
横

転

生

笛

の
i
i
中
世
説
話
の
変
容
と
そ
の
本
文
i
i

は
じ
め
に

建
礼
門
院
雑
仕
と
い
う
身
分
の
抵
い
女
を
愛
し
た
が
故
に
、
親
の
不
興
を

か
い
、
親
と
女
と
の
板
挟
み
に
苫
し
ん
だ
末
、
男
は
出
家
の
道
を
選
ぶ
。
女

は
、
男
の
跡
を
慕
っ
て
そ
の
究
室
を
訪
ね
る
も
対
面
を
粧
ま
れ
、
悲
嘆
の
あ

ま
り
出
家
し
た
が
、
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
滝
口
と
横
笛
の
悲
恋
の
物
語
は
、
は
や
く

か
ら
人
口
に
捨
笑
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
平
家
物
語
の
一
異
本
、
源
平
盛

衰
記
は
、
こ
の
滝
口
説
話
を
述
べ
る
中
で
、
「
異
読
ま
ち
/
¥
な
り
一
と
し
て
、
本

話
の
ヴ
ァ
ワ
エ

i
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
お
り
、
当
時
、
す
で
に
巷
問
、
諸
説
が
行

平
家
物
語
の
一
簡
に
名
高
い
、

な
わ
れ
て
い
た
状
況
を
ぷ
唆
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
、

明
治
二
ト
七

年
、
高
山
樗
牛
が
擬
古
文
を
以
て
『
滝
口
入
道
』
を
著
し
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
近
代
に
ぶ
仁
っ
て
も
改
作
の
子
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、

た
る
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る

c

そ
の
命
訴
の
延
々

謹
衰
一
記
に
い
う
「
異
説
ま
ち
/
¥
な
り
」

て、

と
は
、
盛
衰
記
編
纂
の
時
点
に
お
い

こ
の
物
語
の
改
作
の
埜
史
を
集
約
し
た
三
一
口
葉
に
認
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

林

美

和

の
段
階
で
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
状
況
で
忘
る
以
上
、
今
日
に
お
い
て

)
の
物

一
詰
の
変
容
の
跡
を
正
し
く
辿
る
こ
と
は
、
殆
ど
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
口
承
の
世
界
の
ま
ま
に
埠
f
没
し
て
い
っ
た
滝
口
・
横
笛
の
物
語
も
多
か
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
に
伝
わ
る
槙
信
説
話
の
数
々

も
、
そ
の
改
詐
の
埜
史
の
一
面
を
留
め
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、

平
家
物
語
の
当
該
説
話
を
始
め
と
す

る
中
世
の
模
笛
説
話
を
対
象
と
し
て
、
中
世
に
お
け
る
説
一
話
の
変
容
と
本
文
の
流

動
の
状
況
を
瞥
見
す
る
こ
と
を
当
面
の
日
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
な

こ
の
物
語
の
発
生
の
問
題
で
あ
る
と
民
時
に
、
時
代
時

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

代
の
改
作
者
が
、
こ
の
物
語
に
持
ち
込
ん
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
匠
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
改
作
者
が
、
こ
の
物
語
に
何
を
読
み
患
っ
た
か
、

或
い
は
こ
の
物
語
を
も
と
に
何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
。

〈
剃
る
ま
で
は
V
の
款
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

中
世
一
の
誼
笹
説
話
は
、
大
き
く
分
類
す
る
と
、
績
首
の
出
家
後
の
い
い
問
先
を
説
く

そ
の
経
剤
入
水
を
説
く
入
本
型
と
に
分
類
さ
れ
る
。
一
品
り
本
平
家
物

出
家
型
と
、



語
諸
本
、
あ
る
い
は
南
都
本
平
家
物
語
等
は
、
前
者
の
型
を
一
不
し
、
盛
衰
記
・
西
部

合
戦
状
本
・
長
門
本
平
家
物
語
、
或
い
は
室
町
物
語
の
横
笛
草
紙
等
は
桂
川
で
の

入
水
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
延
慶
本
平
家
物
語
の
み
は
、
模
筈
の
出

家
後
の
入
水
を
説
い
て
お
り
、
松
本
隆
信
氏
は
こ
れ
を
両
型
の
折
衷
型
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
両
型
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
神
野
藤
昭
夫
氏
が
、
出
家
タ

イ
プ
か
ら
入
本
タ
イ
プ
へ
と
い
う
流
れ
を
推
定
し
、
横
笛
を
哀
惜
す
る
患
い
の
深

一
方
、
岩
瀬
博
氏

ま
り
と
い
う
点
に
、
そ
の
移
行
の

「
必
然
性
」
を
認
め
ら
れ
た
。

「
唱
導
の
原
質
性
一
と
い
う
観
点
か
ら
、
入
水
型
が
本
来
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
出
家
型
の
展
開
を
一
不
す
語
り
本
平
家
物
語
が
一
様
に
記

す
、
滝
口
と
槙
笛
の
歌
の
贈
答
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
往
生
院
訪
問
後
、
横

筈
が
奈
良
法
華
寺
(
室
代
本
は
寺
名
を
記
さ
な
い
)
で
出
家
し
た
と
伝
え
開
い
た

滝
口
は
、
高
野
か
ら
一
首
の
歌
を
贈
り
、
そ
れ
に
対
し
て
横
笛
も
返
歌
を
詠
む
。

tま即
ち

〔
滝
口
〕
剃
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
あ
づ
さ
弓
ま
こ
と
の
道
に
入
ぞ
う
れ

し
き

〔
横
笹
〕
剃
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
ん
あ
づ
さ
弓
ひ
き
と
い

A

む
べ
き
心
な
ら

ね
~f 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

」
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は

tま
や
く
佐
々
木
ノーに

郎
兵(5)

zうL

7
し

つ

く

り
し
な
い
歌
」

「
異
説
」

と
し

と
歌
意
の
不
明
瞭
さ
を
指
摘

む
し
ろ
謹
衰
記
が

て
伝
え
る
、

〔
滝
口
〕
し
ら
ま
弓
そ
る
を
摂
み
と
思
ふ
な
よ
真
の
道
に
い
れ
る
我
身
、
ぞ

〔
横
笛
〕
白
真
弓
そ
る
を
恨
み
と
思
し
に
ま
こ
と
の
道
に
入
る
ぞ
嬉
し
き

と
い
う
贈
答
歌
や
廷
慶
本
の
そ
れ
が
明
快
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
語
り
本

の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
服
部
幸
造
氏
も
佐
々
木
氏
同
様
、
歌
意
の
不
徹
誌
を
指

矯
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
試
み
に
現
行
の
平
家
物
語
注
釈
主
回
数
点
か
ら
、

な
る
滝
口
詠
歌
の
解
釈
を
摘
記
し
て
み
る
。

そ
の
歌
意
が
問
題
と

ω私
は
あ
な
た
が
髪
を
そ
っ
て
尼
に
な
る
ま
で
は
悲
し
ん
で
い
た
が
、
今
は
あ
な

た
も
仏
道
に
入
っ
た
と
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
〈
岩
波
吉
典
大
系
〉
。

∞
私
は
出
家
す
る
ま
で
は
憂
き
世
を
根
み
も
し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
も
仏
道
に

入
っ
た
と
開
い
て
、

ま
こ
と
に
う
れ
し
く
患
っ
て
い
ま
す
〈
平
家
物
語
全
注

釈
V。

部
髪
を
剃
り
尼
に
な
る
ま
で
は
弘
を
恨
ん
で
い
た
が
、

そ
の
あ
な
た
も
尼
に
な
っ

て
、
真
の
道
(
仏
道
)

に
は
い
っ
た
と
聞
い
て
う
れ
し
い
〈
小
学
館
日
本
吉
典
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文
学
全
集
〉
。

