     明石の母尼 明石の姫君 

【皇統血縁】 
光源氏 

〇

図版④：明石君父方母方系譜
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い
（
図
版
④
参
照
）。

　

明
石
の
君
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
そ
の
父
方
の
系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
父
明
石
入
道
に
よ
る
箏

の
奏
法
を
通
じ
て
醍
醐
天
皇
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
母
方
の
血
筋
を
た
ど
れ
ば
、
曾
祖
父
の
兼
明

親
王
を
介
し
て
、
同
じ
く
醍
醐
天
皇
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
ミ
ヤ
コ
世
界
で
は
す
で
に
失
わ
れ
た
、

古
き
良
き
楽
の
音ね

の
文
化
伝
統
が
、
箏
の
奏
法
と
、
皇
統
に
つ
ら
な
る
血
脈
と
の
双
方
に
支
え

ら
れ
、
五
畿
内
を
は
ず
れ
た
僻
遠
の
地
と
で
も
い
う
べ
き
、
こ
こ
明
石
に
お
い
て
、
さ
さ
や
か

な
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
、
息
づ
い
て
い
る
と
の
見
立
て
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
証
拠
に
、「
明
石
」

の
巻
で
は
こ
ん
な
や
り
と
り
が
、
光
源
氏
と
父
明
石
入
道
と
の
間
で
な
さ
れ
て
い

（
33
（

た
。

嵯
峨
の
御
伝

0

0

0

0

0

へ
に
て
、
女
五
の
宮
（
＝
醍
醐
天
皇
皇
女
勤
子
内
親
王
）、
さ
る
世
の
中
の

上
手
に
物
し
給
へ
る
を
、
そ
の
御
筋
に
て
取
り
立
て
て
伝
ふ
る
人
な
し
。
す
べ
て
、
た
だ

い
ま
世
に
名
を
取
れ
る
人
々
、
か
き
な
で
の
心
や
り
ば
か
り
に
の
み
あ
る
を
、
こ
こ
（
＝

明
石
）
に
か
う
弾
き
こ
め
給
へ
り
け
る
、
い
と
け
う
と
か
り
け
る
事
か
な
（
嵯
峨
の
帝
の

ご
伝
授
に
よ
っ
て
、
女
五
の
宮
の
勤
子
内
親
王
が
そ
の
当
時
の
名
手
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
お
血
筋
の
中
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
そ
の
奏
法
を
伝
え
る
人
も
あ
り
ま
せ

ん
。
総
じ
て
た
だ
、
当
今
の
世
に
上
手
の
名
を
馳
せ
て
い
る
人
々
が
、
み
な
う
わ
す
べ
り

の
気
晴
ら
し
程
度
で
し
か
な
い
の
に
、
こ
ち
ら
で
は
こ
う
し
て
み
ご
と
な
奏
法
を
お
伝
え
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に
な
っ
て
お
ら
れ
る
と
は
、
た
い
そ
う
貴
重
な
こ
と
で
す
）。

　

こ
の
言
葉
を
受
け
、
明
石
入
道
の
奏
で
る
箏
の
音ね

は
、「
い
ま
の
世
に
聞
こ
え
ぬ
筋
弾
き
つ
け
て
、
手
づ
か
ら
い
と
い
た
う
唐
め

0

0

き0

、
ゆ
の
音
深
う
澄
ま
し
た
り
（
今
の
世
に
は
聞
く
こ
と
も
な
ら
ぬ
典
雅
な
奏
法
を
身
に
つ
け
て
い
て
、
手
さ
ば
き
も
た
い
そ
う
由

緒
正
し
く
本
格
的
で
、
揺ゆ

の
音
色
を
深
く
透
き
と
お
る
よ
う
に
弾
い
て
い
る
）」
と
、
光
源
氏
の
耳
を
通
し
て
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
以
上
の
よ
う
な
状
況
設
定
は
、
白
楽
天
の
『
琵
琶
行
（
琵
琶
引
と
も
）』
を
換
骨
奪
胎
す
る
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
広
州
司
馬
に
貶お

と

さ
れ
て
配
所
へ
と
向
か
う
船
中
で
、
か
つ
て
ミ
ヤ
コ
長
安
で
も
て
は
や
さ
れ
、
い
ま
は
年
老
い
、

落
ち
ぶ
れ
て
、
地
方
を
さ
す
ら
う
妓ぎ

女じ
ょ

（
女
芸
能
者
）
の
悲
し
げ
な
琵
琶

0

0

の
音ね

を
耳
に
し
、
そ
れ
と
自
己
の
境
遇
と
を
重
ね
合
わ
せ

て
、
白
楽
天
は
涙
す

（
3（
（

る
。
対
す
る
に
『
源
氏
物
語
』
で
明
石
入
道
は
、
琵
琶
法
師
よ
ろ
し
く
今
ま
で
弾
い
て
い
た
琵
琶
の
こ
と

0

0

を
、

箏
の
こ
と

0

0

に
持
ち
替
え
（
こ
と

0

0

は
当
時
の
弦
楽
器
の
総
称
で
あ
る
）、
光
源
氏
の
前
で
弾
奏
す
る
。
こ
こ
明
石
の
地
は
、
光
源
氏
に

と
っ
て
「
配
所
」
で
も
あ
っ
た
。

　

摂
津
の
国
の
須
磨
は
ま
だ
畿
内
だ
が
、
播
磨
の
国
の
明
石
は
山
陽
道
に
属
し
、
律
令
官
人
が
許
可
な
く
そ
こ
へ
と
越
境
す
る
の
は

法
的
に
許
さ
れ
な
い
。
光
源
氏
は
こ
の
と
き
無
位
無
官
だ
か
ら
よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
明
石
つ
な
が
り
で
、
罪
な
き
あ
か
し

0

0

0

を
得
る
と
の
語
呂
合
わ
せ
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
と
ほ
ど
左
様
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
も
白
楽
天
の
影
響
は
甚
大
な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
あ
ら
た
に
嵯
峨
天
皇
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。
醍
醐
天
皇
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
さ
ら
に
系

譜
を
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
明
石
の
地
に
か
ろ
う
じ
て
伝
え
ら
れ
た
箏
の
奏
法
の
、
嵯
峨
天
皇
に
起
源
す
る
〈
正
統
〉
の
流
れ
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が
、
物
語
の
な
か
で
誇
ら
し
げ
に
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
入
道
か
ら
奏
法
伝
授
を
受
け
た
明
石
の
君
が
そ
の
唯
一
の
後

継
者
と
し
て
お
り
、
娘
の
明
石
姫
君
（
の
ち
の
明
石
中
宮
）
が
、
や
が
て
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
。

嵯
峨
の
ト
ポ
ス

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
明
石
の
地
は
、
白
楽
天
の
『
琵
琶
行
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
兼
明
親
王
と
骨
が
ら
み
で
、
意
図
的
な
設
定

が
さ
れ
て
い
た
。
で
は
親
王
と
明
石
と
は
、
ど
こ
で
ど
う
結
び
つ
く
の
か
。

　

流
謫
の
地
と
さ
れ
る
須
磨
の
地
で
在
原
行
平
が
詠
ん
だ
、「
わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
答

へ
よ
」（『
古
今
集
』
雑
下
）
の
歌
を
踏
ま
え
て
「
須
磨
」
の
巻
の
構
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
に
兼

明
親
王
も
、
か
つ
て
地
方
官
（
播
磨
権
守
）
と
し
て
現
地
に
赴
い
た
こ
と
が
、『
和
漢
兼
作
集
』
に
採
ら
れ
た
親
王
の
歌
、「
を
ぐ
ら

山
か
く
れ
な
き
代
の
月
か
げ
に
あ
か
し
の
浜

0

0

0

0

0

を
思
ひ
こ
そ
や
れ
（
小
倉
山
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
明
る
く
輝
き
わ
た
る
月
の
よ
う
な
優

れ
た
帝
王
の
代
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
、
む
か
し
暮
ら
し
た
明
石
の
浜
を
思
い
出
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
）」
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
れ

へ
の
応
答
責
任
を
果
た
す
か
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
「
松
風
」
の
巻
で
は
、
大
堰
の
山
荘
へ
と
移
り
住
ん
だ
明
石
の
君
と
そ

の
母
の
感
慨
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
な

（
33
（

る
。

家
の
さ
ま
も
お
も
し
ろ
う
て
、
年
ご
ろ
経
つ
る
海
づ
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
ぼ
え
た
れ
ば
、
所
か
へ
た
る
心
ち
も
せ
ず
、
む
か
し
の
こ
と
思
ひ

出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
多
か
り
（
大
堰
の
山
荘
の
構
え
も
風
情
が
あ
り
、
長
年
過
ご
し
て
き
た
明
石
の
海
辺
に
似
て
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い
る
の
で
、
住
処
の
変
わ
っ
た
よ
う
な
感
じ
も
し
な
い
。
中
務
宮
の
住
ま
わ
れ
て
い
た
当
時
が
思
い
出
さ
れ
て
、
し
み
じ
み
と

し
た
思
い
を
そ
そ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）。

　

嵯
峨
野
の
一
角
、
小
倉
山
の
ふ
も
と
に
設
け
ら
れ
た
山
荘
か
ら
、
は
る
ば
る
眺
め
や
る
大
堰
川
の
広
々
と
し
た
流
れ
に
、
向
か
い

に
淡
路
島
を
へ
だ
て
て
激
し
く
逆
ま
く
明
石
海
峡
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
見
る
、
双
方
の
言
葉
遣
い
の
共
鳴
関
係
に
注
意
し
た
い
。　　

　

兼
明
親
王
が
大
堰
の
こ
の
地
に
念
願
の
山
荘
を
設
け
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
書
か
れ
た
時
期
よ
り
三
十
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る

天
延
三
年
（
975
）
の
こ
と
。
と
き
に
親
王
六
十
二
歳
。
そ
の
際
の
手
放
し
の
喜
び
よ
う
が
、
無
邪
気
と
も
い
う
べ
き
筆
致
で
、

