
蝉
丸
説
話

の
形
成

は
じ
め

に

憚
丸
は
、

『後
撰
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た

「
こ
れ
や
こ
の
行

く
も
帰
る
も
別
れ

つ
つ
知
る
も
知
ら
ぬ
も
あ
ふ
さ
か
の
関
」
と
い

う
和
歌
の
作
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が

付
加
さ
れ
て
説
話
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
古
く
か
ら
、

そ
の
素
性
を
解
明
し
よ
う
と
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
そ
の
実
体
は

依
然
と
し
て
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

螺
丸
の
伝
承
の
解
明
を
こ
の
よ
う
に
混
乱
さ
せ
て
し
ま

っ
た

一

つ
の
原
因
は
、
近
世
以
降
の
史
料
を
利
用
し
て
古
代

ｏ
中
世
の
蝉

山
　
田
　
雄
　
司

山

丸
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
蝉
丸
に
関
す
る
論
考
は

枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
あ
え
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
に
位
置
づ
け
、

説
話
の
形
成
過
程
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
ま
ず
岬
丸
の
原
像
を
、
蝉
丸
が
住
ん
で
い

た
逢
坂
と
い
う

「場
」
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
解
明
す
る
。
次
に
、

蝉
丸
が
琵
琶
法
師
の
祖
神
と
な

っ
て
い
く
経
過
を
、
和
歌
や
蹴
鞠

と
い
っ
た
他
の
芸
道
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
は
、
琵

琶
法
師
が
行

っ
て
き
た
活
動
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
祖
神

と
し
て
憚
丸
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な

っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
。

ま
た
、
人
が
神
と
な
る
例
と
し
て
も
、
蝉
丸
説
話
は
重
要
な
要

三
七

田

雄

司



蝉
丸
説
話
の
形
成

素
を
提
供
し
て
く
れ
、
日
本
人
の
信
仰
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に

は
欠
か
せ
な
い
素
材
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
、

「
蝉
丸
」
の
原
像

蝉
丸
の
初
見
史
料
は
先
に
あ
げ
た

『後
撰
集
』
で
あ
る
。

『後

撰
集
』
は
村
上
天
皇
の
命
で
天
暦
五
年

（九
五

一
）
に
撰
集
が
開

始
さ
れ
、
数
年
の
内
に
完
成
し
た
勅
撰
集
で
あ
る
が
、
先
の
和
歌

の
詞
書
に
は
さ
ら
に
、

「逢
坂
の
関
に
庵
室
を
作
り
て
住
み
侍
り

け
る
に
、
行
き
か
ふ
人
を
見
て
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
藤

平
春
男
氏
は
、
初
旬
の

「
こ
れ
や
こ
の
」
と
い
う
詠
嘆
は
、
結
句

の
体
言
止
め
に
集
約
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
逢
坂
の
関
を
見
た
旅
人

の
感
動
が
表
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、

「庵
室
を
作
り
て

住
み
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
と
う
ま
く
合
わ
な
い
と
し
て
、
蝉

丸
の
実
体
不
明
者
た
る
伝
承
の
世
界
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ

（
１
）

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

長
治

・
嘉
承

（
一
一
〇
四
～

一
一
〇
八
）
こ
ろ
に
成
立
し
た

『江
談
抄
』
第
二
雑
事

「博
雅
三
位
習
琵
琶
事
」
に
は
、
博
雅
三

位
が
会
坂
の
目
暗
の
も
と
に
三
年
間
通
い
、
そ
の
八
月
十
五
日
に

琵
琶
の
秘
曲
で
あ
る
流
泉
啄
木
を
伝
授
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は

「会
坂
目
暗
」
と
だ
け
あ

っ
て
、

「蝉
丸
」
の
名
は
登
場

三
八

し
な
い
。

蝉
丸
説
話
の
最
も
早
い
段
階

の
も

の
と
し

て
有
名
な

の
が
、

『今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四

「源
博
雅
朝
臣
行
会
坂
盲
許
語
第
二

十
三
」
に
載
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
　
ズ
可
昔
、
博
雅
朝

臣
卜
云
人
有
ケ
リ
、
延
喜
ノ
兵
部
卿
ノ
親
王

（克
明
）
卜
申
人
ノ

子
也
、

（中
略
）
其
時

二
会
坂
ノ
関

二

一
人
ノ
盲
、
庵
ヲ
造
テ
住

ヶ
り
、
名
ヲ
ハ
蝉
丸
ト
ソ
云
ケ
ル
、
此
レ
ハ
敦
実
卜
申
ケ
ル
式
部

卿
ノ
宮
ノ
雑
色

ニ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
、

（中
略
）
蝉
丸
賤
キ
者
也
ト

云

ヘ
ト
モ
、
年
来
、
宮
ノ
弾
給
ヒ
ケ
ル
琵
琶
ヲ
聞
キ
、
此
極
タ
ル

上
手

ニ
テ
有
ケ
ル
也
、
其
力
盲

二
成

ニ
ケ
レ
ハ
、
会
坂

ニ
ハ
居
タ

ル
也
ケ
リ
、
其

ヨ
リ
後
、
盲
琵
琶

ハ
世

二
始
ル
也
ト
ナ
ム
語
り
伝

ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
あ
り
、
蝉
丸
を
敦
実
と
い
う
式
部
卿
の
宮
の
雑

色
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
　
尺
可
昔
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も

の
で
、
独
自
の
情
報
に
よ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
蝉

丸
を
高
貴
な
出
身
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

『今
昔
』
は
十
二
世
紀
前
半
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

写
本
が
少
な
く
、　
一
般
の
人
の
日
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た

他
書
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
の
で
、
　
尺
「
昔
』
の
蝉
丸

説
話
は
後
の
蝉
丸
説
話
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
い
と

み
て
よ
い
。

ま
た
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
成
立
し
た

『古
本
説

話
集
』
上
二
四

「蝉
丸
事
」
に
は
、

「今
は
昔
、
逢
坂
の
関
に
、

往
き
来
の
人
に
物
を
乞
ひ
て
、
世
を
過
ぐ
す
物
あ
り
け
り
。
よ
ろ

た
が
、

「平
安
朝
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
か
け
て
は
、
む
し
ろ
下
賤
の

名
称
と
し
て
、
ま
た
は
侮
蔑
の
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
た
の
で

（４
）

あ

っ
た
」
こ
と
か
ら
、
物
を
乞
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
者
に
対

匡

Ｆ

ｂ

ｐ

隣

る

こ
や

、

き

タ

バ

こ
琴

な

ど

も

単

き

、

尺

こ

じ

て
Ｄ

Ｚ

に

ほ

Ｌ

Ｌ

る

Ｌ

Ｒ



ま
た
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
成
立
し
た

『古
本
説

話
集
』
上
二
四

「蝉
丸
事
」
に
は
、

「今
は
昔
、
逢
坂
の
関
に
、

往
き
来
の
人
に
物
を
乞
ひ
て
、
世
を
過
ぐ
す
物
あ
り
け
り
。
よ
ろ

し
き
物
に
て
あ
り
け
る
に
や
、
さ
す
が
に
琴
な
ど
も
弾
き
、
人
に

あ
は
れ
が
ら
る
ゝ
物
に
て
な
む
あ
り
け
る
。
あ
や
し
の
草
の
庵
を

つ
く
り
て
、
藁
と
い
ふ
物
か
け
て
、
し
つ
ら
ひ
た
り
け
る
」
と
あ

り
、
そ
れ
を
蝉
丸
と
い
う
と
記
し
て
い
る
。

『俊
頼
髄
脳
』
な
ど
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
文
で
あ
る
が
、
以
上
の