ω髪
を
剃
り
出
家
す
る
ま
で
は
憂
き
世
を
恨
ん
で
い
た
私
だ
が
、
あ
な
た
も
尼
と

な
っ
て
真
実
を
求
め
る
仏
道
に
入
っ
た
と
開
い
て
、

〈
新
瀬
古
典
集
成
〉
。

う
れ
し
く
思
っ
て
い
る

さ
て
、
以
上
を
見
る
に
、
下
の
句
に
つ
い
て
辻
、
諸
注
ほ
ぼ
同
議
の
解
釈
を
与

え
て
い
る
も
の
の
、
こ
と
上
の
句
に
関
し
て
は
、
注
釈
者
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
は

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
、
「
剃
る
一
と
は
〈
誰
の
〉
行
為
か
。
ま

た
〈
誰
が
〉
〈
誰
(
何
)
を
〉

一
う
ら
」
む
の
か
と
い
う
、
基
本
的
文
脈
の
理
解

に
お
い
て
、
す
で
に
一
致
を
み
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
ず

ω閣
は
〈
剃
る
〉

と
い
う
行
為
を
横
信
の
も
の
と
し
、
∞
川
聞
は
滝
口
の
行
為
と
し
て
い
る
。
〈
恨

む
〉
主
体
に
つ
い
て
は
、
山
印
川
町
は
滝
口
と
す
る
が
、
矧
は
こ
れ
を
槙
笛
と
し
て



〈
根
む
〉
対
象
に
つ
い
て
は
、
間
凶
は
一
憂
き
世
」
、
矧
は
滝
口
と

し
、
出
は
〈
張
む
〉
対
象
を
明
確
に
一
不
さ
ず
、
一
悲
し
ん
で
い
た
」
と
言
い
換
え
て

い
る
。

い
る
。
ま
た
、

つ
ま
り

)
の
歌
に
関
し
て
は
、
註
釈
者
に
よ
っ
て
、
解
釈
に
か
な
り
の
揺
れ

し
か
も
、

が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
定
説
を
見
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
一
不
さ
れ
た
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
ず
、
山
に
つ
い
て
は
、
〈
俣
む
〉
の
語
を
「
悲
し
ん
で
い
た
一
と
量

換
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
、
ま
た
、
横
笛
の
剃
髪
が
、
滝
白
の
「
悲
し
」
み

を
解
指
さ
せ
る
因
果
関
係
が
明
瞭
で
な
い
。
∞
凶
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
示
し

て
い
る
が
、
上
の
句
に
お
け
る
剃
髪
の
主
体
を
滝
口
と
す
る
こ
と
で
、
一
種
の
論

理
的
破
綻
が
生
じ
る
。
即
ち
、
滝
口
、
か
剃
髪
し
た
の
は
、
横
笛
の
往
生
院
訪
問
以

前
の
こ
と
で
あ
り
、
滝
口
の
鵜
髪
以
前
の
心
清
と
、
一
定
時
間
経
過
後
の
横
笛
の

出
家
に
よ
り
生
じ
た
心
請
を
国
果
関
採
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
か
り
や
す

く
い
え
ば
、
横
笛
の
出
家
と
い
う
行
為
が
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
点
に
お
け

る
滝
口
の
〈
倶
み
〉
を
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
。

(3) 
tま

笛
と
す
る
点
に
お
い
て
、
基
本
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

〈
恨
む
〉
主
体
を
横

〈
私
を
〉
で
は
な
く

〈
私
は
〉
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
現
行
の
諸
注
を
取
り
上
、
げ
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
は
、

け
っ
し

て
こ
れ
ら
の
注
釈
と
し
て
の
価
植
を
毘
め
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

現
代
の
平
家
物
語
研
究
の
諸
権
威
を
迷
わ
し
め
る
ほ
ど
に
、

多
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

}
の
歌
に
は
問
題
が

と
こ
ろ
で
、

こ
の
歌
の
不
可
解
さ
と
は
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

八
』摂

歌
を
素
直
に
読
む
か
ぎ
り
に
お
い
て

む
V
主
体
は
滝
口
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

(
な
ぜ
な
ら
ば

〈
剃
る
〉
主
体
法
横
笛
で
あ
り

こ
の
歌
は
横
笛
の
出

家
を
伝
え
聞
い
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
滝
口
、
か
横
笛
に
贈
っ
た
も
の
だ
か
ら
)
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詫
口
が
〈
恨
む
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
。
こ
の
歌
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
最
大
の
問
題
点
は
こ
こ
に
島
る
で
あ
ろ

う
。
〈
畑
出
V
ん
で
い
た
の
辻
横
筈
の
は
ず
な
の
に
、
滝
口
、
が
(
恨
む
〉
と
は
何
事

し
か
し
、

か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、
語
り
本
平
家
諸
本
に
お
い
て
、

こ
の
贈
答
歌
に
は
表
現
の
変
化
が
み

一
般
に
、
平
家
物
語
本

ら
れ
ず

ほ
ぼ
完
全
に
固
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

文
の
流
動
は
、
語
り
本
系
テ
キ
ス
ト
間
に
お
い
て
減
少
し
、
本
文
の
権
威
化
的
現

象
が
み
ら
れ
る
が

」
の
贈
答
歌
の
詞
章
は

一
つ
の
権
威
の
輝

そ
の
意
味
で

き
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
語
り
本

諸
テ
キ
ス
ト
成
立
の
段
階
に
お
い
て
は

こ
の
歌
の
解
釈
に
関
し
て
、

今
日
の
よ

う
な
一
種
の
混
乱
辻
生
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

-3-

い
ま
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
張
拠
を
一
不
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
を
一

考
し
て
み
る
必
要
は
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
詫
口
が
〈
根
〉
ん
だ
と
す
れ
ば
、

ま
ず
問
題
と
な
る
。
滝
口
が
〈
俣
む
〉
対
象
は
、
文

何
を
人
組
以
〉
ん
だ
の
か
が
、

紙
上
、
横
笛
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
一
一
一
一
口
の
断
つ
も
な
く
出
家

し
、
横
笛
を
悲
嘆
の
底
に
沈
ま
せ
、

な
お
か
つ
、

こ
れ
を
す
げ
な
く
追
い
返
し
た

滝
口
に
、
横
笛
を
〈
恨
む
〉
だ
け
の
正
当
な
理
由
が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う

そ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
現
代
の
↓
評
者
が
ほ
ぼ
無
意
識
に
そ
こ
に
立

た
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
近
代
的
な
男
女
観
に
発
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
世
に
お
け
る
男
女
の
関
係
辻
、
こ
と
恋
愛
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
平
等
の
観

別
稿
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
繰

力、

し
ち、

し

念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
詳
し
く
は
、

り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
夫
の
浮
気
に
よ
る
三
角
関
係
の
も
つ
れ
と
い
っ
た
状

況
す
ら
、
妻
の
嫉
妬
心
に
そ
の
責
が
帰
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
風
土
の
中
で
は
、
滝



立
に
も
八
根
む
〉
に
足
る
十
分
な
根
拠
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

滝
口
が
親
の
恩
と
女
へ
の
愛
と
の
板
訣
み
と
い
う
状
況
を
〈
善
知
識
V
と
し
て

出
家
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
一
挙
に
超
俗
の
聖
人
と
な
っ
た
と

錯
覚
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、

本
が
往
生
院
隠
棲
中
の
滝
口
に
、

た
と
え
ば
延
慶

世
を
厭
ひ
浄
土
を
願
う
墨
染
の
有
繋
が
に
ぬ
る
L
A

一
袖
の
上
哉

と
独
一
認
さ
せ
て
い
る
点
や
、
古
写
本
の
議
苗
草
紙
(
清
涼
寺
本
)
に
お
い
て
、

同

「
愛
知
離
苦
に
苦
し
み
」
を
言
い

宿
の
錆
に

飽
か
ぬ
中
を
思
ひ
き
り
、
世
を
一
献
へ
ど
も
、
飽
か
で
到
れ
し
、
横
筈
の
、
寝

れ
ば
夢
に
見
え
、
さ
む
れ
ば
面
彩
に
立
ち
た
ま
ひ
て
、
忘
れ
も
や
ら
ぬ
は
か

な
さ
よ
。

と
、
横
笛
へ
の
飽
か
ぬ
思
い
を
語
ら
せ
て
い
る
点
な
ど
に
、

よ
り
明
瞭
に
表
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
滝
口
の
心
は
い
ま
だ
横
笛
へ
の
思
い
に
揺
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
な
く
し
て
は