『
祭か

め
や
ま
の
か
み
を
ま
つ
る
ふ
み

亀
山
神
文
』
に
述
べ
ら
れ

（
33
（

る
。「
昔
弐じ

師し
し

将や
う

軍ぐ
ん

（
＝
李
広
利
の
故
事
を
い
う
）
佩は

い

刀た
う

を
抜
い
て
山
を
刺
し
し
か
ば
、
飛ひ

泉せ
ん

湧わ

き
出
で
、
戊ぼ

己き

校か
う

尉ゐ

（
＝
耿
恭
の
故
事
を
い
う
）
衣い

く

冠わ
ん

を
正
し
く
し
て
井ゐ

を
拝は

い

せ
し
か
ば
、
奔ほ

ん

流り
う

激げ
き

射し
や

す
（
33
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の

趣
旨
は
、
山
荘
へ
と
水
を
引
く
鑓
水
の
し
つ
ら
え
（
先
に
も
見
た
よ
う
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
に
は
「
池
」
の
し
つ
ら
え
が
欠
か

せ
な
い
か
ら
だ
）
を
造
作
す
る
上
で
、
大
地
に
人
為
的
な
手
を
加
え
る
こ
と
へ
の
許
し
を
、
亀
山
の
土
地
神
に
請
う
と
い
う
も
の
。

言
っ
て
み
れ
ば
地
鎮
祭
の
と
き
読
み
上
げ
る
祝の

り
と詞

み
た
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
が
こ
の
文
章
で
注
目
す
べ
き
は
、「
兼
明
、
年
齢
衰す

い

老ら
う

し
て
、
漸や

う
やく

休き
う

閑か
ん

せ
ん
と
欲お

も

ふ
。
爰こ

こ

に
先せ

ん

祖ぞ
せ

聖い
く

皇わ
う

の
嵯
峨

0

0

の
墟き

よ

を
尋た

づ

ね
、
地
を
栖せ

い

霞か

観か
わ
んに

請こ

ひ
、
こ
の
霊れ

い

山ざ
ん

（
＝
亀
山
を
い
う
）
の

麓ふ
も
とを

占し

む
」
と
の
文
言
の
あ
る
こ
と
だ
。
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
は
福
原
遷
都
に
つ
い
て
触
れ
た
文
脈
で
、「
此
の
京
の
は
じ
め
を

聞
け
る
事
は
、
嵯
峨
の
天
皇

0

0

0

0

0

の
御
時
、
都
と
定
ま
り
け
る
よ
り
の
ち
、
す
で
に
四
百
余
歳
を
経
た
り
（
平
安
京
の
始
ま
り
は
、
嵯
峨

天
皇
の
ご
治
世
に
こ
こ
が
ミ
ヤ
コ
と
定
め
ら
れ
て
よ
り
の
こ
と
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
四
百
年
あ
ま
り
を
経
て
い

る
）」
と
記
す
。
当
時
一
般
の
認
識
と
し
て
、
平
安
京
の
創
始
者
は
桓
武
天
皇
で
は
な
く
、
嵯
峨
天
皇
だ
っ
た
。
そ
の
嵯
峨
天
皇
が
、
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退
位
後
に
隠
居
所
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
ミ
ヤ
コ
の
西
北
、
乾
（
戌
亥
）
の
方
角
に
位
置
す
る
、
こ
こ
嵯
峨
の
地
だ
っ
た
（
図
版
⑤

参
照
）。

　

周
易
八
卦
で
は
、
乾け

ん

（
戌
亥
）
は
、〈
地
〉
の
方
角
に
あ
た
る
坤こ

ん

（
未
申
）
と
対
峙
し
て
、〈
天
〉
の
方
角
に
あ
た
る
。「
嵯
峨
」

と
は
そ
も
そ
も
険
し
い
山
の
形
容
で
、
実
際
に
も
「
嵯
峨
山
」
と
名
付
け
ら
れ
た
山
が
中
国
陝
西
省
に
あ
る
。
そ
れ
に
ち
な
ん
で
、

天
空
に
よ
り
近
い
神
仙
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
、
い
か
に
も
ら
し
い
中
国
風
の
地
名
な
の
だ
（
図
版
⑥
参
照
）。
ミ

ヤ
コ
か
ら
見
て
〈
天
〉
の
方
角
に
当
た
る
こ
の
嵯
峨
の
地
に
、
嵯
峨
天
皇
の
陵
墓
は
定
め
ら
れ
た
。
天
皇
の
諡
号
も
そ
れ
に
由
来
す

る
。
自
ら
の
創
始
し
た
平
安
京
を
、
神
仙
世
界
の
は
る
か
の
高
み
か
ら
見
守
る
守
護
神
た
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
平
安
末
期
の
漢

学
者
大お

お

江え
の

匡ま
さ

房ふ
さ

の
編
纂
に
な
る
『
本
朝
神
仙
伝
』
は
、
神
仙
世
界
へ
と
転
生
を
果
た
し
た
本
朝
の
人
々
の
伝
を
集
め
た
も
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
嵯
峨
天
皇
の
伝
は
そ
こ
に
な
い
。
代
わ
り
に
「
河
原
院
大
臣
の
侍

さ
ぶ
ら
ひ」

の
伝
が
あ
る
。
父
の
意
向
を
受
け
、
左
大
臣
源
融

も
ま
た
神
仙
世
界
の
住
人
た
ら
ん
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
地
に
晩
年
「
栖
霞
観
」
を
営
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
先
蹤
を
た
ぶ

ん
に
意
識
し
て
か
、『
祭
亀
山
神
文
』
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
兼
明
親
王
も
ま
た
、
こ
の
地
に
山
荘
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

　

だ
が
、
そ
の
文
言
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
の
は
手
放
し
の
喜
び
ば
か
り
で
、
こ
の
地
が
抱
え
持
つ
あ
る
種
の
〈
翳
り
〉
に
、
な
ん

ら
頓
着
す
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
無
邪
気
に
、
明
る
い
の
だ
。
嵯
峨
の
地
が
抱
え
持
つ
〈
翳
り
〉
と
は
、
で
は
い
っ
た
い

何
で
あ
る
か
。「
嵯
峨
太
上
天
皇
遺い

し

詔ょ
う

」
な
る
文
章
が
、『
類
聚
国
史
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
十
五
日
条
に
収
め
ら
れ
て
い
て
、

そ
こ
に
こ
ん
な
文
言
が
見
え

（
33
（

る
。

故ゆ
ゑ

に
万
機
の
務つ

と
めを

以
て
、
賢
明
（
＝
淳
和
帝
）
に
委
ぬ
。
一
林
の
風
、
素

も
と
よ
り

心こ
こ
ろ

愛
す
る
と
こ
ろ
。
位

く
ら
ゐ

無
く
号

な
づ
け

無
く
、
山
水
に
詣

い
た
り
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て
逍ぶ

ら

遥つ
き

、
事こ

と

無
く
為な

す

無
く
、
琴こ

と

と
書ふ

み

と
を
玩

も
て
あ
そ
びて
以
て
澹か

ざ

泊ら
ざ

る
こ
と
を
思お

も

ひ
欲ね

が

ふ
。

　

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
十
月
、
異
母
弟
で
同
い
年
の
淳
和
天
皇
に
譲
位
し
て
、
嵯
峨
天
皇
は
太
上
天
皇
の
尊
号
を
与
え
ら
れ
る
。

死
に
臨
ん
で
そ
の
折
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
の
、
こ
れ
は
「
遺
詔
」
の
一
節
な
の
だ
。
だ
が
譲
位
後
も
長
ら
く
皇
室
の
家
長
と
し
て

宮
廷
社
会
に
君
臨
し
つ
づ
け
、
そ
れ
が
災
い
し
て
嵯
峨
の
死
と
と
も
に
、
た
ち
ま
ち
「
承
和
の
変
」（
八
四
二
）
が
出
来
す
る
。
台

頭
著
し
い
藤
原
氏
に
対
抗
し
、
宮
廷
社
会
を
二
分
し
て
い
た
大
伴
氏
や
橘
氏
な
ど
の
旧
勢
力
が
、
こ
の
政
変
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
見
越
し
て
で
あ
ろ
う
、
ミ
ヤ
コ
の
政
局
か
ら
一
切
手
を
引
き
、
山
深
い
僻
遠
の
地
に
身

を
隠
し
て
、
孤
独
の
内
に
詩
歌
管
弦
の
遊
び
に
徹
す
る
暮
ら
し
を
望
み
な
が
ら
、
譲
位
し
て
の
ち
も
そ
れ
を
な
し
え
な
か
っ
た
自
己

の
ふ
が
い
な
さ
を
、
一
触
即
発
の
緊
迫
し
た
政
治
情
勢
の
も
と
、
深
く
憂
慮
す
る

と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
と
は
何
者
か
？

　

な
ん
と
も
奇
態
な
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
伝
承
が
、
こ
こ
か
ら
発
す

（
33
（

る
。
謎
の
人

物
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
に
つ
い
て
、
大
江
匡
房
の
談
話
集
『
江
談
抄
』
に
は
、
二

箇
所
に
記
事
が
見
え
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
目
の
巻
五
の
六
四
話
「
広ひ

ろ

相み

左
衛
門
尉
に

任
ぜ
ら
れ
、
是こ

れ

善よ
し

卿
許
さ
れ
ざ
る
事
」
と
六
五
話
「
隠
君
子
の
事
」
と
題
さ
れ
た
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一
連
の
話
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

（
32
（

だ
。

　

ま
た
云い

は
く
、「
広ひ

ろ

相み

左さ

衛ゑ
も

門ん
の

尉じ
よ
うに
任
ぜ
ら
る
。
是こ

れ

善よ
し

卿
こ
の
事
を
許ゆ

る

さ
れ
ず
と
云し

か

々じ
か

。
菅か

ん

家け

（
＝
菅
原
道
真
の
こ
と
）
献け

ん

策さ
く

の
時
、
省し

や
う（
＝
式
部
省
の
こ
と
）
の
門
に
来
た
る
。
か
の
時
、
強あ

な
がち
に
小せ

う

屋お
く

に
籠こ

も

ら
ず
、
た
だ
省
の
門
を
徘
徊
す
。
広ひ

ろ

相み

、

毛け

沓ぐ
つ

を
着は

き
て
こ
の
処と

こ
ろに
到い

た

り
、
徴ち

よ

事う
じ

（
＝
試
験
問
題
の
こ
と
）
の
処

と
こ
ろ

々ど
こ
ろを
相あ

ひ

共と
も

に
披ひ

ら

き
て
勘か

ん
がふ
る
に
、
一い

ち

事じ

通つ
う

ぜ
ざ
る
有
り
。

広ひ
ろ

相み

、
馬
を
策む

ち
うち
て
嵯
峨
の
隠
君
子

0

0

0

0

0

0

の
許も

と

に
到い

た

り
て
問と

へ
り
」
と
云
々
。

　