史
料
か
ら
逢
坂
の
関
に
蝉
丸
と
い
う
盲
人
が
粗
末
な
庵
で
暮
ら
し
、

琵
琶
を
弾
い
て
行
き
交
う
人
に
物
を
乞
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

「蝉
丸
」
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

「蝉
」
に
関
し
て
、

「蝉
の
声
は
琴
の
音
に
擬
へ
ら
れ
て
あ
り
、
又
蝉
の
語
は
汎
く
楽

器
の
名
の
上
に
見
え
る
」
こ
と
か
ら
、
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
こ
と

に
起
因
す
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『方
丈
記
』
に

も
、
逢
坂
の
関
を
通
る
時
、

「セ
ミ
ウ
タ
ノ
ヲ
キ
ナ
カ
ア
ト
フ
ト

フ
ラ
ヒ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、　
一
般
名
詞
と
し
て
の
蝉
歌

の
翁
が
蝉
丸
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
後
世
に
な
る
と

（３
）

一
人
の
個
人
名
と
思
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「丸
」
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
人
名
に

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い

山
　
田

雄

司

た
が
、

「平
安
朝
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
か
け
て
は
、
む
し
ろ
下
賤
の

名
称
と
し
て
、
ま
た
は
侮
蔑
の
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
た
の
で

（４
）

あ

っ
た
」
こ
と
か
ら
、
物
を
乞
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
者
に
対

し
て
の
名
に
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
大
江
山
の
酒
呑

童
子
説
話
の
場
合
は
、
源
頼
光
に
退
治
さ
れ
る
鬼
の
名
は

「鬼
同

丸
」
で
あ
り
、

「丸
」
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
鬼
の
首
が

「首
塚
大
明
神
」
と
し
て
、
京
都
府
亀
岡
市
の
老
の
坂
に
祀
ら
れ

て
い
る
の
は
、
蝉
丸
と
対
比
さ
せ
る
と
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

逢
坂
の
地
は
山
城
と
近
江
と
の
国
境
で
あ
る
が
、
和
迩

・
山
崎

ｏ

大
枝
と
と
も
に
四
堺
祭
が
行
わ
れ
る
地
で
あ

っ
た
。
四
堺
祭
は
四

角
祭
と
と
も
に
宮
城
に
疫
鬼
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ

れ
る
祭
祀
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

「天
皇
を
中
心
と
す
る
浄
―
機

の
同
心
円
的
構
造
か
ら
し
て
、
こ
の
地
に
は
械
観
が
典
型
的
に
み

ら
れ
」
る
と
さ
れ
て
い
る
。
京
都
に
住
む
貴
族
に
と

っ
て
逢
坂
の

地
は
異
界
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
は
境
界
領
域
を
司
る

人
々
が
住
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
実
際
に
そ
う
し
た
人
々

が
居
住
し
て
い
た
た
め
、
以
上
で
見
た
よ
う
な
平
安
時
代
後
期
に

蝉
丸
説
話
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

『後
撰
集
』
に
載
せ
る
よ
う
な
和
歌
も
、
逢
坂
の
地
に
住
む
者
が

自
己
の
境
遇
を
詠
ん
だ
と
し
た
ら
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
創
作
さ

二
九



岬
丸
説
話
の
形
成

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
神
へ
の
昇
華

そ
の
よ
う
な
蝉
丸
が
、
鎌
倉
時
代
の
史
料
に
は
神
と
な

っ
て
登

場
し
て
く
る
。
建
暦
元
年

（
一
二

一
一
）
こ
ろ
成
立
し
た

『無
名

抄
』
関
明
神
事
に
は
、

「逢
坂
の
関
の
明
神
と
申
す
は
、
昔
の
蝉

丸
な
り
。
彼
の
藁
屋
の
跡
を
失
は
ず
し
て
、
そ
こ
に
神
と
成
り
て

す
み
給
ふ
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
の
神
と
い
う
の
は
、
応
永
四

年

（
一
二
九
七
）
こ
ろ
に
成
立
し
た

『寺
門
伝
記
補
録
』
第
五
に
、

「補
日
、
社
記
云
、
関
明
神
者
、
朱
雀
院
御
宇
、
天
慶
九
年
九
月

二
十
四
日
、
延
喜
第
四
子
、
蝉
丸
之
霊
、
並
姉
宮
逆
髪
之
霊
祟
二
祭

干
当
社

Ｌ
蚕
ム
、
又
或
説
云
、
下
祀
者
、
祭
二
蝉
丸
宮

ゝ

上
祀
者

祭
二逆
髪
宮

■

と
あ
る
よ
う
に
、
蝉
丸
と
そ
の
姉
で
あ
る
逆
髪

と
が
合
せ
て
祀
ら
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
服
部
幸
雄
氏
の
論
文
に
詳
し
い
が
、
現

在
で
も
猿
田
彦
と
豊
玉
姫
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
双
体
道

祖
神
と
習
合
し
、
新
た
に
蝉
丸
の
姉
と
し
て
逆
髪
が
創
作
さ
れ
、

具
象
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
螺
丸
が
神
に
さ
れ
て

い
く
の
に
は
、
逢
坂
の
地
に
す
で
に
祀
ら
れ
て
い
た
道
祖
神
の
存

（
７
）

在
が
大
き
か

っ
た
に
違
い
な
い
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
七

四
〇

年

（八
七
五
）
十
二
月
五
日
条
に
は
、
正
六
位
上
の
坂
神
を
従
五

位
下
に
昇
叙
し
て
い
る
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
逢
坂
の
坂

神
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
奈
良
坂
の
場
合
と
の
対
比
が
行
わ
れ
て

（８
）

い
る
。
実
体
と
し
て
の
逢
坂
の
坂
神
が
、
蝉
丸
説
話
の
形
成
に
際

し
て
多
大
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、

『方
丈
記
』
に

「蝉
歌
の
翁
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蝉
丸

が
翁
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
神

へ
の
昇
華
を
容
易
に

さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
翁
と
童
子
が
神
に
近
い
存
在
と
み
な

（９
）

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
蝉
丸
を
祀
り
上
げ
て
道
祖
神
と
習
合
さ
せ

て
い
っ
た
主
体
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
ハ

『寺

門
伝
記
補
録
』
で

「延
喜
第
四
子
、
暉
丸
之
霊
」
と
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
て
、
蝉
丸
が
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
と
さ
れ
て
い
く