あ
か
で
加
し
女
に
此
す
ま
ひ
を
み
え
て
侯
へ
ば
、

ル
γ
も、

又
も
し
た
ふ
事
あ
ら
ば
、

た
と
ひ
一
度
は
心
つ
よ
く

心
も
は
た
ら
き
候
ぬ
べ
し
(
完
一
本
)
。

と
い
う
滝
口
の
台
詞
は
発
せ
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

滝
口
の
〈
慎
み

V
は
横
笛
へ
の
こ
の
飽
か
ぬ
思
い
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

そ

の
思
い
が
持
続
し
て
い
る
以
上
、
出
家
と
し
て
の
境
遇
は

い
ま
や
禁
断
の
も
の

と
な
っ
た
恋
へ
の
思
い
を
募
ら
せ

か
え
っ
て
そ
の
内
部
に
お
け
る
横
笛
の
像
を

つ
ま
り
、
滝
口
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
、
横
笛
な
の
で
あ
る
。

肥
大
化
さ
せ
る
。

〈
恨
み
〉
が
、
対
象
へ
の
深
い
執
心
の
持
続
の
意
と
す
れ
ば
、
〈
恨
〉
ま
れ
る
べ

き
は
、
滝
口
で
あ
る
と
同
時
に
、
横
笛
で
で
も
あ
る
。

室
町
物
語
の
横
笛
草
紙
の
諸
本
で
は
、
往
生
院
を
訪
れ
た
横
筈
に
、
詫
口
に
対

す
る
恨
み
言
を
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

さ
て
も
自
ら
契
る
と
て
親
の
不
孝
を
蒙
り
て
、
自
ら
を
捜
み
さ
せ
給
ふ
も
こ

と
は
り
と
は
思
へ
ど
も
、

と
思
ゑ
ば
、

ま
た
自
ら
深
き
思
ひ
に
沈
み
も
し
、
そ
な
た
ゆ
へ

た
が
ひ
に
恨
み
に
て
、
っ
き
せ
ぬ
な
り
(
慶
大
本
)
。

こ
の
恋
が
原
因
で
窺
の
不
興
を
蒙
っ
た
滝
口
が
、
自

横
笛
は
こ
こ
に
お
い
て
、

分
を
〈
根
む
〉
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
自
身
も
滝
口
へ
の
深
い
思
い
に
沈
ん

だ
が
故
に
滝
E
を
〈
恨
む
〉
と
述
べ
て
い
る
。
両
者
は
ま
さ
に
八
た
が
ひ
に
恨
〉

む
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
本
買
は
、

み
〉
郎
執
心
を
説
く
点
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
恋
の
物
語
た
る
所
以
で
あ
る
。

そ
し
て
、
語
り
本
平
家
諸
本
は
、
両
者
の
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
、
相
互
の
〈
最

お
そ
ら
く
横
笛
と
滝
自
の
こ
の
〈
慢

み
〉
の
解
消
を
図
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
横
笛
の
出
家
(
女
性
で
あ
る
こ

と
の
放
棄
)
に
よ
っ
て
、
滝
口
は
、
は
じ
め
て
そ
の
〈
恨
み
〉
郎
執
心
か
ら
解
き

放
た
れ
、
横
僅
も
ま
た
自
ら
出
家
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滝
口
へ
の
思
い
を
断
ち
切
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る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

そ
れ
が
本
当
の
意
味
で
の
解
消
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
、
横
筈
の
〈
お
も
ひ
の
つ
も
り
〉
の
死
と
い
う
結
末
が
吾
、
ず
と
物
語
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

八
根
む
V
女

藤
原
師
家
に
は
相
思
の
女
が
い
て
、

そ
こ
に
通
っ
て
い
た
。

し
か
し
、

そ
の

足
は
次
第
に
遠
退
き

つ
い
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
半
年
後
、
そ
の
女
の
家
の

前
を
通
り
か
か
っ
た
師
家
は
女
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
。
訴
か
ら
女
は
法
華
経
を

読
議
し
て
お
り
、
師
家
は
か
つ
て
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
女
の
意
外
な
美
し
さ

に
心
を
動
か
さ
れ
る
。

し
か
し
、
女
は
読
経
が
終
わ
る
と
、
部
家
の
無
沙
汰
を



恨
む
言
葉
を
残
し
て
息
絶
え
る
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
師
家
も
死
ん
で
し
ま
っ

た
。
女
の
霊
が
取
り
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
今
昔
物
語
集
巻
三
十
一
所
収
の
「
右
少
弁
師
家
轄
臣
女
に
値
ひ
て
死

し
た
る
語
第
七
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
男
の
離
れ
離
れ
を
根
ん
で
死
ん
で
い
っ
た

一
誌
は
要
約
し
得
る
で
あ
ろ
う

女
の
霊
が
、
男
を
取
り
殺
し
た
と
い
う
話
と
、

が
、
し
か
し
、
な
お
検
討
す
べ
き
要
素
を
残
し
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
の
編
者
段
、
説
話
の
末
患
に
お
い
て
、

其
の
女
最
後
に
法
花
経
を
読
み
奉
て
失
に
け
れ
ば
、
定
め
て
後
世
も
貴
か
ら

む
と
人
も
見
け
る
に
、
弁
を
見
て
深
く
恨
の
心
を
し
て
失
け
る
に
こ
そ
は
、

何
に
共
に
罪
深
か
ら
む
と
ぞ
思
ゆ
る
。

と
い
う
批
評
を
付
し
て
い
る
。
即
ち
、
女
の
霊
に
殺
さ
れ
た
男
と
い
う
出
来
事
の

異
常
さ
は
す
で
に
本
編
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
か
ら
か

こ
こ
に
お
い

て
編
者
の
関
心
は
、

て
死
ん
で
い
っ
た
、
女
の

む
し
ろ
師
家
に

「
今
は
此
れ
を
根
み
て
」
と
の
一
一
一
一
口
葉
を
残
し

-
罪
深
」
さ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
女
が
死
の
直
前
ま
で
読
請
し
て
い
た
法
華
経
は
、
代
表
的
な
誠
罪

教
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
女
は
男
の
夜
離
れ
を
妬
む
自
ら
の
執

心
の
罪
深
き
を
法
華
経
読
一
一
諦
の
功
徳
に
よ
っ
て
清
め
、
自
ら
繰
り
返
し
読
み
上
げ

た
同
経
薬
王
品
中
の
「
青
蓮
花
中
宝
座
之
上
」
に
転
生
す
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
男
と
の
偶
然
の
再
会
に
よ
っ
て
、
執
心
の
炎
が
再
び
燃
え
上

が
り
、
九
初
の
功
を
一
貫
に
欠
く
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
。
女
の
霊
は
ど

こ
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

女
の
執
心
の
深
さ
が
、
そ
の
往
生
を
妨
げ
る
と
い
う
説
話
の
論

理
構
造
が
読
み
取
ら
れ
る
が
、
嶺
笛
の
物
語
に
お
い
て
も
、
滝
口
と
横
詣
の
和
解

こ
こ
か
ら
は
、

を
語
ら
ず
、
専
ら
横
笛
の
〈
恨
み
〉
を
中
心
に
説
く
も
の
が
あ
る
こ
と
に
註
意
し

て
お
き
た
い
。
盛
衰
記
・
四
部
本
・
長
門
本
、
室
町
物
語
の
横
笛
草
紙
等
、
横
笛

の
入
水
を
説
く
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
物
語
の
輪
郭
を
最
も