問
ひ
て
云い

は
く
、「
隠
君
子

0

0

0

の
名
は
い
か
ん
」
と
。

　

答こ
た

へ
ら
れ
て
云い

は
く
、「
淳じ

ゆ
んか
」
と
。
字じ

談か
た

ら
れ
ず
。
本ほ

ん

を
見
る
べ
し
。
嵯
峨
源
氏
の
類た

ぐ
いか
。〈
下
略
：
以
下
話
題
は
当
時
の

漢
学
者
の
優
劣
比
較
の
話
に
移
る
〉

　
『
江
談
抄
』
は
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
平
安
末
期
の
院
政
期
、
権
中
納
言
の
公
卿
の
地
位
に
ま
で
昇
っ
た
大お

お

江え
の

匡ま
さ

房ふ
さ

晩
年
の
談
話

を
、
弟
子
の
藤
原
実さ

ね

兼か
ぬ

が
問
答
体
形
式
で
筆
録
し
た
も
の
で
、
漢
学
者
の
逸
話
を
多
く
伝
え
る
。
文
中
に
見
え
る
「
是こ

れ

善よ
し

卿
」
は
、

菅
原
道
真
の
父
是
善
（
極
官
は
従
三
位
参
議
刑
部
卿
）
の
こ
と
で
、
橘

た
ち
ば
な

広の
ひ

相ろ
み

は
そ
の
弟
子
に
当
た
る
。
漢
学
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、

弟
子
の
広
相
が
武
官
の
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
こ
と
を
、
師
の
是
善
は
不
服
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
が
幸
い
し
て
、
子
息

道
真
が
「
対
策
」
の
試
験
（
そ
の
と
き
の
出
題
者
は
是
善
の
ラ
イ
バ
ル
都

み
や
こ
の

良よ
し

香か

だ
っ
た
）
の
答
案
作
成
に
窮
し
た
際
、「
嵯
峨
の
隠

君
子
」
に
助
言
を
乞
う
た
め
嵯
峨
ま
で
馬
を
飛
ば
し
、
広
相
が
一
役
買
っ
た
と
い
う
話
だ
。

　
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
者
か
、
そ
の
名
を
教
え
て
欲
し
い
と
の
実
兼
の
問
い
に
、
匡
房
は
「
た
し
か
淳じ

ゅ
んだ

っ
た
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か
」
と
答
え
る
。
中
国
か
ぶ
れ
の
嵯
峨
天
皇
は
、
自
分
の
子
息
す
べ
て
に
中
国
風
の
一
字
名
を
名
乗
ら
せ
た
。
そ
の
嵯
峨
の
五
十
人

に
お
よ
ぶ
皇
子
・
皇
女
の
な
か
に
、「
淳じ

ゅ
ん（

あ
つ
し
、
き
よ
し
、
た
だ
し
、
ま
こ
と
等
の
多
様
な
訓よ

み

が
考
え
ら
れ
る
）」
を
名
乗
る
人

物
が
、
確
か
に
い
る
。
こ
の
「
淳
」
な
る
人
物
、
親
王
の
列
に
加
え
ら
れ
る
で
も
な
く
、
臣
籍
降
下
し
て
源
氏
の
姓
を
名
乗
る
の
で

も
な
く
、「
王
」
と
い
う
中
途
半
端
な
地
位
に
、
終
生
と
ど
ま
っ
た
。

　

こ
の
「
淳
王
」、
先
の
道
真
の
逸
話
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
漢
学
の
素
養
に
す
ぐ
れ
、
白
楽
天
と
親
し
か
っ
た
中
国
の
詩
人
元げ

ん

稹じ
ん

と
、
時
空
を
超
え
て
交
友
関
係
を
取
り
結
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
『
江
談
抄
』
巻
四
の
五
十
八
話
に
は
、『
和

漢
朗
詠
集
』（
編
者
は
藤
原
公き

ん

任と
う

）
の
「
菊
」
題
に
採
ら
れ
て
当
時
の
平
安
人
士
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
元
稹
の
句
、「
こ
れ
花
の
中
に

偏ひ
と
へに
菊
を
愛
す
る
に
は
あ
ら
ず
、
こ
の
花
開ひ

ら

き
て
後0

、
更
に
花
の
な
け
れ
ば
な
り
」
に
お
け
る
用
字
の
誤
り
を
、
霊
媒
（
憑
り
ま

し
）
を
介
し
て
で
は
あ
る
が
、
元
稹
み
ず
か
ら
糾
し
た
と
の
話
が
採
ら
れ
て
い

（
33
（

る
。

　

隠
君
子
、
琴き

ん

を
鼓ひ

く
時
、
元げ

ん

稹じ
ん

の
、
霊よ

り

人ま
し

に
託つ

き
て
称い

ひ
て
曰い

は
く
、「
件く

だ
んの
詩
、「
開

ひ
ら
き

尽つ
く
す」
な
り
。「
後の

ち

」
の
字じ

、
し
か
る

べ
か
ら
ず
」
と
。

　

あ
る
い
は
謂い

は
く
、「
嵯
峨
の
隠
君
子
、
こ
の
詩
を
吟ぎ

ん

じ
琴き

ん

を
弾ひ

く
に
、
天
よ
り
糸
の
ご
と
き
も
の
下く

だ

り
来き

た

り
て
云い

は
く
、

「
我
自み

ず
から

こ
の
句
の
貴た

ふ
とき

を
愛
す
」
と
。
そ
の
霊れ

い

、
宿

し
ゆ
く

執し
ゆ
う

有
る
に
依よ

り
、
琴き

ん

を
聞
き
て
そ
の
感か

ん

に
堪た

へ
ず
」
と
。

　

天
よ
り
下
っ
て
き
た
「
糸
の
ご
と
き
も
の
」
は
、
お
そ
ら
く
サ
サ
ガ
ニ
（
蜘
蛛
）
で
あ
ろ

（
33
（

う
。「
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
」
よ
ろ
し
く
、

蜘
蛛
は
古
来
よ
り
、
神
仙
世
界
と
交
信
す
る
媒
介
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
、
当
時
と
し
て
は
希
少
価
値
と
さ
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れ
た
「
琴き

ん

」
の
弾
奏
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
奇
瑞
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

　

先
に
見
た
光
源
氏
と
明
石
入
道
と
の
箏
の
奏
法
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
の
き
っ
か
け
は
、
無
聊
を
か
こ
つ
光
源
氏
が
、
ミ
ヤ
コ
よ
り

携
え
た
琴き

ん

の
こ
と

0

0

を
奏
で
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、
中
国
伝
来
の
「
七
絃
琴
」
の
奏
法
に
秀
で
て
い
た
こ
と

が
、
隠
君
子
の
属
性
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
七
絃
琴
を
含
め
た
器
楽
の
、
日
本
で
の
文
化
的
受
容
に
つ
い
て
は
、
上
原
作
和
『
光

源
氏
物
語
學
藝
史
―
右
書
左
琴
の
思
想
』
や
、
西
本
香
子
『
古
代
日
本
の
王
権
と
音
楽
』
な
ど
に
詳
し
い
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、

こ
の
七
絃
琴
の
奏
法
を
伝
え
る
名
手
と
し
て
、
主
人
公
光
源
氏
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
皇
族
の
籍
を
抜
か
れ
、
臣
籍
に
降
下
し

た
光
源
氏
の
、
そ
の
皇
統
と
し
て
の
〈
正
統
性
〉
を
、
器
楽
の
奏
法
を
通
し
て
遠
回
し
に
保
証
す
る
設
定
と
も
な
っ
て
い
る
。「
琴き

ん

」

の
奏
法
を
介
し
た
「
嵯
峨
」
の
地
と
の
結
び
付
け
が
、
こ
こ
に
も
見
て
取
れ
る
の

（
33
（

だ
。

　
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
、
奇
妙
な
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
る
。
平
安
末
期
の
院
政
期
、
宮
廷
社
会
の
人
々

の
動
き
を
跡
づ
け
た
歴
史
物
語
の
『
今
鏡
』（
先
の
『
江
談
抄
』
よ
り
さ
ら
に
六
十
年
ほ
ど
後
の
成
立
）
は
、
そ
の
「
志
賀
の
み
そ

ぎ
」
の
章
に
お
い
て
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
眼
が
あ
か
ず
、
し
か
も
病
弱
で
、
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
鳥
羽
天
皇
の
第
二
皇
子
の
こ

と
に
言
及
す
る
。
生
母
は
、
白
河
上
皇
の
秘
蔵
っ
子
で
あ
っ
た
待た

い

賢け
ん

門も
ん

院い
ん

璋た
ま

子こ

。（
3（
（

つ
い
で
生
ま
れ
た
第
三
皇
子
も
ま
た
、
全
身
が
な

よ
な
よ
と
し
て
足
腰
立
た
ず
（
そ
れ
ゆ
え
な
よ
君

0

0

0

と
呼
ば
れ
た
）、
口
も
利き

け
ぬ
ま
ま
十
六
歳
ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
、
最
期
は
出

家
の
体
裁
を
と
と
の
え
て
亡
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
夭
折
の
皇
子
た
ち
の
先
行
事
例
と
し
て
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
の
名
を
挙
げ
、『
今

鏡
』
は
次
の
よ
う
に
記

（
33
（

す
。

嵯
峨
の
帝
の
御み

子こ

に
、
隠
君
子

0

0

0

と
申
し
け
る
御み

子こ

は
、
御お

ん

み
身み

に
い
か
な
る
こ
と
の
お
は
し
け
る
と
か
や
、
さ
て
嵯
峨
に
籠こ

も

り
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居ゐ

給た
ま

ひ
て
、
引
き
も
の
の
う
ち
に
垂た

れ
籠こ

め
て
、
人
に
も
見
え
給
は
で
、
童わ

ら
はに
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
こ
の
こ
ろ
な
ら
ば
、
法
師

に
ぞ
な
り
給
は
ま
し
。
昔
は
か
く
ぞ
お
は
し
け
る
。
心
も
さ
と
く
、
い
と
ま
お
は
す
る
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
の
文ふ