経
過
を
見
て
い
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

『東
関
紀
行
』
に
は
、

「む
か
し
蝉
丸
と
い
ひ
け
る
世
捨
人
、

此
関
の
辺
に
わ
ら
や
の
床
を
結
び
て
、
常
は
琵
琶
を
ひ
き
て
心
を

す
ま
し
、
大
和
歌
を
詠
じ
て
お
も
ひ
を
述
け
り
。
嵐
の
か
ぜ
は
げ

し
き
を
わ
び
つ
ゝ
ぞ
す
ぐ
し
け
る
。
あ
る
人
の
云
、
蝉
丸
は
延
喜

第
四
の
宮
に
て
お
は
じ
け
る
ゆ
へ
に
、
此
関
の
あ
た
り
を
四
宮
河

原
と
名
付
た
り
と
い
へ
り
」
と
あ
り
、
蝉
丸
が
醍
醐
天
皇
の
第
四

皇
子
で
あ

っ
た
た
め
、
住
ん
だ
地
を
四
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

と
、
地
名
起
源
伝
承
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『平
家
物
語
』
巻
第

十

「海
道
下
」
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は

「ヨ
ヨ
丁
ミ
ニ
ミ
，
コ
Ｌ
ゞ
ヽ
１
１
よ
Γ
ハ

ノ正
三
承
円
ョ
Ｄ
Ｅ
藤

大
臣
兼
右
大
将
と
な

っ
て
い
た
。　
一
方
、　
一
の
上
で
あ

っ
た
藤
原

時
平
は
正
三
位
左
大
臣
兼
左
大
将
で
あ

っ
た
が
、
翌
年
両
者
は
従

二
位
に
昇
叙
さ
れ
た
。
こ
こ
で
道
真
に
昇
進
を
越
さ
れ
る
の
で
は

嗜よ

、

ハ

」

ニ
ト

蓼

ヽ
レ

嘉

望

、

り
〓

芋

区

Ｌ

よ

ヽ
　
だ
〓

ス

七
塾

民

Ｄ
，

」

こ
晨

つ

″
に

い



皇
子
で
あ

っ
た
た
め
、
住
ん
だ
地
を
四
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

と
、
地
名
起
源
伝
承
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『平
家
物
語
』
巻
第

十

「海
道
下
」
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は

「四
宮
河
原
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
こ
は
む
か
し
延
喜
第
四
の
王
子

蝉
丸
の
、
関
の
嵐
に
心
を
す
ま
し
、
琵
琶
を
ひ
き
給
ひ
し
に
、
博

雅
の
三
位
と
云
し
人
、
風
の
吹
く
日
も
ふ
か
ぬ
日
も
、
雨
の
ふ
る

夜
も
ふ
ら
ぬ
夜
も
、
三
年
が
間
あ
ゆ
み
を
は
こ
び
た
ち
聞
き
て
、

彼
三
曲
を
伝
へ
け
む
、
藁
屋
の
床
の
い
に
し
へ
も
、
思
ひ
や
ら
れ

て
哀
れ
な
り
」
と
あ
る
。

四
宮
は
逢
坂
山
の
西
の
山
科
の
地
名
で
あ
り
、
正
確
に
は
逢
坂

の
関
と
同

一
で
は
な
い
が
、
逢
坂
山
を
挟
ん
で
西
と
東
と
い
う
こ

と
で
、
そ
の
付
近

一
帯
が
平
安
京
か
ら
東
国
へ
下
る
際
の
境
界
の

地
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

醍
醐
天
皇
の
治
世
は

一
般
に
延
喜
の
治
と
呼
ば
れ
、
村
上
天
皇

の
天
暦
の
治
と
と
も
に
古
代
の
天
皇
親
政
の
理
想
政
治
が
行
わ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
民
衆
の
世
界
で
は
違

っ
た
認
識
が
な
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
菅
原
道
真
が
左
遷
さ
れ
た

事
件
を
起
因
と
す
る
、　
一
連
の
道
真
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

菅
原
道
真
は
、
儒
家
の
家
柄
で
あ
り
、
文
章
家
と
し
て
そ
の
才

は
非
常
に
有
名
で
あ
り
、
昌
泰
三
年

（九
〇
〇
）
に
は
正
三
位
右

山
　
田

雄

司

大
臣
兼
右
大
将
と
な

っ
て
い
た
。　
一
方
、　
一
の
上
で
あ

っ
た
藤
原

時
平
は
正
三
位
左
大
臣
兼
左
大
将
で
あ

っ
た
が
、
翌
年
両
者
は
従

二
位
に
昇
叙
さ
れ
た
。
こ
こ
で
道
真
に
昇
進
を
越
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
不
安
を
抱
い
た
時
平
は
、
藤
原
菅
根
ら
と
謀

っ
て
、
道

真
が
醍
醐
天
皇
を
廃
し
て
娘
婿
の
斉
世
親
王
を
立
て
よ
う
と
し
て

い
る
と
、
醍
醐
天
皇
に
読
奏
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
醍
醐

天
皇
は
道
真
を
大
宰
権
帥
に
左
遷
し
た
。

そ
の
後
、
時
平
の
病
死
、
清
涼
殿
へ
の
落
雷
等
天
変
地
異
が
相

次
ぎ
、
醍
醐
天
皇
自
身
も
延
長
八
年

（九
二
〇
）
九
月
二
十
九
日

に
亡
く
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
道
真
の
怨
霊
の
な
す

（
１０
）

と
こ
ろ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
以
降
、

天
神
縁
起
の
文
書
化
が
図
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
早
い
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
る
の
が

『扶
桑
略
記
』
天
慶
四
年

（九
四

一
）
所

引
の

「道
賢
上
人
冥
土
記
」
で
あ
る
。
道
賢
上
人
日
蔵
は
金
峯
山

で
修
業
中
に
入
滅
し
、
冥
道
を
巡
っ
て
蘇
生
す
る
が
、
そ
の
間
に

日
本
大
政
威
徳
天
と
化
ｔ
た
道
真
の
怨
霊
に
遭
遇
す
る
。
道
真
は

十
六
万
八
千
毒
龍
悪
鬼
水
火
雷
電
風
伯
雨
師
毒
外
邪
神
等
を
春
属

と
し
て
従
え
、
天
下
に
大
災
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、

「我
延
喜
王
身
肉
六
府
悉
爛
壊
也
。
因
レ
爾
彼
王
遂
命

終
」
と
、
醍
醐
天
皇
の
命
を
奪

っ
た
の
は
道
真
の
怨
霊
の
せ
い

四

一



螺
丸
説
話
の
形
成

で
あ
る
と
し
、

「獄
領
日
、
有
衣

一
人
、
上
人
本
国
延
喜
帝
王
也
。

余
裸
二
人
、
其
臣
也
。
君
臣
共
受

レ
苦
」
と
し
、
地
獄
で
醍
醐
天

皇
と
そ
の
二
人
の
側
近
が
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
様
子
は

『松
崎
天
神
縁
起
』
巻
三
に
図
像
化
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
の
箇
所
で
は
醍
醐
天
皇
が
地
獄
で
辛
苦

を
味
わ
う
こ
と
と
な

っ
た
理
由
と
し
て
五
つ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
二
番
目
に
無
実
の
賢
臣
を
誤