鮮
明
に
表
し
て
い
る
の
は
、
中
で
も
室
町
物
語
の
横
笹
説
話
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
室
町
物
語
の
本
話
は
、
随
所
に
こ
の
期
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
向
(
た
と

え
ば
横
蓄
の
法
輪
寺
通
夜
、
虚
空
歳
菩
瑳
の
一
不
現
等
)
を
折
り
込
み
な
が
ら
、
一

貫
し
て
横
笛
の
〈
根
み
〉
の
物
語
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。

往
生
院
訪
問
の
場
面
で
、
語
り
本
平
家
の
横
笛
が
、
詫
口
に
対
し
て
一
一
一
二
口
も
発

せ
ぬ
ま
ま

八
ち
か
ら
な
う
涙
を
お
さ
へ
て
〉

(
覚
一
本
)
帰
っ
て
ゆ
く
の
に
比

し
、
室
町
物
語
の
横
笛
は
、
連
綿
と
そ
の
〈
深
き
思
ひ
〉
〈
恨
み
〉
の
言
葉
を
投

げ
掛
け
、
遂
に
そ
の
場
に
泣
き
崩
れ
る
。
こ
の
対
比
は
、

両
者
の
横
笛
説
話
を
比

そ
の
後
の
横
笛
の
行
動
と
響
き
合
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
横
笛
は
、
自
ら
の
激
情
を
押
し
包
ん
で
、
出
家
を
遂

げ
、
体
訳
者
は
そ
の
激
情
の
ま
ま
に
、
あ
た
り
を
さ
ま
よ
い
、
大
堰
川
の
千
鳥
ケ
淵

に
身
を
投
じ
る
。
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較
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
が
、よ

し
な
の
わ
が
心
ゃ
な
、
飽
の
只
の
片
思
ひ
、

人
は
か
ほ
ど
に
つ
れ
な
き
を
、
思
ふ
も
く
る
し
。
と
に
か
く
に
、

よ
く
/
¥
物
を
案
ず
る
に
、

つ
れ
な
き

い
の
ち
の
あ
れ
ば
こ
そ
、
あ
か
ぬ
別
れ
も
恋
し
け
れ
と
、

た
JX

一
す
、
ち
に
思

き
り
(
慶
大
本
)

そ
の
時
の
横
笛
の
心
中
描
写
で
あ
る
。

そ
し
て
、
横
笛
の
入
水
を
開
い
た
滝
口
は
、
大
堰
川
に
駆
け
付
け
、
横
笛
の
亡

骸
を
掻
き
抱
い
て
、
髪
を
撫
で
な
が
ら
、

む
ざ
ん
の
物
の
有
様
や
、
か
く
島
る
べ
き
と
知
る
な
ら
ば
、
な
ど
か
わ
見
も

と
は
、

し
晃
ゑ
ざ
ら
ん
。

さ
こ
そ
草
の
陰
に
で
も
恨
み
深
く
思
ふ
ら
ん



と
横
笛
の
〈
思
ひ
〉
の
深
さ
を
今
更
な
が
ら
に
覚
り
、
後
海
の
涙
を
流
す
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、

い
ま
こ
そ
恨
み
の
濡
に
沈
む
と
も
、

わ
が
命
の
あ
ら
ん
程
は
、
後
生
は
弔
ひ

申
す
べ
し
。

と

一
生
を
か
け
て
接
笛
の
後
生
を
弔
い
、

そ
の
〈
恨
み
〉
を
鎮
め
る
こ
と
を

誓
っ
て
い
る
。
滝
口
を
高
野
へ
向
か
わ
せ
た
の
は
、
こ
の
海
恨
の
念
で
あ
り
、
そ

の
患
い
の
強
さ
が
、
滝
口
を
「
世
に
た
つ
と
き
-
聖
と
す
る
。
室
町
物
語
の
讃
笛

説
話
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
物
語
の
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味

で
、
物
語
構
成
上
に
お
け
る
横
笛
・
滝
口
相
互
の
関
係
は
他
本
に
比
し
て
、
よ
り

緊
密
で
あ
る
。

前
掲
の
今
昔
物
語
集
の
説
話
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
深
い
思
い
即
〈
恨
み
〉

を
残
し
て
死
ん
で
い
っ
た
女
が
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
横
笛
草
紙
に
お

け
る
滝
口
の
法
華
経
読
議
の
モ
チ
ー
フ
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
こ
の
地
点

に
お
い
て
で
あ
る
。

『
発
心
集
』
第
三
に
、
桂
川
に
入
水
し
た
、
蓮
花
域
と
い
う
聖
の
話
が
あ
る
。

死
期
の
遠
か
ら
ざ
る
を
告
っ
た
蓮
花
域
は
、
正
念
に
て
の
最
期
を
入
水
と
い
う
行

為
で
果
た
さ
ん
と
し
、
「
荘
河
の
深
き
所
」
の
水
底
に
身
を
沈
め
る
。
と
こ
ろ
、
が
、

死
後
、
そ
の
最
期
を
見
取
っ
た
登
蓮
法
師
の
も
と
に
蓮
花
域
の
怨
霊
が
登
場
し
、

自
ら
の
入
水
の
間
際
に
、
な
ぜ
引
き
止
め
て
く
れ
な
か
っ
た
か
と
恨
み
言
を
い
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
桂
川
が
当
時
入
水
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
保
一
五
物
語
に
お
い
て
為
義
の
北
方
が
岳
ら
の
髪
を
沈

め
、
そ
の
後
入
水
し
て
果
て
た
の
も
、
こ
の
桂
川
の
「
深
き
所
」
で
島
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
所
に
、
死
者
た
ち
の
怨
念
が
寵
も
ら
な
い
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え

ば
中
堂
本
地
物
語
の
一
大
集
成
と
も
い
う
べ
き
神
道
集
に
は
、

い
く
つ
か
の
女
人

入
水
謹
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
の

心
街

連
し
て
、
福
田
晃
氏
は
、
こ
う
し
た
入
水
の
地
に
、

定
の
行
儀
」
が
な
さ
れ
た

「
赤
域
大
明
神
事
」

の
潤
名
姫
の
入
本
語
に
関

か
つ
て
横
死
者
の

「
怨
霊
鎮

「
斎
場
」

の
面
影
を
読
み
と
っ
て
お
ら
れ
る
。

さ
て
、
横
笹
の
〈
根
み
〉
の
物
語
と
し
て
の
本
話
は
、
ま
た
独
自
な
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
。
現
存
の
横
筈
草
紙
の
中
で
は
、
最
も
書
写
年

代
が
吉
い
と
さ
れ
る
清
涼
寺
本
が
そ
れ
で
あ
る
。
清
涼
寺
本
は
物
語
の
冒
頭
で
、

横
筈
の
出
自
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

横
笛
は
、
摂
津
国
神
崎
の
遊
君
の
長
者
の
娘
・
侍
従
の
子
と
し
て
生
ま
れ

た
。
侍
従
は
恋
の
相
手
を
求
め
て
、
鞍
馬
山
に
祈
願
を
す
る
。
そ
の
夜
の
夢
想

に
、
み
ぞ
ろ
が
池
で
遅
返
す
る
人
物
と
契
り
を
結
ぶ
べ
し
と
の
一
不
現
が
あ
る
。

一
不
現
の
通
り
、
持
従
は
み
ぞ
ろ
が
池
の
ほ
と
り
で
男
に
出
会
い
、
契
り
を
結
ぶ

が
、
男
の
正
体
に
不
審
を
抱
い
た
侍
従
は
、
男
の
狩
衣
に
針
を
差
し
て
誌
を
付

け
、
そ
の
正
体
が
大
蛇
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
。
男
は
、
鞍
gm
の
多
田
向
天
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の
少
将
と
名
乗
り
、
み
ぞ
ろ
が
池
の
大
蛇
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
、
侍
従
に