み

を
披ひ

ら

き
見
給
ひ

け
れ
ば
、
身
の
御お

ん

才ざ
へ

、
人
に
す
ぐ
れ
給
ひ
て
お
は
し
け
る
に
、
や
ん
ご
と
な
き
博は

か

士せ

の
道
を
（
菅
原
道
真
が
）
と
げ
給
ひ
け
る

時
〈
下
略
：
先
に
見
た
『
江
談
抄
』
巻
五
の
六
十
四
の
逸
話
が
以
下
に
続
く
〉。

（
嵯
峨
天
皇
の
御
子
で
、
隠
君
子
と
申
し
あ
げ
た
御
子
は
、
お
体
に
障
害
が
お
あ
り
に
な
ら
れ
た
と
か
。
そ
こ
で
嵯
峨
に
籠
居

な
さ
っ
て
、
帳と

ば
りな

ど
の
中
に
と
じ
こ
も
っ
て
、
人
に
も
お
逢
い
な
さ
ら
な
い
で
、
元
服
も
し
な
い
ま
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
も
し
今
の
世
な
ら
ば
、
法
師
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
昔
は
こ
の
よ
う
に
隠
棲
な
さ
い
ま
し
た
。
聡
明
で
、
自
由
な
時
間

が
あ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
万
巻
の
書
物
を
お
読
み
な
さ
っ
た
の
で
、
御
学
才
も
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
た
め
、
菅

原
道
真
が
か
つ
て
、
な
み
な
み
で
な
い
す
ぐ
れ
た
博
士
と
な
る
た
め
の
方
略
試
を
受
験
さ
れ
た
と
き
：
下
略
）。

　

こ
の
記
事
に
は
混
同
が
み
ら
れ
、
そ
の
名
の
由
来
を
父
嵯
峨
天
皇
の
人
名

0

0

に
求
め
る
か
、
隠
棲
し
た
場
所
と
し
て
の
地
名

0

0

に
求
め

る
か
で
、
ど
う
や
ら
人
物
が
ふ
た
と
お
り
に
考
え
ら
れ
る
。
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
の
「
淳
王
」
と
は
別
に
、
醍
醐
天
皇
の
子
と
し
て

『
本ほ

ん

朝ち
ょ
う

皇こ
う

胤い
ん

紹し
ょ

運う
う

録ん
ろ
く』

に
名
の
挙
が
る
親
王
十
六
人
、
内
親
王
十
六
人
、
賜
姓
源
氏
六
人
（
そ
の
内
に
高
明
や
兼
明
の
名
も
見
え

る
）
の
総
計
三
十
八
名
の
系
図
の
そ
の
端
に
、
三
十
九
番
目
の
子
と
し
て
「
童
子
」
と
だ
け
あ
る
人
物
が
そ
れ
だ
。
ど
う
し
た
わ
け

か
名
前
す
ら
記
さ
れ
ず
、
手
が
か
り
は
傍
ら
に
「
号な

づ

け
て
嵯
峨
の
隠
君
と
云い

ふ
。
白は

く

髪は
つ

に
し
て
童だ

う

形ぎ
や
うと

云し
か

々じ
か

」
と
注
記
さ
れ
る
、
た

だ
そ
れ
だ
け
だ
（
図
版
⑦
参
照
）。

　
「
白
髪
に
し
て
童
形
」
と
い
う
、
語
義
矛
盾
も
は
な
は
だ
し
い
そ
の
記
述
は
、
元
服
加
冠
の
式
（
成
人
儀
礼
）
を
行
わ
ず
、
童わ

ら

名わ
な



図版⑦：『本朝皇胤紹運録』（群書類従）に見える「童子」
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の
ま
ま
年
老
い
て
、
髪
の
毛
が
白
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
ら
し
い
。「
こ
の
こ
ろ
な
ら
ば
、
法
師
に
ぞ
な
り
給
は
ま
し
」

と
『
今
鏡
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
隠
棲
と
い
え
ば
、
た
い
て
い
は
仏

教
の
そ
れ
を
思
い
浮
か
べ
る
。
だ
が
中
国
文
化
の
影
響
色
濃
い
平
安

の
前
期
で
は
、
儒
教
思
想
に
も
と
づ
く
閑
適
の
生
活
や
、
道
教
思
想

に
も
と
づ
く
隠
逸
の
暮
ら
し
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
と
ば
り
の
内
に
身
を
隠
し
、
お
か
っ
ぱ
頭
の
童

子
姿
の
ま
ま
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
て
学
問
と
音
楽
の
内
に
孤
独

の
寂
し
さ
を
ま
ぎ
ら
す
生
活
と
は
、
い
っ
た
い
、
い
か
よ
う
の
も
の

で
あ
っ
た
か
。「
御
み
身
に
い
か
な
る
こ
と
の
お
は
し
け
る
と
か
や
」

と
の
『
今
鏡
』
の
、
お
ぼ
め
か
し
た
言
い
回
し
か
ら
は
、
何
か
し
ら
身

体
的
な
障
害
を
か
か
え
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
人
々
か
ら
忌
み
嫌
わ

れ
た
例
の
や
ま
い

0

0

0

に
罹
患
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
も
読
め
て
し
ま
う
。

流
謫
の
地
と
し
て
の
嵯
峨

　

先
に
も
見
た
よ
う
に
ミ
ヤ
コ
の
乾
（
戌
亥
）
に
位
置
す
る
「
嵯



図版⑧：住吉弘尚筆『酒吞童子絵巻』（根津美術館蔵）
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峨
」
の
地
は
、
周
易
八
卦
で
い
う
〈
天
〉
の
方
角
に
あ
た
り
、
天
空
に
よ
り
近

い
神
仙
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
嵯
峨
天
皇
は
、

み
ず
か
ら
の
隠
居
所
を
こ
の
地
に
求
め
た
。
今
の
大
覚
寺
が
そ
の
場
所
で
、
陵

墓
も
裏
手
の
山
上
に
定
め
ら
れ
た
。
父
祖
伝
来
の
聖
地
と
な
っ
た
こ
の
地
に
、

「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
も
ま
た
隠
れ
棲
ん
だ
。
だ
が
そ
こ
は
、
人
目
を
避
け
て
そ

の
身
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
に
か
し
ら
後
ろ
め
た
い
〈
翳
り
〉
を
宿
す
場

所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
も
し
か
し
て
、
ミ
ヤ
コ
の
西
北
郊
、
大
江
山
（
＝
老
い

の
坂
峠
）
に
巣
く
う
妖
怪
と
し
て
人
々
に
恐
れ
ら
れ
た
、
あ
の
「
酒
顚
童
子
」

説
話
の
原
型
を
、
こ
の
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
の
姿
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な

（
33
（

い
（
図
版
⑧
参
照
）。

　

だ
が
こ
と
の
解
明
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
兼
明
親
王
が
隠
居
所
と

し
て
嵯
峨
野
の
一
角
大
堰
の
地
を
選
ん
だ
の
も
、
父
祖
伝
来
の
聖
地
と
し
て
、

嵯
峨
の
地
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
起
草
さ
れ
た

『
祭
亀
山
神
文
』
か
ら
は
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
手
放
し
の
喜
び
よ

う
し
か
伝
わ
っ
て
こ
ず
、〈
翳
り
〉
の
片
鱗
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ミ
ヤ
コ
の
中
で
も
と
び
き
り
の
一
等
地
、
三
条
坊
門
南
、

大
宮
東
に
、
南
北
二
町
を
占
め
た
広
大
な
「
御み

子こ
ひ

左だ
り

邸
」（
そ
の
邸
宅
名
称
は
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左
大
臣
に
ま
で
至
っ
た
皇
子
に
由
来
す
る
）
の
邸
内
に
、「
市
井
の
隠
」
を
気
取
っ
て
「
池
亭
」
を
設
け
、
そ
の
際
に
親
王
が
起
草

し
た
『
池
亭
記
』
の
文
章
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
的
空
間
に
い
ま
だ
自
足
し
て
、
ミ
ヤ
コ
の
都
市
空
間
と
か
か
わ
る
明
確

な
批
評
意
識
を
、
そ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
先
蹤
と
仰
い
だ
白
楽
天
の
、
奥
深
い
山
中
へ
の
隠
棲
を
「
小
隠
」、

市
中
の
そ
れ
を
「
大
隠
」
と
す
る
の
に
対
し
、
郊
外
地
へ
の
「
中
隠
」
を
最
も
よ
し
と
す
る
思

（
33
（

想
、
就
中
そ
の
発
想
の
原
拠
と
な
っ

た
『
草
堂
記
』
が
、
江
州
（
江
西
省
）
司
馬
に
左
遷
さ
れ
、
ミ
ヤ
コ
長
安
の
中
央
政
界
か
ら
遠
く
隔
て
ら
れ
た
疎
外
の
意
識
を
梃
子

に
、
不
遇
の
内
に
「
草
堂
」
を
営
ん
だ
経
緯
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
し
て
、
そ
の
能
天
気
ぶ
り
が
一
層
際
立
つ
。

　

だ
が
、
嵯
峨
に
山
荘
を
営
ん
だ
二
年
後
、
親
王
は
左
大
臣
に
ま
で
至
っ
た
公
卿
の
地
位
を
剝
奪
さ
れ
、
皇
籍
復
帰
を
迫
ら
れ
て
、

中
務
卿
の
閑
職
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
。
事
実
上
の
左
遷
で
あ
る
。
こ
の
と
き
よ
う
や
く
、『
草
堂
記
』
の
文
言
に
込
め
ら
れ
た
白
楽

天
の
鬱
屈
し
た
思
い
が
、
加
え
て
嵯
峨
の
地
に
揺
曳
す
る
「
嵯
峨
の
隠
君
子
」
の
、
そ
の
〈
翳
り
〉
を
帯
び
た
生
活
の
あ
り
よ
う
が
、