っ
て
流
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の

「延
喜
帝
堕
獄
説
話
」
は
中
世
に
は
広
範
囲
に
伝
わ

っ
た

ら
し
く
、
文
治
元
年

（
一
一
八
五
）
成
立
の

『宝
物
集
』
や
、
仁

治
元
年

（
一
二
四
〇
）
成
立
の

『十
訓
抄
』
、

『太
平
記
』
等
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『将
門
記
』
の
新
皇
僣
称
の
場
面

で
は
、
巫
女
に
託
宣
が
あ
り
、

「朕
ガ
位
ヲ
蔭
子
平
将
門
二
授
ケ

奉
ル
。
其
ノ
位
記

ハ
、
左
大
臣
正
三
位
菅
原
朝
臣
ノ
霊
魂
表
ス
ラ

ク
。
右
八
幡
大
菩
薩
、
八
万
ノ
軍
ヲ
起
シ
朕
ガ
位
ヲ
授
ケ
奉
ラ
ム
。

今
須
ク
丹
二
相
ノ
音
楽
ヲ
以
テ
、
早
ク
之
ヲ
迎
へ
奉
ル
ベ
シ
」
と
、

八
幡
大
菩
薩
が
将
門
に
位
を
授
け
る
旨
の
命
が
あ

っ
た
の
だ
が
、

こ
れ
は
道
鏡
の
例
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
位
記
を
道
真
の
霊
魂
が
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
単
に
道
真
が
文
筆
の
才
に
秀
で
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

四
二

京
都
の
天
皇
か
ら
排
除
さ
れ
、
怨
霊
と
化
し
た
道
真
が
、
将
門
を

新
皇
に
仕
立
て
、
天
皇
に
反
逆
し
よ
う
と
す
る
手
助
け
を
す
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
保
元
の
乱
に
敗
れ
て
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
上
皇
が
、

「日
本
国
ノ
大
悪
魔
卜
成
ラ
ム
」
と
の
誓
状
を
、
自
ら
の
舌
先
を

食
い
切

っ
て
流
れ
る
血
で
書
い
て
海
底
に
沈
め
、
生
き
な
が
ら
の

天
狗
と
な
り
、
の
ち
に
は
天
皇
家
を
悩
ま
す
怨
霊
と
な

っ
た
こ
と

と
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、

『寺
門
伝
記
補
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
蝉
丸
が
神

と
し
て
祀
ら
れ
た
と
さ
れ
る
天
慶
九
年
九
月
は
、
北
野
社
の
創
建

の
時
期
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
。
以
下
、
弘
安
本

『北
野
天
神

縁
起
』
等
に
よ
っ
て
北
野
社
創
建
の
過
程
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、

天
慶
五
年
七
月
十
二
日
、
京
の
西
京
七
条
二
坊
に
住
む
多
治
比
綾

子
に
道
真
の
託
宣
が
下
り
、
右
近
馬
場
に
祀
れ
と
の
こ
と
で
あ

っ

た
が
、
貧
し
か

っ
た
た
め
そ
れ
は
か
な
わ
ず
、
自
ら
の
住
む
柴
の

庵
の
傍
ら
に
瑞
籠
を

つ
く

っ
て
五
年
間
崇
め
て
い
た
。
天
慶
九
年

二
月
の
こ
ろ
、
近
江
国
比
良
宮
の
雨
宜
神
良
種
の
子
の
七
歳
の
小

童
で
あ
る
太
郎
丸
に
託
宣
が
あ
り
、
松
林
が
生
い
出
る
地
に
祀
れ

と
の
こ
と
で
、
同
年
六
月
に
、
そ
れ
が
生
い
出
た
北
野
右
近
馬
場

に
北
野
社
の
社
殿
が
造
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
蝉
丸
の
霊
が
祀
ら
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
は
、
御

霊
信
仰
の
高
ま
り
に
よ

っ
て
北
野
社
が
創
建
さ
れ
て
い
く
時
期
と

重
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
蝉
丸
を
神
に
ま
で
昇
華

（
‐２
）

の
出
発
点
を
な
す
思
想
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

仏
教
的
な
観
点
か
ら
冷
酷
に
現
実
を
直
視
し
得
た
の
か
疑
間
で
あ

る
。
蝉
丸
を
祖
神
と
仰
ぐ
琵
琶
法
師
は
、
思
想
よ
り
も
む
し
ろ
現
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こ
の
よ
う
に
、
蝉
丸
の
霊
が
祀
ら
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
は
、
御

霊
信
仰
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
北
野
社
が
創
建
さ
れ
て
い
く
時
期
と

重
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
蝉
丸
を
神
に
ま
で
昇
華

さ
せ
て
い
っ
た
の
は
琵
琶
法
師
で
あ
り
、
自
己
を
醍
醐
天
皇
の
末

裔
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
道
真
の
怨
霊
を
鎮
魂
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
琵
琶
法
師
の
職
掌
と

「物
語
」
の

本
質
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
こ
の

こ
と
は
よ
り
鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
祖
神
の
形
成

琵
琶
法
師
は
、
自
分
た
ち
の
祖
先
た
る
蝉
丸
を
醍
醐
天
皇
の
第

四
皇
子
と
し
、
盲
目
と
な

っ
た
現
在
の
自
ら
の
境
遇
を
因
果
に
よ

る
も
の
と
し
、
そ
の
不
遇
の
身
を
嘆
く
の
で
は
な
く
、
同
じ
境
遇

に
い
る
者
同
士
の
連
帯
を
は
か
り
、
芸
道
の
向
上
を
願
っ
て
い
く
。

家
永
二
郎
氏
は
、
蝉
丸
の
話
に

「脇
能
な
ど
で
し
ば
し
ば
神
の
後

裔
と
し
て
尊
貴
を
称
え
ら
れ
る
皇
胤
に
し
て
な
お
こ
の
悲
運
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
わ
ん
や
そ
れ
以
下
の
す
べ
て
の
階
層

の
人
々
に
お
い
て
お
や
、
と
い
う
冷
厳
な
哲
理
が
明
瞭
に
開
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
地
上
現
実
の
如
何
な
る
権
威
も
、
畢
克

有
限
相
対
の
無
力
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
断
定
す
る
鎌
倉
新
仏
教

山
　
田
　
雄

司

（
‐２
）

の
出
発
点
を
な
す
思
想
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

仏
教
的
な
観
点
か
ら
冷
酷
に
現
実
を
直
視
し
得
た
の
か
疑
間
で
あ

る
。
蝉
丸
を
祖
神
と
仰
ぐ
琵
琶
法
師
は
、
思
想
よ
り
も
む
し
ろ
現

実
的
要
求
に
よ
っ
て
、
蝉
丸
を
皇
胤
と
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
以
下
考
え
て
い
く
が
、
ま
ず
そ
の

背
景
と
な
る
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
祖
神
の
形
成
に

つ
い
て
見
て
い
く
。

柿
本
人
麻
呂
は
、
歌
聖
と
し
て
名
高
い
が
、
和
歌
の
道
の
祖
神

と
み
な
さ
れ
、
人
麻
呂
影
供
で
は
人
麻
呂
の
影
像
が
掲
げ
ら
れ
、

こ
れ
に
礼
拝
し
た
後
で
和
歌
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
最
初
は
元
永