青
葉
の
笛
を
残
し
て
死
ぬ
。
侍
従
拭
女
の
子
を
産
み
、
横
笛
と
名
付
け
る
が
、

こ
れ
を
捨
て
る
。
横
笛
は
、
三
輪
の
山
中
で
育
ち
、
十
五
の
年
御
室
の
御
所
に

参
る
。
そ
の
後
、
清
盛
が
福
原
に
出
掛
け
、
神
崎
に
一
夜
の
宿
を
と
っ
た
時
、

横
笛
を
見
出
し
て
蔀
に
連
れ
帰
る
。
そ
の
後
横
笛
は
、
建
孔
門
院
に
仕
え
る
。

こ
れ
は
室
町
物
語
の
横
笹
草
紙
の
中
で
も
、
清
涼
寺
本
に
独
告
に
み
ら
れ
る
モ

チ
ー
フ
と
い
っ
て
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
三
輪
山
塑
の
説
話
が
導
入
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
、
中
世
文
芸
に
お
い
て
深
泥
池
の
大
蛇
を
説
く
類
縁
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
謹
江
一
元
正
氏
の
論
が
あ
る
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
徳
江
氏
も
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
清
涼
寺
本
は
、
挿
入
説
話
の
形
で
、
さ
ら
に

「
ち
ゃ
う
あ
ん
の



娃
宮
」
と

「
お
た
の
出
の
大
蛇
」
と
の
蛇
聾
入
型
説
話
を
記
し
て
い
る
。

し、

わ

ば
、
こ
の
型
の
説
話
に
執
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
わ
汁
で
あ
る
が
、

こ
の
占
…
に

つ
い
て
徳
江
氏
は
、
「
も
と
も
と
、
横
笛
の
父
を
大
蛇
と
す
る
と
に
、
な
ん
ら
の
必

然
性
も
な
い
一
と
し
て
、
「
多
分
、
中
世
の
あ
る
時
期
の
好
み
を
反
映
し
て
、
は
な

し
の
筋
を
奇
怪
に
興
深
く
す
る
た
め
、
告
り
て
き
た
趣
向
な
の
で
あ
っ
た
ろ
う
-

と
さ
れ
て
い
る
。

徳
江
氏
の
指
摘
は
、
横
笛
草
紙
の
諸
本
中
に
お
け
る
清
涼
寺
本
の
こ
の
そ
チ

i

フ
の
独
自
(
鋲
立
〉
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
妥
当
な
見
解
と
い
え
よ
う
が
、
横
笛
の

入
水
と
い
う
結
末
と
の
響
き
合
い
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
物
語
の
一

つ
の
意
匠
が
透
け
て
見
え
て
く
る
。
今
昔
物
語
集
の
編
者
が
、
嫉
妬
深
い
妻
を

爪匂

語
っ
た
説
話
の
末
尾
で
、

嫉
妬
は
罪
深
き
事
也
。

必
ず
蛇
に
成
に
け
む
か
し
と
ぞ
人
一
五
け
る
と
な
む
一
語
り

伝
へ
た
る
と
や
。

と
記
す
よ
う
に
、
執
心
は
女
を
し
て
蛇
体
へ
と
変
身
さ
せ
る
。
道
成
寺
縁
起
を
引

き
合
い
に
だ
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
中
世
説
話
の
論
理
構
造
の

か
な
り
基
底
部
分
に
位
置
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
身
に
八
恨
み
〉
即
執
心
を
抱
い
た
横
笛
が
大
堰
別
の
千
鳥
ケ
瀕
に
身
を
投
じ

そ
こ
に
蛇
体
に
変
じ
た
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ

た
時
、

自
然
の
な
り
ゆ
き
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
深
泥
池
の
大
蛇
の
子
で
あ
っ
た
横
筈

は
、
い
わ
ば
、
蛇
身
へ
と
国
掃
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

〈
覗
く

V
男

中
世
に
お
け
る
説
話
の
変
容
、

そ
の
多
様
さ
の
一
端
は
、
こ
の
横
笛
説
話
に
も

そ
れ
は
、
相
互
に
何
の
脈
絡
も
な
く
無
制
限
に

変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
体
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
一
つ
の
説
話
の
変
容
の
背
後

に
は
、
何
ら
か
の
変
容
の
論
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
変
化
す
る
側
面
と
同
時
に
、
変
化
せ
ざ
る
側
面
を
も
注
視
す
る

は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
の
よ
う
に
志
わ
れ
る
。
し
か
し
、

明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
、

し
か
し
、

こ
と
に
よ
っ
て
、

中
世
に
お
け
る
横
笛
説
話
変
容
の
輪
郭
を
描
き
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
到
底

こ
の
小
稿
の
手
に
あ
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、

て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
か
ら
は
、

一
部
本
文
の
流
動
に
つ
い
ν

こ
の
説
話
の
変
容
史
に
お
け
る
散
妙
な
一
面

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

検
り

た
と
え
ば
、
岩
瀬
博
氏
は
横
笹
説
話
の
本
文
に
つ
い
て
、
槙
笛
草
紙
、
平
家
物

語
は
そ
れ
ぞ
れ
三
頭
伝
承
の
瀧
口
横
信
説
話
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
化

平
家
物
語
を
典
拠
と
し
、
そ
れ
を
変
形
、

静
色
し
て
槙
笛
草
紙
が
成
立
し
た
と
い
う
考
え
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
お
も
に
再
者
の
類
似
語
句
の
少
な
さ
を
挙
げ
ら
れ

る
。
い
ま
岩
瀬
氏
の
論
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
氏
が
到
達
さ
れ
た
結
論
の
当

否
を
あ
げ
つ
ら
う
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
氏
の
論
の
ス
タ
イ
ル
が
一
つ
の
典
型
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
氏
の
論
に
市
め
る
〈
口
頭
伝

一
本
〉
と
い
う
概
念
の
優
位
性
を
指
摘
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
我
々
が
中
世
の
文

芸
に
魅
力
を
感
じ
る
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
そ
の
口
承
的
性
格
に
あ
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
横
笹
説
話
に
お
い
て
も
、
平
家
物
語
諸
本
お
よ
び
宅
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を
図
っ
た
の
が
現
存
本
で
あ
る
と
し
、

可
物
語
の
当
該
説
話
は
、
内
容
の
レ
ベ
ル
で
も
、
表
現
の
レ
ベ
ル
で
も
、
程
互
の

隔
た
り
は
大
き
い
と
い
え
る
。

〈
口
頭
伝
承
〉
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
る
所
以

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
、
現
存
す
る
諸
種
の
横
笛
説
話
全
体
を
一
つ
の
士
俵



に
山
引
き
込
む
か
の
よ
う
な
、
本
文
の
微
妙
な
交
錯
の
相
に
は
、
こ
の
説
話
の
変
容

無
視
で
き
な
い
一
面
が
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
紙
幅

の
歴
史
を
考
え
る
土
で
、

の
関
係
も
あ
り
こ
こ
で
は
一
点
に
絞
っ
て
見
て
み
た
い
。

往
生
院
で
横
笛
の
訪
問
を
知
っ
た
滝
口
は
、
庵
室
の
障
子
の
際
関
か
ら
横
筈
の

姿
を
覗
く
。
そ
れ
を
措
か
な
い
の
は
、
延
慶
本
と
長
門
本
の
二
本
の
み
で
あ
り
、

こ
ち
ら
で
は
、
横
蓄
の
声
に
胸
を
震
わ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の

場
面
は

障
子
の
擦
問
を

物
語
中

最
も
重
要
な
も
の
の
一
っ
と
忠
わ
れ
る
。

通
し
て
挟
し
だ
さ
れ
る
横
笛
の
姿
は
、
あ
ま
り
に
哀
れ
か
つ
妖
艶
で
あ
り
、
人
々

の
心
を
打
た
ず
に
は
い
な
い
。
こ
の
物
語
の
豊
行
の
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
場
面

を
挙
げ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
滝
口
発
心
謹
と
い
う
視
点
か
ら