身
を
も
っ
て
実
感
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

か
く
し
て
代
表
作
『
菟
裘
賦
』
が
書
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
あ
か
ら
さ
ま
な
政
権
批
判
は
、
ミ
ヤ
コ
か
ら
離

れ
た
西
北
郊
、
易
で
い
う
〈
天
〉
の
方
角
に
位
置
す
る
嵯
峨
の
地
に
、
嵯
峨
天
皇
以
来
累
積
さ
れ
て
き
た
文
化
伝
統
ゆ
え
、
は
じ
め

て
可
能
と
な
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
書
き
だ
さ
れ

（
33
（

る
。

余わ
れ

、
亀
山
の
下
に
、
聊い

さ
さか

幽
居
を
卜ぼ

く

し
て
、
官
を
辞
し

0

0

0

0

身
を
休き

ゆ
うし

、
老
を
此こ

こ

に
終
へ
ん
と
欲お

も

ふ
。
草
堂
の
漸や

う
やく

成
り
ぬ
る
に
逮お

よ

び
て
、
執
政
者
に
、
枉ま

げ
て
陥

お
と
し
いれ

ら
る
。
君
昏く

ら

く
、
臣
諛へ

つ
らひ

て
、
愬う

つ
たふ

る
に
処と

こ
ろな

し
。
命
な
る
か
な
天
な
る
か
な
。
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当
代
の
帝
王
（
円
融
天
皇
）
や
、
関
白
藤
原
兼
通
を
名
指
し
で
批
判
し
た
、「
君
昏く

ら

く
、
臣
諛へ

つ
らひ
て
、
愬う

つ
たふ
る
に
処と

こ
ろな
し
」
の
句

が
、
こ
と
の
ほ
か
有
名
だ
。
し
か
し
文
脈
の
流
れ
は
い
さ
さ
か
屈
折
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、「
官
を
辞
し

0

0

0

0

身
を
休
し
、
老
を
此こ

こ

に
終

へ
ん
と
欲お

も

ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
親
王
は
、
隠
逸
の
生
活
に
あ
こ
が
れ
、『
池
亭
記
』
や
『
祭
亀
山
神
文
』

な
ど
の
文
章
に
お
い
て
、
そ
の
理
想
の
暮
ら
し
を
、
い
ま
ま
で
さ
ん
ざ
ん
に
賛
美
し
、
謳
歌
し
て
き
た
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
そ
の

生
活
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
今
こ
そ
、
こ
れ
幸
い
と
そ
れ
を
喜
ぶ
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
章
も
、「
た
ま
た

ま
」
と
か
、「
幸
い
に
も
」
の
語
を
と
も
な
っ
て
、
順
接

0

0

と
し
て
つ
な
が
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
な
の
に
実
際
は
、「
執
政
者
（
＝
関

白
兼
通
）
に
、
枉ま

げ
て
陥

お
と
し
いれ
ら
る
」
と
、
逆
接

0

0

表
現
を
と
っ
て
い
る
。

　

文
脈
の
流
れ
は
冒
頭
か
ら
し
て
屈
折
し
て
い
る
。
そ
れ
が
み
ず
か
ら
主
体
的
に
選
び
と
っ
た
隠
逸
の
生
活
で
は
な
く
、
外
部
か
ら

強
い
ら
れ
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
、
い
ま
ま
さ
に
こ
の
文
章
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
う

に
際
し
、
以
下
の
よ
う
な
誤
解

0

0

の
、
読
者
の
う
ち
に
生
じ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
封
じ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
は
こ
う
だ
。
六
十
四
歳
の
高
齢
と
は
い
え
、
政
務
（
俗
事
）
に
繁
忙
を
極
め
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
の
対
比
の
中
で
、
い
っ
と
き

そ
れ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
隠
逸
へ
の
あ
こ
が
れ
で
あ
っ
た
。
日
ご
ろ
厭
う
て
い
た
そ
の
政
務
を
取
り
あ
げ
ら
れ
て
は
、
隠
逸
へ
の
想

い
も
た
ち
ま
ち
色
あ
せ
る
。
な
ら
ば
、
今
ま
で
事
あ
る
ご
と
に
く
り
返
し
て
き
た
隠
逸
の
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
な
ど
、
上
っ
面
の
観

念
的
な
お
遊
び
に
す
ぎ
ず
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
い
ま
だ
政
務
（
俗
世
）
へ
の
強
い
執
着
を
残
し
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
『
菟

裘
賦
』
の
文
章
を
書
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
、
周
囲
の
誤
っ
た

0

0

0

理
解
だ
。
序
文
は
し
た
が
っ
て
、
は
る
か
時
間
を
隔
て
た
後

世
の
読
者
へ
向
け
、
間
接
的
に
訴
え
か
け
る
か
た
ち
で
、
次
の
よ
う
な
文
言
へ
と
続
い
て
い

（
33
（

く
。
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後
代
の
俗
士

0

0

0

0

0

、
必
ず
我
を
罪
す
る
に
其そ

の
宿し

ゆ

志く
し

を
遂と

げ
ざ
る
を
以も

ち

て
せ
ん
。
然し

か

れ
ど
も
魯ろ

の
隠い

ん

、
菟と

き

裘ゆ
う

の
地
を
営
み
て
老
ひ
な

ん
と
欲お

も

ひ
て
、
公
子
翬き

に
害そ

こ
なは
る
。『
春
秋
』
の
義
、
そ
の
志
を
賛た

す

け
成な

し
て
、
賢
君
と
な
せ
り
。
後
来
の
君
子

0

0

0

0

0

、
若も

し
吾
を

知
る
者
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
隠
す
な
け
ん
。

　

魯
の
隠
公
は
政
局
を
退
い
て
菟と

き

裘ゅ
う

の
地
に
隠
棲
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
政
治
的
野
心
を
疑
わ
れ
、
謀
殺
さ
れ

（
32
（

た
。『
春
秋

左
氏
伝
』
の
伝
え
る
隠
公
の
末
路
に
、
み
ず
か
ら
を
な
ぞ
ら
え
、
異
母
兄
源
高
明
が
「
安
和
の
変
」
で
こ
う
む
っ
た
左
遷
・
流
刑
の

憂
き
目
を
、
自
分
も
ま
た
見
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
当
時
の
緊
迫
し
た
政
治
情
勢
に
、
の
ち
の
読
者
の
理
解
を
求
め
て
い

る
。
前
年
に
は
二
度
目
の
内
裏
焼
亡
に
よ
り
、
執
政
藤
原
兼
通
の
私
邸
堀
河
院
を
「
里
内
裏
」
と
し
て
、
円
融
天
皇
は
そ
こ
に
間
借

り
し
、
あ
た
か
も
人
質
に
と
ら
れ
た
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
（
図
版
①
参
照
）。
兼
通
に
よ
る
政
治
の
私
物
化
に
は
目
に
余

る
も
の
が
あ
り
、
弟
兼
家
と
の
摂
関
家
内
部
の
確
執
を
背
景
に
、
実
際
な
に
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の

（
（3
（

だ
。

　

だ
か
ら
と
い
う
べ
き
か
、
続
く
『
菟
裘
賦
』
の
本
文
は
、
左
遷
の
憂
き
目
を
見
た
幾
多
の
先
人
た
ち
の
事
例
を
漢
籍
文
献
に
徴
し

つ
つ
、
失
意
の
う
ち
に
隠
逸
閑
居
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
、
そ
れ
ら
先
人
た
ち
の
想
い
に
、
限
り
な
き
共
感
を
寄
せ
る
文
章
に
よ
っ

て
つ
づ
れ
織
り
さ
れ
て
い
る
。
首
陽
山
に
の
が
れ
て
蕨
を
摘
ん
だ
あ
の
伯
夷
・
叔
斉
の
故
事
（『
史
記
』
等
に
見
え
る
）
に
始
ま
り
、

陶
淵
明
の
「
帰
去
来
辞
」
の
引
用
で
終
わ
る
先
人
た
ち
の
生
き
ざ
ま
に
み
ず
か
ら
を
な
ぞ
ら
え
、
そ
れ
を
紙
上
で
模
倣
踏
襲
し
、
修

辞
の
レ
ベ
ル
で
真
似
て
み
せ
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
る
の

（
（3
（

だ
。

　
『
菟
裘
賦
』
が
後
の
人
々
に
も
て
は
や
さ
れ
、
絶
賛
さ
れ
た
の
は
、
官
途
に
あ
れ
ば
清
廉
を
も
っ
て
こ
れ
に
努
め
（
こ
れ
を
「
兼

済
」
と
い
う
）、
も
し
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
野や

に
下
り
、
隠
逸
の
風
雅
に
心
遊
ば
せ
て
、
自
ら
の
憂
愁
の
想
い
を
慰
め
つ
つ
（
こ
れ
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を
「
独
善
」
と
い
う
）、
再
起
の
と
き
を
待
つ
、
海
彼
の
い
わ
ゆ
る
教
養
読
書
人
、
士
大
夫
層
に
特
有
の
「
独
善
」
と
「
兼
済
」
の

二
つ
の
生
き
方
を
一
身
に
体
現
す
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
を
一
篇
の
詩
文
の
内
に
、
見
事
に
集
約
し
て
み
せ
た
か
ら
だ
ろ

（
（3
（

う
。
そ
の
模

倣
踏
襲
の
う
ち
に
、
本
朝
に
在
っ
て
は
少
し
も
評
価
さ
れ
ず
、
所
詮
は
絵
に
か
い
た
餅
で
し
か
な
か
っ
た
律
令
官
人
と
し
て
の
理
想

像
を
、
人
び
と
は
、
ミ
ヤ
コ
の
西
北
郊
、〈
天
〉
の
方
角
に
当
た
る
乾け

ん

の
地
に
あ
っ
て
、
孤
独
の
内
に
隠
逸
閑
居
の
生
活
を
営
む
兼

明
親
王
の
姿
に
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
そ
の
去
就
の
内
に
透
か
し
見
た
の
だ
っ
た
。

模
倣
の
系
譜
・
再
び
―
「
嵯
峨
院
」
か
ら
「
六
条
院
」
へ

　

ミ
ヤ
コ
の
西
北
郊
、〈
天
〉
の
方
角
に
位
置
す
る
嵯
峨
の
地
は
、
神
仙
世
界
に
通
ず
る
聖
な
る
空
間
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
ば