元
年

（
一
一
一
八
）
六
月
十
六
日
で
あ
り
、

『京
都
御
所
東
山
御

文
庫
記
録
』
丙
四
や

『柿
本
影
供
記
』
、

『古
今
著
聞
集
』
巻
第

五
和
歌

「修
理
大
夫
顕
季
人
丸
影
供
を
行
ふ
事
」
に
は
そ
の
詳
細

を
載
せ
る
。
初
め
て
の
人
麻
呂
影
供
は
六
条
東
洞
院
に
あ
る
修
理

大
夫
藤
原
顕
季
邸
で
、
顕
季
と
関
わ
り
の
あ
る
歌
人
を
集
め
て
行

わ
れ
た
が
、
人
麻
呂
の
影
像
は

「件
人
丸
影
新
所
レ被
二
図
絵

一也
、

一
帽
、
長
三
尺
許
、
著
二
烏
帽
子

・
直
衣

ゝ

左
手
採
レ
紙
、
右
手

握
レ筆
、
年
齢
六
旬
余
之
人
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
影

像
は
当
時
流
行
し
て
い
た
白
楽
天
像
を
下
敷
に
し
て
成
立
し
、
影

（‐４
）

供
自
体
は
釈
箕
を
模
倣
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

四
三



螺
丸
説
話
の
形
成

ま
た
、
人
麻
呂
が
六
十
歳
余
り
の
翁
形
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も

注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
影
像
は

『古
今
著
聞
集
』
五
和
歌

「清

輔
所
伝
の
人
丸
影
の
事
」
に
よ
る
と
、
歌
道
の
六
条
家
に
伝
わ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
家
督
の
相
続
に
は
人
麻
呂
像
の
伝
授
が
重

要
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
鳥
羽
院
の
こ
ろ
に
は
六

条
家
以
外
の
場
所
で
も
人
麻
呂
影
供
が
行
わ
れ
、
隆
盛
を
遂
げ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
歌
道
に
と

っ
て
の
祖
神
は
柿
本
人
麻
呂
で

あ
り
、
人
麻
呂
に
祈
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
の
上
達
を
願

っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
よ
う
。
十
五
世
紀
中
ご
ろ
に
成
立
し

た
歌
論
書

『正
徹
物
語
』
に
は
、
人
麻
呂
の
木
像
が
石
見
国
と
大

和
国
に
あ
る
こ
と
を
記
し
た
後
に
、

「人
丸
に
は
子
細
あ
る
事
也
。

和
可
の
絶
え
ん
と
す
る
時
必
ず
人
間
に
再
来
し
て
、
此
道
を
つ
ぎ

給
ふ
べ
き
也
。
神
と
あ
ら
は
れ
し
事
も
た
び

ノ
ヽ

の
事
也
」
と
、

和
歌
の
道
が
途
絶
え
そ
う
に
な
っ
た
時
、
神
と
な
っ
た
人
麻
呂
が

人
間
の
形
と
し
て
現
れ
、
道
を
継
い
で
守
護
す
る
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
原
基
俊
作
に
擬
さ
れ
る

『和
歌
無
底

抄
『
ぎ
第
八

「和
歌
灌
頂
に
有
レ覚
」
に
は
、

「此
人
丸
を
お
こ

な
ひ
奉
れ
ば
、
必
歌
読
に
な
る
事
う
た
が
ひ
な
し
。
よ
く
心
に
入

れ
て
お
こ
な
へ
。
能
因
は
こ
の
作
法
を
も
て
、
歌
は
よ
く
よ
み
け

四
四

る
な
り
。
末
代
い
と
け
な
き
人
の
た
め
な
り
」
と
、
人
麻
呂
影
供

を
行
え
ば
歌
が
上
達
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

人
麻
呂
と
蝉
丸
、
和
歌
と
琵
琶
と
い
う
対
比
か
ら
、
琵
琶
法
師

た
ち
の
祖
神
の
形
成
に
と
っ
て
、
歌
道
の
祖
神
と
し
て
の
柿
本
人
麻

呂
の
成
立
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
鞠
道
に
お
け
る
祖
神
の
形
成
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

『成
通
卿
口
伝
日
記
』
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
生
き
、

『尊
卑

分
脈
』
に

「竜
笛
郭
曲
蹴
鞠
長
、
神
変
名
人
也
」
と
讃
え
ら
れ
、

鞠
道
の
祖
と
さ
れ
る
藤
原
成
通
の
口
伝
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

「顔
は
人
に
て
、
手
足
身
猿
に
て
、
三
四
歳
ば
か
り
な
る
児
二
人
、

手
づ
か
ら
か
い
て
、
鞠
の
く
ヽ
り
め
を
い
だ
き
て
あ
り
。
あ
さ
ま

し
と
思
ひ
な
が
ら
、
　
一，な
に
者
ぞ
」
と
あ
ら
く
と
へ
ば
、

「御
鞠

の
精
也
」
と
こ
た
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
手
足
身
が
猿
の
よ
う
な

児
が
鞠
の
精
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、

「御
鞠
の
と
き
は
、

か
様
に
御
ま
り
に
つ
き
て
候
。
御
鞠
の
候
は
ぬ
時
は
、
柳
し
げ
き

林
、
き
よ
き
所
々
の
木
に
す
み
候
也
」
の
よ
う
に
、
鞠
の
精
は
普

段
は
木
に
住
み
着
い
て
い
る
が
、
蹴
鞠
が
催
さ
れ
る
時
に
は
鞠
に

憑
依
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
鞠
の
精
が
図
像
化
さ
れ
、
神
社
に
祀
ら
れ
て
く
る
ρ
報
院

政
期
で
あ
る
。

『京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
乙
五
十
九
に
は
、

「精
明
神
御
建
立
事
目
録
之
内
、
雅
経
卿
記
之
目
録
之
内
、

承
元
二
年
二
月
晦
日

一
可
レ被
レ
崇
二
鞠
精

Ｌ
日
被
二
仰
下
一事
、

白
河
院

ｏ
後
鳥
羽
院
な
と
の
御
時
、
あ
す
か
井
の
先
祖
雅
経
卿
に

お
ほ
せ

つ
け
ら
れ
、
精
大
明
神
を
御
こ
ん
り
う
な
さ
れ
、
後
白
河

院

・
後
鳥
羽
院
も
た
ひ
ノ
ヽ
な
ら
せ
ら
れ
、
御
ま
り
あ
そ

ハ
さ
れ

、

を

Ｄ

ゝ
ら

と

し

入

し

く

戻

て
、

み

や

う

し



「
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「精
明
神
御
建
立
事
目
録
之
内
、
雅
経
卿
記
之
目
録
之
内
、