見
れ
ば
、
横
笛
の
こ
の
姿
に
激
し
く
心
を
動
か
さ
れ
た
滝
口
は
、
こ
の
局
面
を

乗
り
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
脱
の
道
へ
と
一
歩
近
付
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
場
面
は
、
滝
口
に
と
っ
て
重
要
な
通
過
儀
礼
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
面
は
、
物
語
の
重
要
な
核
を
な
し
て
い
る
。

そ
の
長
き
を
一
献
わ
ず
引
用
し

き
て
、
そ
こ
で
、
諸
本
の
こ
の
場
面
の
本
文
を
、

て
み
た
い
。

八
延
憂
本
〉

諸
口
入
道
、
破
無
く
思
し
女
の
音
と
間
に
、
胸
騒
ぎ
、
書
き
暮
ら
す
心
地
し
て
、

馳
り
出
、
見
ば
や
と
思
へ
ど
も
、
「
さ
て
は
仏
に
成
な
む
や
生
死
の
紀
綱
に
こ
そ
」

と
心
強
く
思
て
、
弥
変
事
も
せ
ざ
り
け
り
。

〈
長
門
本
〉

我
な
く
患
ひ
し
女
の
声
と
関
に
、
胸
さ
わ
ぎ
て
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
、

し
て
是
ま
で
お
は
し
た
る
ぞ
と
一
五
て
、
走
出
ば
や
と
忠
ひ
け
れ
ど
も
、
さ
て
は
仏

、r
'
h
p

こ

-4!
、
弘
u

・

に
成
ら
ん
哉
。
生
死
の
き
つ
な
に
こ
そ
と
心
づ
よ
く
思
ひ
て

い
と
い
ム
門
を
と
ぢ

て
返
事
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

〈
盛
衰
記
〉

滝
口
入
道
是
を
開
き
、
誠
な
ら
ぬ
事
哉
と
胸
打
騒
ぎ
、
障
子
の
間
よ
り
是
を
見
れ

ば
、
実
に
横
笛
に
ぞ
有
り
け
る
。
色
々
お
小
袖
に
衣
引
躍
き
、
そ
ょ
う
の
耳
踏
き

り
て
、
袖
は
涙
、
す
そ
は
露
に
ぞ
し
を
れ
た
る
。
通
夜
尋
お
詫
び
た
る
け
し
き

は
、
堅
田
の
道
人
心
者
も
心
弱
く
ぞ
覚
え
け
る
。
(
略
)
出
で
斗
一
物
語
を
も
せ
ば
や
。

晃
え
て
心
を
も
愚
め
ば
や
と
思
ひ
け
れ
ど
も
(
略
)
さ
て
は
仏
道
成
り
な
ん
や
と

患
ひ
切
る
。

八
南
都
本
〉

滝
口
入
道
、
胸
う
ち
さ
わ
き
、
障
子
の
隙
よ
り
見
け
れ
は
、

絶
間
よ
り
涙
の
露
も
所
せ
き
緑
の
ま
ゆ
す
み
も
乱
れ
つ
t
A

、
今
夜
も
打
と
け
寝
さ

り
け
り
と
覚
く
て
、
面
や
せ
た
る
気
色
、
尋
か
ね
た
る
有
様
、
誠
に
い
た
拭
し
く

ね
く
た
れ
し
か
み
の
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て
、
何
な
る
道
心
者
も
心
弱
く
成
ね
つ
へ
し
。

〈
覚
一
本
〉

滝
口
入
道
胸
う
ち
さ
は
ぎ
、
障
子
の
ひ
ま
よ
り
の
ぞ
ひ
て
み
れ
ば
、

ま
こ
と
に
た

づ
ね
か
ね
た
る
け
し
き
い
た
は
し
う
お
ぼ
え
て
、

い
か
な
る
道
心
者
も
心
よ
は
く

な
り
ぬ
ベ
し
。

〈
屋
代
本
〉

滝
口
入
道
胸
打
騒
き
、
障
子
の
際
よ
り
臨
て
見
は
、
尋
か
ね
た
る
景
気
、
誠
に
労

敷
、
何
な
る
道
心
者
も
心
弱
く
患
っ
べ
し
。

八
百
二
十
匂
本
〉

滝
口
入
道
、
梅
う
ち
さ
わ
ぎ
、
障
子
の
ひ
ま
よ
り
の
ぞ
き
て
み
れ
ば
、
寝
ぐ
た
れ

髪
の
ひ
ま
よ
り
も
、
流
る
る
涙
ぞ
一
所
狭
く
、
今
害
も
寝
お
や
ら
ぬ
と
お
ぼ
え
て
、



面
痩
せ
た
る
あ
り
さ
ま
、

た
づ
か
ね
た
る
気
色
、

ま
こ
と
に
い
た
は
し
く
見
え
け

い
か
な
る
道
心
書
も
心
弱
く
な
り
つ
べ
し
。
滝
口
、

見
参
せ
ば
や
」
と
思
ひ
し
が
、
「
か
く
、
心
か
ひ
な
く
し
て
は
、
仏
道
な
る
や
、
な

れ
ば

「
い
ま
は
出
で
会
ひ

ら
ざ
る
や
」

と
心
に
、
む
を
恥
ぢ
し
め
て

〈
八
坂
本
〉

滝
司
胸
打
さ
わ
ぎ
、
浅
ま
し
き
に
障
子
の
ひ
ま
よ
り
み
け
れ
ば
、

お
く
た
れ
が
み

の
た
え
ま
よ
り
、
涙
の
露
、
ぞ
と
こ
ろ
せ
く

」
よ
ひ
夜
も
す
が
ら
お
ざ
り
け
り
と

お
ぼ
え
て
、

お
も
ひ
や
せ
た
る
け
い
き
、
尋
か
ね
た
る
あ
り
さ
ま
、
誠
に
晃
る
も

レ
た
は
し
く
て

い
か
な
る
道
心
者
な
り
共
心
よ
わ
く
も
な
り
つ
べ
し
。

八
清
涼
寺
本
V

内
よ
り
滝
口
こ
れ
を
聞
き
て
、

も
し
横
笛
に
て
あ
る
ら
ん
と
思
ひ
て
、
障
子
の
ひ

ま
よ
り
覗
き
け
れ
ば
、

い
つ
し
か
、
お
も
や
せ
て
、
柴
の
一
ド
に
そ
ひ
て
、
し
ほ
/
¥

あ
ら
も
な
つ
ひ
き
の
、

と
し
た
る
あ
り
さ
ま
は
、

目
も
く
れ
心
も
く
れ
て
、

し、

と
H
A

く
る
し
き
、

い
ま
の
逢
瀬
の
よ

思
ひ
か
な
と
、
関
ふ
に
つ
ら
さ
の
、
涙
河
、

し
な
き
ょ
、
克
て
も
忠
ひ
の
い
や
ま
し
に
、

菩
薩
の
障
り
な
る
べ
し
と
、

心
つ
よ

く
思
ひ
切
り
、

〈
広
大
本
〉

横
笛
が
戸
と
聞
く
よ
う
も
、
胸
う
ち
さ

b
ぎ
て
、
障
子
の
ひ
ま
よ
り
も
覗
き
け
れ

ば
、
裾
は
露
、
袖
は
涙
に
し
ほ
れ
つ
斗
、

ま
こ
と
に
た
づ
ね
わ
び
た
る
風
情
に

て
、
あ
み
戸
を
た
L

き
た
ち
そ
ひ
て
、

し
ほ
/
¥
と
し
た
る
あ
り
さ
ま
は
、
あ
り

し
日
の
面
影
に
、

な
を
ま
さ
り
て
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
見
れ
ば
目
も
く
れ
、