か
り
で
は
な
い
。
春
は
桜
、
秋
は
紅
葉
を
愛
で
楽
し
む
ミ
ヤ
コ
人
た
ち
の
、
遊
興
観
覧
の
場
と
し
て
も
も
て
は
や
さ
れ
た
。
こ
の
地

に
い
ち
早
く
隠
居
所
を
設
け
、
陵
墓
も
こ
の
地
に
作
ら
せ
た
嵯
峨
天
皇
の
遺
徳
を
慕
っ
て
か
、
左
大
臣
源
融
は
「
栖せ

い

霞か

観か
わ
ん」

を
営
み
、

兼
明
親
王
も
ま
た
、
そ
の
晩
年
、
隠
逸
閑
居
の
暮
ら
し
を
こ
の
地
に
求
め
た
。
だ
が
一
方
で
こ
の
嵯
峨
の
地
は
、「
嵯
峨
の
隠
君
子
」

の
生
き
方
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
ミ
ヤ
コ
世
界
に
み
ず
か
ら
の
居
場
所
を
失
っ
た
人
々
が
追
い
や
ら
れ
、
ひ
そ
か
に
隠
れ
住
む
、

〈
翳
り
〉
を
帯
び
た
場
と
し
て
の
意
味
合
い
も
兼
ね
備
え
た
、
多
分
に
両
義
的
な
空
間
で
も
あ
っ
た
。
嵯
峨
の
地
に
揺
曳
す
る
そ
う

し
た
意
味
合
い
を
意
識
し
て
か
、
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
も
ま
た
、
こ
の
地
に
山
荘
を
設
け
た
と
の
設
定
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
造
営
に
至
る
そ
の
動
機
は
い
さ
さ
か
不
純
な
も
の
で
あ
っ
た
と
の
、
い
か
に
も
ら
し
い
、
作
者
紫
式
部
に
よ

る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。
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嵯
峨
の
地
を
選
ん
で
光
源
氏
が
御
堂
を
建
立
し
た
こ
と
は
「
絵
合
」
の
巻
の
末
尾
に
至
っ
て
初
め
て
見
え
、
次
の
「
松
風
」
の
巻

で
、
そ
の
と
こ
ろ
の
様
子
が
、
い
く
ぶ
ん
か
詳
し
く
語
ら
れ
る
。
そ
の
地
は
左
大
臣
源
融
の
「
栖せ

い

霞か

観か
わ
ん（

現
在
の
清
凉
寺
釈
迦
堂
の

辺
り
）」
を
モ
デ
ル
と
し
、
明
石
の
君
の
滞
在
す
る
大
堰
の
山
荘
（
モ
デ
ル
は
い
う
ま
で
も
な
く
兼
明
親
王
の
山
荘
で
あ
る
）
と
対

比
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
と
対
峙
す
る
か
の
よ
う
な
描
き
方
が
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。

造
ら
せ
給
ふ
御
堂

0

0

は
、
大
覚
寺
（
＝
嵯
峨
天
皇
発
願
の
寺
）
の
南
に
当
た
り
て
、
瀧
殿
の
心
ば
へ
な
ど
劣
ら
ず
お
も
し
ろ
き
寺

な
り
。
こ
れ
（
＝
明
石
の
君
の
住
ま
い
）
は
川
づ
ら

0

0

0

に
、
え
も
い
は
ぬ
松
陰
に
、
何
の
い
た
は
り
も
な
く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ

と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、
お
の
づ
か
ら
山
里
の
あ
は
れ
を
見
せ
た
り
（
源
氏
が
造
営
さ
れ
て
い
る
御
堂
は
大
覚
寺
の
南
に
あ
た
っ

て
、
滝
殿
の
趣
向
な
ど
は
そ
れ
に
劣
ら
ず
雅
趣
に
富
ん
だ
寺
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
明
石
の
君
の
住
ま
い
は
川
に
面
し
て
い
て
、

実
に
見
事
な
松
の
木
陰
に
無
造
作
に
建
て
て
あ
る
寝
殿
の
簡
素
な
あ
り
さ
ま
も
、
お
の
ず
と
山
里
の
し
み
じ
み
と
し
た
風
情
を

見
せ
て
い
る
）。

　

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
明
石
の
君
は
大
堰
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
、
な
か
な
か
ミ
ヤ
コ
に
入
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
の
も

と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
明
石
の
君
の
許
へ
通
う
こ
と
で
、
紫
の
上
が
示
す
嫉
妬
の
感
情
を
煽
り
立
て
る
こ
と
は
し
た
く
な
い
。
か
く
し

て
そ
の
言
い
逃
れ
の
た
め
、
こ
の
地
に
御
堂
の
造
営
を
始
め
た
よ
う
に
、
文
脈
上
は
ど
う
し
て
も
読
め
て
し
ま
う
。
終つ

い

の
す
み
か

0

0

0

、

ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
こ
の
あ
と
、
嵯
峨
の
御
堂
へ
の
言
及
は
、
物
語
の
中
で
パ
タ
リ
と
や
ん
で
し
ま
う
。
代

わ
り
に
、
六
条
京
極
の
地
に
四
町
を
占
め
て
作
ら
せ
た
広
大
な
「
六
条
院
」
造
営
（
一
町
が
百
メ
ー
ト
ル
だ
か
ら
四
町
な
ら
二
百
メ
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ー
ト
ル
四
方
の
広
大
な
も
の
だ
）
の
様
子
に
、
も
っ
ぱ
ら
話
題
は
移
っ
て
い
く
。
そ
の
乾
（
戌
亥
）
の
一
角
（
そ
れ
は
嵯
峨
の
大
堰

の
方
角
で
あ
る
）
に
、
明
石
の
君
を
迎
え
入
れ
て
の
ち
は
、
嵯
峨
の
御
堂
も
、
も
は
や
用
済
み
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

嵯
峨
の
御
堂
か
ら
、
六
条
院
の
造
営
へ
と
、
大
き
く
そ
の
叙
述
対
象
を
移
す
に
あ
た
っ
て
は
、
作
者
紫
式
部
に
よ
る
構
想
変
更
の

可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
だ
が
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
御
堂
の
造
営
の
こ
と
が
は
じ
め
て
見
え
る
「
絵
合
」
の
巻
で
は
、

そ
の
造
営
意
図
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

（
（3
（

る
。

中
ご
ろ

0

0

0

、
な
き
に
な
り
て
沈
み
た
り
し
愁
へ
（
＝
須
磨
明
石
の
こ
と
を
い
う
）
に
代
り
て
、
い
ま
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
り
、

い
ま
よ
り
後
の
栄
え

0

0

0

0

は
、
猶
命
う
し
ろ
め
た
し
、
静
か
に
籠
り
ゐ
て
、
後
の
世
の
こ
と
を
勤
め
、
か
つ
は
齢よ

は
ひを
も
の
べ
ん
、
と

思
ほ
し
て
、
山
里
の
の
ど
か
な
る
を
占
め
て
、
御
堂
を
造
ら
せ
給
ひ
、
仏

ほ
と
け

経き
や
うの
い
と
な
み
添
へ
て
せ
さ
せ
給
ふ
め
る
（
中
途
で

生
き
る
空
も
な
く
沈
淪
し
た
嘆
き
の
代
わ
り
と
し
て
、
今
ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
ら
れ
る
の
だ
。
今
よ
り
の
ち
の
栄
華
は
、

や
は
り
寿
命
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
危
ぶ
ま
れ
る
。
静
か
に
引
き
こ
も
っ
て
後
生
の
た
め
の
勤
行
を
し
、
ま
た
一
つ
に
は
齢
を

保
ち
た
い
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
山
里
の
閑
静
な
地
を
領
じ
て
、
御
堂
を
お
造
ら
せ
に
な
り
、
仏
像
や
経
巻
の
供
養
も
あ
わ
せ

て
お
さ
せ
に
な
る
よ
う
だ
）。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
語
り
手

0

0

0

の
評
言
に
こ
め
ら
れ
た
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
は
な
は
だ
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。

末
の
君
た
ち
、
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
出
だ
し
て
み
む
と
お
ぼ
し
め
す
に
ぞ
、
と
く
捨
て
給
は
む
こ
と
は
か
た
げ
な
る
。
い
か



36

に
お
ぼ
し
お
き
つ
る
に
か
と
、
い
と
知
り
が
た
し
（
幼
少
の
御
子
た
ち
を
思
い
ど
お
り
に
育
て
あ
げ
た
い
と
お
思
い
に
な
る
に

つ
け
て
も
、
す
ぐ
に
世
を
お
捨
て
に
な
る
こ
と
は
お
で
き
に
な
れ
そ
う
も
な
い
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
お
つ
も
り
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
か
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
推
し
量
り
が
た
い
）。

　

将
来
へ
の
布
石
を
意
図
し
た
光
源
氏
の
世
俗
的
な
思
わ
く
に
対
し
、
い
さ
さ
か
批
判
的
な
こ
の
語
り
手

0

0

0

の
評
言
（
＝
草
子
地
）
に

は
、
作
者
紫
式
部
の
〈
声
〉
も
重
ね
あ
わ
せ
に
響
い
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
先
の
光
源
氏
の
感
慨
は
、
白
楽
天

の
『
曲
江
、
秋
に
感
ず
二
首
、
并
び
に
序
』
に
見
え
る
以
下
の
文
言
、「
風ふ

う

物ぶ
つ

改あ
ら
たま
ら
ず
、
人
事
は
屢し

ば

々し
ば

変へ
ん

ず
。
況い

は

ん
や
予よ

は
、
中な

か

は
否ひ

に
し
て
後の

ち

に
は
遇ぐ

う

、
昔
は
壮そ

う

に
し
て
今
は
衰お

と
ろう
る
を
や
。
慨が

い

然ぜ
ん

と
し
て
感か

ん

懐か
い

し
、
復ま

た
此こ

の
作
有
り
。
噫あ

あ

、
人
生
は
故こ

多お
お

し
、

知
ら
ず
明
年
の
秋
は
又
た
何い

づ
こ許
な
る
か
を
」
を
踏
ま
え
た
状
況
設
定
と
思
わ
れ
る
か
ら

（
（3
（

だ
。
こ
の
詩
を
起
草
し
て
後
、
白
楽
天
は
、

政
争
に
明
け
暮
れ
る
ミ
ヤ
コ
長
安
で
の
栄
達
に
見
切
り
を
つ
け
、
み
ず
か
ら
望
ん
で
杭
州
刺
使
を
選
び
採
り
、
地
方
へ
と
下
る
。
対