承
元
二
年
二
月
晦
日

一
可
レ被
レ
崇
二
鞠
精
Ｌ
日
被
二
仰
下
一事
、

一
以
二長
房
卿
奉
書

ヽ

可
レ
図
二
絵
鞠
精
一之
旨
被
二
仰
下

一事
、

一
中
御
門
北
町
西
新
宮
社
境
内

醐
＝
計
虹
杖
貯
凍

可
レ為
三
社
敷
地

一事
、

（中
略
）

四
月
十
三
日

（中
略
）

一
精
者
三
所
也
、
懸
二
四
本

一也
、
以
二
何
木
一可
二
弁
置
一哉
、

可
二計
申
一事
」

と
い
う
よ
う
に
、
承
元
二
年

（
一
三
〇
八
）
に
京
都
中
御
門
北
町

西
新
宮
社
境
内
に
精
明
神
社
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
な
お
こ
の
記
録
は
飛
鳥
井
雅
縁
が
足
利
義
持
に
注
進
し
た
と
さ

れ
る
と
き
の
も
の
で
、
境
内
図
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

記
録
が
寛
永
十
二
年

（
一
六
二
五
）
に
精
明
神
社
の
再
造
営
を
求
め

る
際
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
記
録
の
後
ろ
に
は
、

「
「角
↓ピ
雅
一旦筆
Ｅ

精
大
明
神
と
申
候

ハ
、
ま
り
の
み
や
う
し
ん
に
て
御
さ
候
、
後

山
　
田

雄

司

白
河
院

・
後
鳥
羽
院
な
と
の
御
時
、
あ
す
か
井
の
先
祖
雅
経
卿
に

お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
、
精
大
明
神
を
御
こ
ん
り
う
な
さ
れ
、
後
白
河

院

・
後
鳥
羽
院
も
た
ひ
ノ
ヽ
な
ら
せ
ら
れ
、
御
ま
り
あ
そ
ハ
さ
れ

候
御
事
二
候
、
そ
の
ゝ
ち
と
し
久
し
く
候
て
、
み
や
う
し
ん
御
や

し
ろ
破
損
い
た
し
候

つ
る
を
、
応
永
の
こ
ろ
雅
縁
の
卿
、
先
祖
雅

経
卿
の
き
ろ
く
を
も

つ
て
、
く
は
う
さ
ま
へ
申
上
ら
れ
、
造
営
い

た
さ
れ
候
ハ

（中
略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雅
３

寛
永
十
二
年
正
月
廿
六
日
　
　
あ
す
か
井
中
納
言

権
大
納
言
御
局
ヘ

右
者
、
如
二古
来

一造
営
相
願
候
節
之
写
」

こ
の
よ
う
に
、
後
白
河
院
か
ら
後
鳥
羽
院
に
か
け
て
鞠
道
家
が

創
設
さ
れ
、
そ
の
祖
神
と
し
て
成
通
の
時
に
現
れ
た
鞠
の
精
が
図

像
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
神
社
が
建
立
さ
れ
て
鞠
道
家
の
紐
帯
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
鞠
の
精
が
童
形
に
図
像
化
さ
れ
て
い

る
の
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
で
あ
る
。

村
戸
弥
生
氏
は
、

『成
通
卿
口
伝
日
記
』
の
中
の
、

「歌
を
詠

ま
ん
所
に
人
丸
の
影
を
も
て
な
す
。
鞠
を
好
む
人
、
世
の
末
に
も

我
が
事
、
疎
か
に
思
ふ
な
」
と
い
う
部
分
に
着
目
し
、
さ
ら
に
は

人
麻
呂
影
供
と
鞠
会
次
第
と
の
比
較
か
ら
、
鞠
道
家
の
創
設
に
は

四
五



蝉
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歌
道
家
の
創
設
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

（
‐８
）

さ
れ
た
が
、
鞠
道
家
に
お
け
る
祖
神
の
形
成
も
、
院
政
期
の
祖
神

形
成
の

一
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
院
政
期
の

問
題
に
関
し
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

四
、
琵
琶
法
師
の
活
動

以
上
、
琵
琶
法
師
が
蝉
丸
を
祖
神
と
し
て
崇
め
て
い
っ
た
こ
と

を
、
他
の
芸
道
に
お
け
る
祖
神
の
形
成
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
考

察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
琵
琶
法
師
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活

動
を
行

っ
て
い
た
た
め
に
蝉
丸
を
祖
神
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か

を
考
え
た
い
。

一
般
に
、

『平
家
物
語
』
成
立
以
降
、
琵
琶
法
師
は

『平
家
物

語
』
を
語
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ

が
、
そ
の
前
も

「
モ
ノ
カ
タ
リ
」
を
職
掌
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
十

一
世
紀
前
半
に
成
立
し
た

『新
猿
楽
記
』
序
に
は
、
当

時
京
都
で
行
わ
れ
て
い
た
猿
楽
と
し
て
、

「琵
琶
法
師
之
物
語
、

千
秋
萬
才
之
酒
蒔
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
物
語
か
わ
か
ら
な
い
が
、
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）

に
成
立
し
た
唱
導
の
模
範
文
例
集
で
あ
る

『普
通
唱
導
集
』
上
巻

世
間
部
の
琵
琶
法
師
の
項
に
は
、

「平
治
保
元
平
家
之
物
語
、
何

四
六

レ
モ
皆
暗

ン
シ
テ
而
無

レ
滞
、
音
声
気
色
容
儀
之
林
骨
、
共

二
是

レ
麗
シ
テ
而
有

レ
興
」
の
よ
う
に
、

『平
家
物
語
』
の
他
に

『保

元
物
語
』
、

『平
治
物
語
』
を
も
語

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、

『花
園
天
皇
震
記
』
元
亨
元
年

（
一
三
二

一
）
四
月
十
六

日
条
に
は
、

「召

Ｌ
目
目

一唯
心
令
レ
弾
二
比
巴
Ｌ

以
二
比
巴
一
如
レ

等
弾

レ
之
、
誠
不
レ
可

レ
説
殊
勝
者
也
、
平
治

・
平
家
等
時

々
語

也
」
と
い
う
よ
う
に
、
中
心
に
な
る
語
り
は

『平
家
物
語
」
で

あ

っ
た
が
、
他
の
物
語
も
語

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

物
語
と
は
モ
ノ
の
語
り
、
す
な
わ
ち
怨
霊
の
供
養
で
あ

っ
て
、

「物
語
が
モ
ノ
の
語
り
で
あ
る
と
は
、
じ

つ
は
モ
ノ
の
ヨ
リ

マ
シ

の
語
り
で
あ

っ
て
、
　
塁
ど

の
ヨ
リ
シ
ロ
に
よ
る
代
償
的
受
苦
の

モ
ノ
語
り
で
あ
る
」
と
の
兵
藤
裕
己
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
琵
琶