心
も
き

ズー

い
づ
れ
を
夢
と
も
う
つ
斗
と
も
、

又
思
ふ

お
も
ひ
わ
け
た
る
か
た
ぞ
な
き
。

ゃ
う
、
此
う
へ
は

い
で
あ
ひ
て

か
は
る
姿
を
一
一
目
見
せ
も
見
ば
や
と
思
へ
ど

も
、
心
に
心
を
ひ
き
と

x
め

以
上
で
あ
る
。
な
お
横
笛
草
紙
に
つ
い
て
は
、
参
看
し
た
豪
大
本
・
吉
活
字
本
・

渋
川
版
と
も
に
広
島
大
学
本
に
近
く
、

こ
れ
を
以
て
代
表
と
し
た
。
清
涼
辛
本
の

み
は
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
も
、

や
や
独
自
な
本
文
を
見
せ
て
い
る
。

さ
て

」
こ
に
掲
げ
た
本
文
は

い
ず
れ
も
表
現
レ
ベ
ル
で
の
相
互
的
な
響
き

合
い
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

こ
れ
だ
け
の
引
用
で
、
相
互
の

依
拠
関
保
を
特
定
で
き
る
も
り
で
は
な
い
が
、
本
文
流
動
の
徴
妙
な
位
相
を
一
ぷ
す

に
は
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
諸
本
の
複
合
的
要
素
を
持
つ
畳
表
記
の
本
文
を

基
準
と
し
て
一
不
せ
、
ば
、
右
の
舟
例
中
、
延
・
長
を
除
き
、

の
類
句
を
持
ち
、

い
ず
れ
も
「
障
子
の
関

よ
り
是
を
見
れ
ば
」

こ
の
匂
を
一
ぶ
さ
な
い
延
・
長
も
、
請
涼
寺

本
を
除
く
他
本
が
持
つ

「
滝
口
入
道
(
略
)
胸
打
騒
ぎ
」

の
類
句
を
持
っ
て
い

る
。
ま
た
「
さ
て
は
仏
道
成
り
な
ん
や
」
の
匂
は
、
「
さ
て
は
仏
に
成
な
む
や
生
死

の
紀
綱
に
こ
そ
一

の
形
で
、
廷
・
長
に
見
え
、

さ
ら
に
語
り
本
系
の
百
一
一
ト
匂
本

に
も
「
仏
道
な
る
や
、

な
ら
ざ
る
や
」
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
通
夜
尋
ね

堅
田
の
道
心
者
も
心
弱
く
ぞ
覚
え
け
る
」
の
類
似
文
は
、

土
橋
・
覚
・
屋
・
百
・
八
の
平
家
各
本
に
見
ら
れ
、
議
筈
草
紙
で
は
、

詫
び
た
る
け
し
き
は
、

「
ま
こ
と
に

た
づ
お
わ
び
た
る
風
情
に
て
」
(
広
)
以
下
、
類
似
文
を
持
つ
も
の
の
、

」
れ
を

「
あ
り
し
日
の
面
影
に
、
な
を
ま
さ
り
て
ぞ
お
、
ほ
え
け
る
」
と
受
け
て
い
る
。

た
、
「
紬
は
涙
、
す
そ
は
露
に
、
そ
し
を
れ
た
る
」
の
句
は
、
誌
大
本
横
笛
草
紙
に
類

句
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
出
で
斗
物
語
を
も
せ
ば
や
。
見
え
て
心
を
も
尉
包
め
ば
や

と
忠
ひ
け
れ
ど
も
」

の
類
匂
は
、
延
・
長
・
百
・
広
の
各
本
に
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
盛
に
な
い

「
寝
ぐ
た
れ
髪
の
ひ
ま
よ
り
も
」
(
百
)
一
ぶ
々
の
句
は
、
自
・
八
に

類
匂
が
見
ら
れ
る
。

ざ
っ
と
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
桔
互
に
類
縁
関
係
の
密
な
も
の
、
疎

-9-
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の
ご
と
く

遠
な
も
の
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
こ
の
場
面
の
表
現
が
全
体
と
し
て
料
え
る
縄

一
筋
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

そ
の
異
同
の
徴
妙
き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、

て
、
さ
ら
に
思
う
べ
き
は
、

前
提
を
な
す
本
文
を
継
桑
し
な
が
ら
も
、

そ
の

そ
こ
に
注
ぎ
込
ん
だ
表
現
へ
の
意
欲
と

見
ら
れ
る
と
い
っ
た
ら
、

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
中
世
説
話
の
伝
求
形
態
の
一
つ
の
有
り
議
が
こ
こ
に

そ
れ
は
大
錦
に
す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

四

物
語
の
鉱
脈

最
後
に
、

話
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
盛
衰
記
と
長
門
本
の
横
笛
説
話
は
一
種
の
類
縁
関
係

」
れ
ま
で
あ
ま
り
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
盛
衰
記
と
長
門
本
の
横
笛
説

に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

い
ま
両
書
の
構
成
を
一
不
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

八
盛
〉

滝
口
、
横
笛
を
見
初
め
、
恋
仲
と
な

る

2 

父
葉
頼
こ
れ
を
知
り
、
滝
口
を
諌
め

る

3 

滝
口
十
八
に
て
出
家
、
法
輪
寺
に
隠

棲。横
笛
、
法
輪
寺
虚
空
蔵
で
通
夜
、
詫
日

と
の
再
会
を
祈
る
。

生5 

績
雷
、
滝
口
に
す
げ
な
く
追
い
返
さ
れ

る

6 

模
笛
、
桂
川
に
身
を
投
げ
、
十
七
歳

〈
長
〉

滝
口
、
横
筈
を
見
初
め
、
恋
仲
と
な

る
2 

父
茂
額
こ
れ
を
知
り
、
滝
口
を
諌
め

る
3 

滝
口
十
八
に
て
出
家
、
往
生
院
に
語

棲。

一
二
条
の
宿
所
を
尋
ね
、
投
げ
出

さ
れ
た
扇
歌
に
よ
り
滝
口
の
出
家
を
知

る
4 

横
信
、

5 

讃
笛
、
法
輪
寺
星
空
歳
で
通
夜
、
滝
口

と
の
再
会
を
折
る
。

虚
空
義
喜
護
の
一
不
現
で
滝
日
の
居
所

6 

7 

で
は
か
な
く
な
る
。

滝
口
、
そ
の
場
に
駆
付
け
、
横
笛
を
茶

昆
に
付
す
。

建
口
、
骨
を
拾
い
、
諸
冨
行
軒
、
骨
を

所
々
に
納
め
る
。

滝
口
、
高
野
奥
の
院
に
卒
蔀
婆
を
建

て
、
宝
瞳
院
斐
坊
に
住
む
。

滝
口
骨
を
拾
い
、
高
野

ι

奥
の
院
に
上

る を
知
る
。

7 

横
筈
滝
口
に
す
げ
な
く
追
い
返
さ
れ

る
境
笛
、
桂
引
に
身
を
設
、
げ
、
十
七
議
で

は
か
な
く
な
る
。

滝
口
、
そ
の
場
に
駆
付
け
、
横
蓄
を
茶

昆
に
付
す

o

A
U
 

8 

8 

9 

9 

右
の
対
比
か
ら
そ
の
類
縁
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

盛
衰
記
と
長
門
本
の
本
説
話
は
骨
格
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
と
同
時
に
、
細
部
に
お

い
て
も
通
じ
合
う
点
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
冒
頭
で
、
苅
萱
と
嶺
筈
の
名
を
出

10 

し
、
苅
萱
の
棺
子
を
越
中
前
可
蓋
俊
(
長
門
本
は
越
中
次
郎
兵
衛
謹
次
)
と
す
る

点
。
横
琶
の
出
自
を
神
崎
の
遊
君
の
娘
と
し
、
こ
れ
を
渚
盛
が
福
諒
か
ら
の
上
洛

の
持
、
召
し
連
れ
て
、
建
礼
門
誌
の
宮
中
に
進
上
し
た
と
す
る
点
。
出
家
を
決
意

す
る
滝
口
の
心
中
表
現
の
類
似
。
滝
口
の
庵
室
を
尋
ね
る
横
笛
が
法
華
経
提
婆
品

を
読
む
声
で
そ
れ
と
知
る
箇
所
。
横
笛
の
入
水
を
十
月
六
日
の
こ
と
と
す
る
点

等
々
。
こ
れ
ら
を
以
て
考
え
る
と
、

そ
の
細
部
に
お
け
る
異
同
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
両
書
の
取
材
源
は
非
常
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