し
て
光
源
氏
は
そ
う
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
ミ
ヤ
コ
世
界
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。

　

嵯
峨
の
御
堂
の
造
営
は
、
明
石
の
君
を
尋
ね
る
た
め
の
一
過
性
の
口
実
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
六
条
院
の
造
営
に
よ
り
そ
の

目
的
が
達
成
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
早
々
に
忘
れ
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
終つ

い

の
す
み
か

0

0

0

ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
の
だ
。

だ
が
そ
の
よ
う
に
し
て
嵯
峨
の
ト
ポ
ス
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
よ
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
六
条
院
造
営
を
め
ぐ
っ
て
、

「
少
女
」
巻
に
は
、
眼
を
疑
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
と
ん
で
も
な
い
記
述
が
、
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く

（
（3
（

る
。

中
宮
（
＝
秋
好
中
宮
）
の
御
町
を
ば
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
の
色
濃
か
る
べ
き
植
ゑ
木
ど
も
を
添
へ
て
、
泉
の
水
と
ほ
く
澄
ま
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し
、
遣
水
の
お
と
ま
さ
る
べ
く
巌
立
て
加
へ
て
、
滝
落
と
し
て
、
秋
の
野
を
は
る
か
に
造
り
た
る
、
そ
の
こ
ろ
に
合
ひ
て
、
盛

り
に
咲
き
乱
れ
た
り
。
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
無
徳
に
け
お
さ
れ
た
る
秋

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
り
（
中
宮
の
お
住
ま
い
は
、
も
と
か
ら

あ
る
築
山
に
、
紅
葉
の
色
が
鮮
や
か
に
な
る
よ
う
な
木
々
を
植
え
て
、
き
れ
い
な
泉
水
を
は
る
か
か
な
た
に
流
し
、
鑓
水
の
音

が
さ
ら
に
冴
え
る
べ
く
岩
を
立
て
加
え
、
滝
を
落
と
し
て
、
秋
の
野
の
さ
ま
を
広
々
と
造
っ
て
あ
る
。
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
こ
の

季
節
を
迎
え
て
、
今
を
盛
り
と
秋
草
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
。
さ
し
も
の
嵯
峨
の
大
堰
あ
た
り
の
野
山
と
い
え
ど
、
こ
の
庭
に
は

見
る
か
げ
も
な
く
圧
し
消
さ
れ
る
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
秋
の
景
色
で
あ
る
）。

　
「
こ
こ
か
し
こ

0

0

0

0

0

に
て
お
ぼ
つ
か
な
き
山
里
人
（
＝
明
石
の
君
）
な
ど
を
も
集
へ
住
ま
せ
ん
御
心
」（
少
女
）
と
あ
る
よ
う
に
、
紫
の

上
の
養
女
と
し
て
「
二
条
院
」
に
迎
え
取
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
り
か
強
引
に
引
き
離
さ
れ
、
奪
い
取
ら
れ
た
娘
の
明
石
の
姫
君
と
は
、

「
こ
こ
か
し
こ
」
分
か
れ
分
か
れ
に
、
い
ま
だ
大
堰
の
地
に
と
ど
ま
る
明
石
の
君
を
呼
び
寄
せ
る
べ
く
、
光
源
氏
は
「
六
条
京
極
の

わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
古
き
宮
の
ほ
と
り
を
、
四
町
を
こ
め
て
」（
少
女
）、
新
た
に
広
大
な
邸
宅
を
造
営
す
る
。
問
題
な
の
は
、
そ

の
一
角
へ
と
明
石
の
君
を
迎
え
る
に
際
し
て
の
記
述
で
あ
る
。「
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
」
を
模
す
な
ら
、
そ
れ
は
明
石
の

君
の
住
ま
い
に
当
て
ら
れ
た
「
冬
の
町
」
以
外
で
は
あ
る
ま
い
。
な
の
に
、
邸
宅
内
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
、
矮
小
化
さ
れ
た
大
堰

の
景
を
持
ち
込
み
、
率
先
し
て
そ
れ
を
引
き
入
れ
た
の
は
、
六
条
御
息
所
の
娘
で
、
冷
泉
帝
に
入
内
し
て
光
源
氏
の
権
力
基
盤
を
支

え
た
秋
好
中
宮
の
「
秋
の
町
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
無
徳
に
け
お
さ
れ
た
る
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
驕
り
高
ぶ
り
よ
う
は

目
に
余
る
。
六
条
院
造
営
に
お
け
る
、
そ
も
そ
も
の
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
こ
こ
に
み
て
と
れ
よ
う
。
明
石
の
君
の
側
か
ら
し
て

み
れ
ば
、
そ
の
腹
を
痛
め
た
姫
君
と
は
強
引
に
引
き
離
さ
れ
、
今
ま
た
母
方
の
曾
祖
父
「
中
務
の
宮
」
よ
り
伝
え
た
由
緒
あ
る
嵯
峨
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の
大
堰
の
景
物
を
も
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、
秋
好
中
宮
の
「
秋
の
町
」
へ
と
、
勝
手
に
移
し
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
無
念
の
思
い
が
テ
キ
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
つ
い
ぞ
な
い
。
だ
が
六
条
院
世
界
の
水
面
下
に
潜
在
し
て
、
表
向
き

華
や
か
な
そ
の
世
界
を
内
部
か
ら
崩
壊
へ
と
導
く
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
役
割
を
密
か
に
果
た
し
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
過
程

を
跡
づ
け
る
の
が
、
長
大
な
「
若
菜
上
・
下
」
の
巻
で
始
ま
る
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
の
世
界
だ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
。
結
果
、

最
愛
の
女
性
で
あ
る
紫
の
上
を
失
っ
た
光
源
氏
は
、
第
二
部
の
最
後
「
幻
」
の
巻
で
、
傷
心
の
う
ち
に
出
家
の
準
備
を
し
、
物
語
世

界
か
ら
の
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

宇
治
の
ト
ポ
ス

　

嵯
峨
の
御
堂
へ
の
言
及
が
ふ
た
た
び
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
は
る
か
の
の
ち
、
そ
れ
こ
そ
物
語
も
終
盤
に
近
い
「
宿
木
」
の

巻
に
お
い
て
だ
（
図
版
③
参
照
）。
宇
治
の
中
の
君
が
匂
宮
邸
（
紫
の
上
よ
り
相
伝
の
「
二
条
院
」
で
あ
る
）
へ
と
引
き
移
っ
て
の

ち
、
も
ぬ
け
の
か
ら

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た
「
宇
治
」
と
の
対
比
の
な
か
で
、
光
源
氏
亡
き
の
ち
、
同
じ
く
も
ぬ
け
の
か
ら

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た
「
嵯
峨
」

の
御
堂
の
様
子
が
、
光
源
氏
に
代
わ
り
第
三
部
の
主
人
公
と
し
て
新
た
に
登
場
し
て
き
た
、
不
義
の
子
薫
の
口
を
通
し
て
、
次
の
よ

う
に
語
ら
れ

（
（3
（

る
。

先
つ
こ
ろ
、「
宇
治
」
に
も
の
し
て
侍
り
き
。
庭
も
籬ま

が
きも

ま
こ
と
に
い
と
ど
荒
れ
は
て
て
は
べ
り
し
に
、
た
へ
が
た
き
こ
と
多

く
な
ん
。
故
院
（
光
源
氏
）
の
亡
せ
給
て
の
ち
、
二
三
年
ば
か
り
の
末
に
、
世
を
背
き
給
ひ
し
「
嵯
峨
の
院
」
に
も
、「
六
条
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院
」
に
も
、
さ
し
の
ぞ
く
人
の
、
心
お
さ
め
ん
方
な
く
な
ん
侍
り
け
る
。
草
木
の
色
に
つ
け
て
も
、
涙
に
く
れ
て
の
み
な
ん
帰

り
侍
り
け
り
。
か
の
御
あ
た
り
の
人
は
、
上
、
下
、
心
あ
さ
き
人
な
く
は
べ
り
け
れ
、
方
々
つ
ど
ひ
も
の
せ
ら
れ
け
る
人
々
も
、

み
な
所
々
あ
か
れ
散
り
つ
つ
、
お
の
お
の
思
ひ
離
る
る
住
ま
ひ
を
し
給
ふ
め
り
し
に
、
は
か
な
き
程
の
女
房
な
ど
、
は
た
ま
し

て
心
を
さ
め
ん
方
な
く
お
ぼ
え
け
る
ま
ま
に
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
心
に
ま
か
せ
つ
つ
、
山
林
に
入
り
ま
じ
り
、
す
ず
ろ
な
る
田
舎

人
な
ど
に
な
り
な
ど
、
あ
は
れ
に
ま
ど
ひ
散
る
こ
そ
多
く
侍
り
け
れ
（
先
日
宇
治
へ
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
庭
も
垣
根
も
ま

こ
と
に
い
よ
い
よ
荒
れ
は
て
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
悲
し
み
に
堪
え
が
た
い
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
故
院
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
晩
年
の
二
・
三
年
ば
か
り
世
を
の
が
れ
て
お
住
ま
い
あ
そ
ば
し
た
嵯
峨
院
に
し
て
も
、
ま

た
六
条
院
に
し
て
も
、
立
ち
寄
る
人
は
悲
し
み
を
静
め
よ
う
も
な
い
と
い
っ
た
有
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
木
草
の
色
を
見
る
に

つ
け
て
も
ひ
た
す
ら
涙
に
く
れ
て
帰
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
そ
ば
に
お
仕
え
し
て
い
た
人
々
は
身
分
の
上
下
な
く
心

の
あ
さ
は
か
な
人
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
、
あ
の
お
方
こ
の
お
方
と
あ
の
お
邸
に
集
ま
っ
て
お
住
ま
い
だ
っ
た
女
人