法
師
は
、
琵
琶
と
い
う
神
霊

・
死
霊
を
招
き
寄
せ
る
巫
具
を

つ

か

っ
て
怨
霊
を
降
臨
さ
せ
て
、
地
神

・
荒
神
等
を
鎮
め
る
陰
陽
道

的
な
巫
儀
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
泉
八
雲
の

『耳
な

し
芳

一
』
の
話
の
原
型
と
も
言
え
る

『御
伽
厚
化
粧
』
巻
四
の
十

二

「赤
関
留

二
幽
鬼

一付
鶴
都
古
塚
の
前
に
て
琵
琶
を
弾
事
」
に

は
平
家
の
怨
霊
の
鎮
魂
を
す
る
琵
琶
法
師
が
描
か
れ
て
い
る
。

琵
琶
法
師
が
、
物
語
を
語
る
の
と
同
時
に
、
地
神
を
鎮
め
る
た
め

の
地
神
経
読
み
を
行

っ
て
い
た
こ
と
は
、

『看
聞
日
記
』
応
永
三

十
年

（
一
四
二
三
）
八
月
五
日
条
に
、

「夜
召
■
米

一
座
頭
■

令

レ

引
二地
心
経

ゝ

未
二
聴
聞

一之
間
、
祈
躊
労
令
レ
語
レ
之
」
と
あ
る

他
、

『盲
僧
由
な
軽
等
の
近
世
の
縁
起
類
を
見
る
と
、
か
つ
て
は

７
コ
コ
ヽ
ｆｈ
■
Ｈ
Ｆく
ヽ
■
一　
ノ
”
いコョ
↓一Ｃ
”て
史
■
ヽ
二
ＴＩ彗議
」ｒ
二Ｊ
、
　ヽ
とＬ
山甲
キ欠
レｒ
　
ノ

と
す
る
河
音
能
平
氏
の
説
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
直
接
的
史
料
は

な
い
が
、
そ
の
時
期
の
御
霊
信
仰
の
高
ま
り
と
、
鎮
魂
に
携
わ
る

琵
琶
法
師
と
の
関
係
か
ら
、
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

吾
フ
ト
桑
Ｄ

「Ｆ
員
勿
吾
コ
菫
頁
箋
こ

「罫
凋
Ｄ
ヨ
載
Ｌ
ｋ
ま
、



十
年

（
一
四
二
三
）
八
月
五
日
条
に
、

「夜
召
■
米

一
座
頭
■

令

レ

引
二地
心
経

ゝ

未
二
聴
聞

一之
間
、
祈
蒔
芳
令
レ
語
レ
之
」
と
あ
る

他
、

『盲
僧
由
な
］
等
の
近
世
の
縁
起
類
を
見
る
と
、
か
つ
て
は

宮
中
の
地
神
祭
を
し
て
国
家
安
全
の
祈
薦
を
行
い
、
荒
神
祓
を
し

て
い
た
と
の
由
来
を
語

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
四
堺
祭
に
つ
い
て
、

『朝
野
群
載
』
六
神

祗
官

「奏
亀
卜
御
体
御
卜
」
に
は
、
康
和
五
年

（
一
一
〇
三
）
六

月
十
日
の
宮
主
の
神
祗
官

へ
の
奏
上
を
載
せ
て
い
る
。
御
体
御
卜

と
は
、
天
皇
と
東
宮
の
御
体
が
平
安
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

六
月
と
十
二
月
に
卜
兆
す
る
祭
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

「又
至
レ

来
一環
、季

Ｌ

可
レ
有
二土
公
祟

ヽ

逮

二季
初

ゝ

祭
二
治
大
宮
四

隅
、
京
四
隅
、
山
城
国
六
堺

ヽ

兼
祭
日
可
レ
供
二
奉
御
楔

一事
」

と
い
う
よ
う
に
、
土
公
の
祟
が
あ
る
の
で
、
四
角
四
堺
祭
等
を
行

う
べ
き
で
あ
る
と
の
奏
上
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
地
神

鎮
め
と
四
堺
祭
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
、
逢
坂
で
の
四
堺
祭
に

陰
陽
師
と
と
も
に
琵
琶
法
師
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
死
者
の
鎮
魂
を
業
と
し
、
物
語
を

語
っ
た
琵
琶
法
師
が
、
か
つ
て
は

「天
神
縁
起
」
を
語

っ
て
い
た

山
　
田
　
雄

司

と
す
る
河
音
能
平
氏
の
説
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
直
接
的
史
料
は

な
い
が
、
そ
の
時
期
の
御
霊
信
仰
の
高
ま
り
と
、
鎮
魂
に
携
わ
る

琵
琶
法
師
と
の
関
係
か
ら
、
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

語
り
本
系
の

『平
家
物
語
』
灌
頂
巻
に

「吾
朝
の
日
蔵
上
人
は
、

蔵
王
権
現
の
御
力
に
て
六
道
を
見
た
り
と
こ
そ
う
け
給
は
れ
」
と
、

天
神
信
仰
の
影
響
に
よ
る
文
章
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

灌
頂
巻
は
流
れ
灌
頂
を
連
想
さ
せ
、
琵
琶
法
師
が
語
る
も
の
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て

『平
家
物
語
』
が
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
兵
藤
氏
の

「
「平
家
」
語
り
が
平
家
の
怨
霊
語
り

と
し
て
、
下
級
の
巫
現
ら
に
よ

っ
て
最
初
に

（各
地
で
個
別
的

に
）
語
り
だ
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
語
り

手

―
―
た
と
え
ば
琵
琶
法
師
と
は
、　
一
義
的
に
モ
ノ

（災
厄
の

因
）
の
憑
巫
で
あ
る
。
憑
巫
と
し
て
祭
却
さ
れ
る
共
同
社
会
の
供

（
２５
）

犠
で
あ
る
わ
け
だ
」
と
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
琵
琶
法
師
は

『平
家
物
語
』
を
語
る
と
い
う
職
掌
を

獲
得
し
、
祖
神
と
し
て
蝉
丸
を
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
に
仕
立
て

あ
げ
、
怨
霊
鎮
め
を
行

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
蝉
丸
を
醍
醐
天

皇
と
結
び

つ
け
て
い
っ
た
の
は
、
琵
琶
法
師
に
と

っ
て
蝉
丸
は
伝

承
的
世
界
に
お
い
て
す
で
に
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
り
、
か
と

四
七



螺
丸
説
話
の
形
成

７
　
．百
っ
て
そ
の
蝉
丸
が
乞
食
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
琵
琶
法
師
自
身
の

地
位
を
も
下
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
皇
胤
と
し
て
権

威
づ
け
を
お
こ
な
う
わ
け
で
あ
る
が
、
服
部
幸
雄
氏
が
前
掲
書
で

述
べ
る
よ
う
な

「王
権
の
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
、
卑
賤
視
さ
れ
た

側
の
人
た
ち
、
お
よ
び
こ
れ
に
共
感
を
抱
く
人
た
ち
の
側
か
ら
す

る
延
喜
治
世
の
暗
黒
面
に
対
す
る
弾
劾
の
心
情
」
を
見
て
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
琵
琶
法
師
が
中
世
前
期
の
段
階
で
そ

れ
ほ
ど
卑
賤
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
琵
琶
法
師
が
自
分
た
ち
を
醍
醐
天
皇
の
末
裔
と
い