室
町
物
語
の
横
笛
説
話
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
横
笛

草
紙
と
蓋
・
長
は
、
意
外
に
表
現
の
レ
ベ
ル
で
の
近
似
笹
が
高
く
、
牽
・
長
の
本

一
見
、
横
雷
草
紙
の
そ
れ
の
簡
略
化
、
あ
る
い
は
梗
域
化
的
議
相
を
呈
し

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
両
主
目
、
が
、
直
接
現
存
す
る
ご

文
は
、

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
き
室
町
物
語
の
横
笛
草
紙
の
世
界
に
そ
の
材
を
仰
い
だ
も
の
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ

」
れ
ら
の
基
盤
に
横
た
わ
る
物
語
の
鉱
脈
と
も
い
う



べ
き
も
の
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、

さ

ら
に
や
や
異
質
な
展
開
を
み
せ
る
延
慶
本
の
本
話
と
の
関
係
を
も
含
め
て
、
中
世

に
お
け
る
物
語
の
一
筋
の
流
れ
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

近
代
の
日
本
画
家
、
村
上
草
岳
に

「
日
高
川
」
と
い
う
一
一
帽
の
絵
が
あ
る
。

そ

の
両
題
か
ら
推
関
で
き
る
よ
う
に
道
成
寺
縁
起
に
材
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

[J 

高
山
川
を
前
に
し
て
立
つ
美
し
い
清
姫
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
足
は

い
ま
に
も
、
宙
に
浮
き
立
ち
そ
う
で
あ
り
、

そ
の
援
は
、
前
去
を
注
提
し
て
い
る

ょ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
実
な
に
も
え
て
は
い
な
い
む

;主

そ
の
魂
は
す
で
に
、

る
か
彼
方
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
八
あ
く
が
る
〉
立
を
措
い
て

見
事
と
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。

し
か
し

こ
れ
は
村
上
華
岳
の
絵
画
に
と
ど
ま
ら
ず

日
本
の
文
芸
に
お
い

て

つ
の
流
れ
を
形
成
す
る
そ
チ

i
フ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、

中
世
に
お
け
る
諸
種
の
横
笛
説
話
が

一
様
に
庵
室
の
障
子
の
際
問
か
ら
見
え
る

こ
れ
が
一
種
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
感
覚
で
以
て
捉
え
ら
れ
、

物
語
の
窪
行
に
大
き
な
寄
与
を
果
た
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
患
わ

そ
の
〈
担
み
〉
、

横
笛
を
措
く
の
は

の

れ
る
。
横
笛
が
〈
あ
く
が
る
〉
の
は
、

〈
深
き
思
ひ

V
故
で
あ

り

こ
の
物
語
が
、
横
笛
そ
の
人
を
主
題
と
し
て
出
え
た
時
点
(
た
と
え
ば
延
慶

本
の
一
不
す
本
説
話
は
そ
の
前
段
階
の

つ
の
形
態
を
ボ
す
も
の
で
あ
ろ
う
)
jぅ、

ら
、
そ
れ
は
一
貫
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
つ

八
注
ゾ

)
 

噌

aaa

/
l
E
2
、

こ
の
物
語
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
筑

z

十
し
鈴
寛
が
、
高
野
念
仏
聖
と
の
関
わ
り

を
説
き
(
可
復
ん
と
叙
事
詩
』
育
議
社
昭
打
)
、
以
後
諸
氏
に
よ
っ
て
同
様
の
指
摘

が
繰
h

ツ
返
さ
れ
て
い
る
。

松
本
経
治
「
街
加
草
子
の
本
文
に
つ
い
て
小
敦
盛
と
模
注
草
子
」
(
守
中
世
い
庶
民

文
学
物
語
草
子
の
φ
く
へ
i
』
所
収
、
汲
占
書
段
、
子
1
1

神
野
藤
昭
夫
一
横
笹
草
紙
の
成
立
ま
で
;
室
町
時
代
物
語
論
の
た
め
に
i
」
(
「
日
本

文
学
』
昭
臼
・

2
)

岩
瀬
薄
「
滝
口
横
詰
説
話
考
!
平
家
物
語
と
調
融
草

f
を
め
ぐ
っ
て
j
)
(
「
伝
承
文

什
一
五
の
研
究
』
所
収
、
二
一
紘
一
井
書
花
、
平
2
)
。

佐
々
木
八
郎
『
ヂ
家
物
語
講
説
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
お
)

c

服
部
幸
造
「
「
平
家
物
語
』
滝
口
出
家
謹
」
(
「
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念
国
一
訪
問
丈

論
集
』
右
z
込
書
毘
、
昭
和
引
)
。

拙
稿
「
滝
打
一
発
心
謹
廷
愛
本
子
家
物
語
の
〈
特
異
ゾ
な
ず
法
を
め
ぐ
っ
て
|
」

(
主
口
須
我
波
長
』
記
号
、
平
5
・立)。

勝
浦
令
子
「
交
の
発
心
・
出
家
と
家
族
」
(
峰
山
厚
純
夫
編
『
家
族
と
女
性
』
属
収
、
吉

川
弘
之
館
、
平

4
)
。

引
用
は
『
宅
町
時
代
物
語
大
成
』
第
ト
一
二
に
よ
り
、
ひ
ら
が
な
を
諜
山
子
に
改
め
る

等
、
読
み
の
寵
宜
を
は
か
っ
た
。

引
用
は
『
室
町
持
代
物
語
大
成
』
第
十
二
一
に
よ
り
、
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
改
め
る

生
子
、
読
み
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。

引
用
は
岩
波
吉
典
大
系
に
よ
り
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
る
等
、
読
み
の
便

宜
を
ほ
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
五
来
重
「
東
民
信
向
に
お
け
る
誠
罪
の
論
理

-
2忠
恕
』
昭
hu
・
4
)

参
照
。

読
み
本
系
子
家
物
語
、
こ
と
に
盛
衰
記
・
長
門
本
の
横
信
説
話
は
、
室
町
物
語
の
ぷ

す
内
容
と
関
係
が
深
い
と
忠
わ
れ
る
が
、
こ
の
去
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

福
間
晃
一
広
域
山
縁
起
の
生
成
」
(
「
神
道
集
説
話
の
成
立
』
所
収
、
一
二
祢
井
書
出
、

11-
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出)

昭
m
w
)
。

伝
承
文
学
資
料
集
成
『
室
町
期
物
語
一
』
(
二
一
弥
井
主
目
白
、
昭
認
)
に
翻
刻
さ
れ
た
広

島
大
学
本
-
横
笛
草
紙
」
に
付
さ
れ
た
解
説
。

今
昔
物
語
集
巻
三
一
「
呈
張
冨
匂
の
経
方
、
妻
の
事
夢
に
見
た
る
語
第
十
」
。

岩
瀬
注
出
の
論
文
。

(1ち (6)人
付
〉

右
に
注
記
し
た
以
外
の
本
文
の
引
用
は
、
長
丹
本
は
国
書
刊
行
会
本
、
盛
衰
記
段
通
俗

百
本
全
史
抜
、
覚
一
本
は
岩
波
古
典
大
系
、
百
二
十
匂
本
は
新
瀬
古
典
集
成
、
廷
画
変
本
は

勉
誠
社
寵
刻
本
、
八
坂
本
は
国
民
文
庫
本
、
書
都
本
は
汲
古
書
長
影
印
本
、
屋
代
本
は
新

典
社
翻
刻
本
、
広
大
本
は
伝
承
文
学
資
料
集
成
『
室
町
期
物
語
一
』
に
よ
る
。
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