が
た
も
、
み
な
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
り
散
り
に
別
れ
て
は
思
い
思
い
に
世
を
捨
て
た
暮
ら
し
を
な
さ
る
よ
う
で
し
た
が
、
身
分

の
低
い
女
房
な
ど
も
ま
た
、
ま
し
て
気
持
ち
の
静
め
よ
う
の
な
い
悲
し
み
の
あ
ま
り
に
前
後
の
分
別
も
つ
か
ぬ
思
い
に
駆
ら
れ

て
は
、
出
家
し
て
山
や
林
に
隠
れ
住
ん
だ
り
、
な
ん
と
な
く
田
舎
人
に
身
を
落
と
し
た
り
な
ど
し
て
、
哀
れ
に
あ
て
も
な
く
行

方
の
失
せ
た
者
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
）。

　

い
さ
さ
か
引
用
が
長
き
に
及
ん
だ
が
、
不
義
の
子
薫
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
語
ら
れ
る
「
嵯
峨
」
の
地
の
、
廃
墟
と
も
見
ま
が
う

皮
肉
交
じ
り
の
反
転
の
図
式
を
、
し
っ
か
り
と
押
え
て
お
き
た
い
。
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こ
の
薫
、
ど
う
や
ら
み
ず
か
ら
の
お
も
む
く
場
所
と
し
て
、「
嵯
峨
」
と
は
対
極
の
、
巽そ

ん

（
辰
巳
）
の
方
角
に
位
置
す
る
「
宇
治
」

の
地
を
選
び
取
っ
た
よ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
摂
関
家
の
陵
墓
が
多
く
立
地
す
る
木こ

幡わ
た

の
地
を
抜
け
、「
宇
治
」
へ
と
向
か
う
そ
の

道
筋
を
た
ど
る
と
き
、
薫
の
実
父
柏か

し
わ
ぎ木

衛
門
督
（
光
源
氏
の
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
頭
中
将
の
息
男
で
あ
っ
た
）
が
、
源
氏
で
は
な
く
、

藤
原
氏
の
設
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
至
る
の
で
あ

（
（3
（

る
。

《
注
》

（
1
）　
『
磯
崎
新
建
築
論
集
』
全
八
巻
（
岩
波
書
店
）、
お
よ
び
磯
崎
新
『
見
立
て
の
手
法
』『
建
築
の
解
体
』（
鹿
島
出
版
会
）
な
ど
の
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
。

（
2
）　

引
用
は
『
空
間
へ
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
一
七
）
所
収
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
方
法
」（
一
九
六
三
）。

（
3
）　

引
用
は
『
空
間
へ
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
一
七
）
所
収
「
年
代
記
ノ
ー
ト
」
第
10
章
。

（
4
）　

ナ
チ
党
所
属
を
問
題
視
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
戦
後
一
九
五
一
年
ま
で
公
職
追
放
さ
れ
て
い
た
。
ナ
チ
ス
へ
の
加
担
は
現
在
で
も
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
問
題
」
と

し
て
し
ば
し
ば
論
争
の
的ま

と

と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）　

藤
田
勝
也
『
平
安
貴
族
の
住
ま
い
―
寝
殿
造
か
ら
読
み
直
す
日
本
住
宅
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
）
は
、
発
掘
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
寝
殿
造
り
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
寝
殿
造
が
そ
う
し
た
形
態
を
採
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
6
）　

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
文
献
学
を
学
び
、
東
京
大
学
で
教
鞭
を
採
っ
た
羽
賀
矢
一
（
一
八
六
七
～
一
九
二
七
）
の
『
国
文
学
史
十
講
』（
一
八
九
九
）
の
影
響
が
極
め
て

大
き
く
、
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
評
価
が
現
在
で
も
日
本
古
典
文
学
史
の
流
れ
を
規
定
し
て
い
る
。

（
7
）　

単
な
る
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
の
「
横
書
き
」
書
式
と
、
表
現
の
工
夫
に
芸
術
性
を
見
る
「
縦
書
き
」
書
式
の
対
比
で
言
え
ば
、
思
想
史
研
究
者
は
対
象
テ
キ
ス
ト

を
「
横
書
き
」
書
式
で
捉
え
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
深
沢
「
平
成
版
「
横
書
き
の
す
す
め
」
―
水
村
美
苗
『
私
小
説
―from

 
left 

to 
right

』
を
手
が
か
り

に
」（
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
『
人
文
研
究
』
186
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
の
こ
と
。



果てしなき「方丈」のひろがり（その 2）41

（
8
）　

兼
明
親
王
に
関
し
て
は
大
曾
根
章
介
「
兼
明
親
王
の
生
涯
と
文
学
」（『
日
本
漢
文
学
論
集
』
全
三
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
、
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
9
）　

皇
籍
復
帰
に
関
し
て
は
『
栄
華
物
語
』
巻
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
に
見
え
、
ま
た
兼
通
と
兼
家
兄
弟
の
確
執
に
つ
い
て
は
『
大
鏡
』
巻
三
「
太
政
大
臣
兼
通

伝
」
に
見
え
る
。

（
10
）　
「
明
石
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
66
頁
。

（
11
）　
「
松
風
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
191
頁
。

（
12
）　
「
明
石
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
66
頁
。

（
13
）　

白
楽
天
『
琵
琶
行
』
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
拠
と
も
な
っ
た
「
夜
、
歌
う
者
を
聞
く
」
の
詩
も
含
め
て
川
合
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
』（
下
）
372
頁

の
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
14
）　
「
松
風
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
198
頁
。

（
15
）　
「
祭
亀
山
神
文
」
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
103
頁
。

（
16
）　
『
後
漢
書
』
耿
弇
伝
に
見
え
る
逸
話
を
踏
ま
え
る
。
戊
巳
校
尉
と
な
っ
た
耿
恭
が
匈
奴
と
戦
っ
て
渇
水
に
苦
し
ん
だ
時
に
水
を
得
た
方
策
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　
『
類
聚
国
史
』
承
和
九
年
七
月
十
五
日
条
の
引
用
は
「
国
史
大
系
」
に
よ
る
。

（
18
）　
「
嵯
峨
隠
君
子
」
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
益
田
勝
実
が
「
心
の
極
北
」（『
益
田
勝
実
の
仕
事
2
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
所
収
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
取
り

上
げ
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
筆
者
も
「
忌
ま
わ
し
き
〈
嵯
峨
〉
の
ト
ポ
ス
」
と
題
し
た
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
の
重
複
を
避
け
つ
つ
、
こ
こ
で
は
「
嵯

峨
隠
君
子
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

（
19
）　
『
江
談
抄
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
206
頁
。

（
20
）　
『
江
談
抄
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
131
頁
。

（
21
）　

蜘
蛛
（
さ
さ
が
に
）
に
つ
い
て
は
同
じ
く
『
江
談
抄
』
巻
三
の
一
「
吉
備
大
臣
入
唐
の
間
の
事
」
で
、
難
解
な
野
馬
台
詩
の
読
解
を
唐
人
た
ち
に
迫
ら
れ
た
吉
備
真

備
が
神
仏
に
助
け
を
求
め
る
と
、
そ
の
使
い
と
し
て
「
蛛く

も

一
つ
に
は
か
に
文
の
上
に
落
ち
来
て
、
い
を
ひ
き
て
つ
づ
く
る
を
み
て
読
み
了
ん
ぬ
」
と
の
逸
話
が
語
ら
れ

て
い
る
。
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（
22
）　

上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
學
藝
史
―
右
書
左
琴
の
思
想
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
）、
同
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
126
―
〈
琴
〉
の
文
化
史 

東
ア
ジ
ア
の
音
風
景
』（
勉
誠

出
版
、
二
〇
〇
八
）、
西
本
香
子
『
古
代
日
本
の
王
権
と
音
楽
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
八
）
な
ど
。

（
23
）　

待
賢
門
院
璋
子
に
つ
い
て
は
角
田
文
衛
『
待
賢
門
院
璋
子
の
生
涯
―
淑
庭
秘
抄
』（
朝
日
選
書
、
一
九
八
五
）
に
詳
し
い
。

（
24
）　
『
今
鏡
』
の
引
用
は
、
竹
鼻
績
全
訳
注
『
今
鏡
（
中
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
四
）
653
頁
。

（
25
）　
「
酒
顚
童
子
」
説
話
の
発
生
に
関
し
て
は
、
佐
竹
昭
広
『
酒
呑
童
子
異
聞
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）、
高
橋
昌
明
『
定
本 

酒
呑
童
子
の
誕
生
』（
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
二
〇
）
な
ど
に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
。

（
26
）　

白
楽
天
の
「
中
隠
」
詩
は
、
川
井
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
』（
下
）
215
頁
に
よ
る
。

（
27
）　
「
菟
裘
賦
」
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
6
頁
。

（
28
）　
「
菟
裘
賦
」
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
7
頁
。

（
29
）　

隠
公
謀
殺
に
関
し
て
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
春
秋
左
氏
伝
』（
明
治
書
院
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
30
）　

前
掲
注
（
9
）
参
照
。

（
31
）　
「
菟
裘
賦
」
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
8
頁
。

（
32
）　
「
独
善
・
兼
済
」
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
、
川
合
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
』（
下
）
380
頁
の
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
33
）　
「
松
風
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
193
頁
。

（
34
）　
「
絵
合
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
185
頁
。

（
35
）　

白
楽
天
「
曲
江
、
秋
に
感
ず
二
首
、
并
び
に
序
」
は
、
川
合
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
』（
上
）
72
頁
に
よ
る
。

（
36
）　
「
少
女
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
323
頁
。

（
37
）　
「
宿
木
」
巻
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
44
頁
。

（
38
）　
「
宇
治
」
に
は
藤
原
頼
通
の
造
営
し
た
宇
治
平
等
院
が
あ
る
。
そ
の
前
史
と
し
て
摂
関
家
代
々
の
宝
物
を
収
蔵
し
た
「
宇
治
宝
蔵
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
関
し
て

は
、
田
中
貴
子
『
外
法
と
愛
法
の
中
世
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
六
）
所
収
「
宇
治
の
宝
蔵
―
中
世
に
お
け
る
宝
蔵
の
意
味
」
に
、
詳
し
い
考
証
が
あ
る
。