う
こ
と
に
仕
立
て
て
い
っ
た
の
は
、
鎮
魂
の
職
能
を
担

っ
て
い
た

琵
琶
法
師
が
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

道
真
の
怨
霊
を
鎮
魂
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

終
わ
り
に

蝉
丸
説
話
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
琵
琶
法
師
の
住
む
場
や
職

能
、
そ
し
て
説
話
が
形
成
さ
れ
て
く
る
時
代
性
に
着
日
し
て
、
文

学

・
民
俗
学
等
の
成
果
を
援
用
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
。
紙
数

『鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』
第
七
巻
　
古
今
和
歌
集

」
後
撰
和
歌
集

・

拾
遺
和
歌
集
、
角
川
書
店
、　
一
九
七
五
年
。

四
八

の
関
係
上
、
十
分
に
意
を
尽
く
せ
な
い
箇
所
も
ま
ま
あ

っ
た
が
、

琵
琶
法
師
に
と

っ
て
蝉
丸
が
祖
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
琵
琶
法
師

相
互
間
の
紐
帯
と
し
て
、
ま
た
芸
道
の
向
上
を
は
か
る
た
め
の
祈

願
の
対
象
と
し
て
、
神
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

室
町
時
代
に
な

っ
て
い
く
と
、
琵
琶
法
師
は
当
道
座
と
し
て
久

我
家
の
も
と
で
組
織
化
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
う
な
る
と
も
う
蝉
丸

を
祖
神
と
し
て
崇
め
る
こ
と
は
し
な
く
な

っ
て
い
く
。
そ
し
て

「守
宮
神
」
を
祖
神
と
し
、
妙
音
天
を
守
護
神
と
し
て
い
く
。　
一

方
蝉
丸
は
、
関
憚
丸
神
社
に
組
織
さ
れ
て
説
経
節
を
語
る
人
々
や

音
曲
歌
舞
な
ど
を
職
掌
と
す
る
人
々
の
祖
神
と
な

っ
て
い
く
。
こ

の
転
換
に
つ
い
て
は
、
背
景
に
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、

そ
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
小
稿
で
は

「職
人
」
の

一
例
と
し
て
琵
琶
法
師
を
取
り
上

げ
、
そ
の
祖
神
の
形
成
過
程
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
後

は
そ
れ
を

「職
人
」
全
体
に
広
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
神
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
日
本
人
の
神
観
念
を
解
明

し
て
い
き
た
い
。

（１０
）
天
神
信
仰
に
関
す
る
論
考
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
絵
巻
と
の
関

わ
り
で
、
笠
井
昌
昭

『天
神
縁
起
の
歴
史
』

（雄
山
閣
、　
一
九
七
三

年
）
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

1 注（２
）
吉
川
理
吉

「蝉
丸
説
話
の
源
流
と
平
安
朝
時
代
の
俗
楽
但
謡
に
就

（Ｈ
）
梶
原
正
昭
校
注

『将
門
記
』
２

（東
洋
文
庫
二
九

一
、
平
凡
社
、



注（１
）

『鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』
第
七
巻
　
古
今
和
歌
集

」
後
撰
和
歌
集

・

拾
遺
和
歌
集
、
角
川
書
店
、　
一
九
七
五
年
。

（２
）
吉
川
理
吉

「蝉
丸
説
話
の
源
流
と
平
安
朝
時
代
の
俗
楽
但
謡
に
就

い
て
」

含
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
二
十
五
周
年
記
念
論
文
集
』

一
九
二
四
年
）。

（３
）
中
山
太
郎

『
日
本
盲
人
史
』、
昭
和
書
房
、　
一
九
二
四
年
。

（４
）
喜
田
貞
吉

「
マ
ロ
と
い
ふ
名
の
変
遷

（上
）

（下
ご
　
（『社
合
史

研
究
』
第
十
巻
二
・
三
号
、　
一
九
二
三
年
八

・
十

一
月
）。

（５
）
伊
藤
喜
良

「四
角
四
堺
祭
の
場
に
生
き
た
人
々
」

（『歴
史
』
第

六
六
輯
、　
一
九
八
六
年
九
月
）、
の
ち

『
日
本
中
世
の
王
権
と
権

威
』、
思
文
閣
出
版
、　
一
九
九
二
年
、
所
収
。

（６
）

「逆
髪
の
宮

（上
）

（中
）

（下

。
一
）

（下

ｏ
二
）
―
放
浪
藝

能
民
の
藝
能
神
信
仰
に
つ
い
て
―
」

（『文
学
』

一
九
七
八
年
四
・

五

・
一
二
月

。
一
九
七
九
年
八
月
）。

（７
）
高
橋
昌
明

「堺
界
の
祭
祀
―
酒
呑
童
子
説
話
の
成
立
―
」

（『日
本

の
社
会
史
』
第
二
巻
境
界
領
域
と
交
通
、
岩
波
書
店
、　
一
九
八
七

年
）
で
は
、
大
江
山
の
酒
呑
童
子
説
話
と
比
較
し
て
逆
髪
に

「境

に
忍
び
寄
る
疫
神
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
投
影
さ
せ
て
い
る
。

（８
）
天
野
文
雄

「「蝉
丸
」
の
誕
生
」

（『國
學
院
雑
誌
』、　
一
九
七
七

年

一月
）。

（９
）
黒
田
日
出
男

「「童
」
と

「翁
」
―
日
本
中
世
の
老
人
と
子
ど
も

６
　
　
　
　
　
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『境
界
の
中
世
象
徴
の
中
世
』、
東
京
大
学

‐
　
　
　
　
　
出
版
会
、　
一
九
八
六
年
）。

山
　
田
　
雄
　
司

（１０
）
天
神
信
仰
に
関
す
る
論
考
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
絵
巻
と
の
関

わ
り
で
、
笠
井
昌
昭

『天
神
縁
起
の
歴
史
』

（雄
山
閣
、　
一
九
七
三

年
）
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

（Ｈ
）
梶
原
正
昭
校
注

『将
門
記
』
２

（東
洋
文
庫
二
九

一
、
平
凡
社
、

一
九
七
六
年
。

（‐２
）

『猿
楽
能
の
思
想
史
的
考
察
』、
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
八
〇
年
。

（‐３
）

『大
日
本
史
料
』
第
二
編
之
二
十
、
元
永
元
年
六
月
十
六
日
条
。

（‐４
）
山
田
昭
全

「柿
本
人
麿
影
供
の
成
立
と
展
開
１
仏
教
と
文
学
と
の

接
触
に
視
点
を
置
い
て
―
」

（『大
正
大
學
研
究
紀
要
』
五

一
、

一
九
六
六
年
三
月
）。

（‐５
）
佐
々
木
信
網
編

『日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
、
風
聞
董
民
　
一
九
五
六

年
、
所
収
。
鎌
倉
中
期
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（‐６
）

『群
書
類
従
』
蹴
鞠
部
所
収
、

『古
今
著
問
集
』
巻
第
十

一
蹴
鞠

第
十
七

「侍
従
大
納
言
成
通
の
鞠
は
凡
夫
の
業
に
あ
ら
ざ
る
事
」

に
も
そ
の
様
子
を
載
せ
る
。

（‐７
）

『大
日
本
史
料
」
第
七
編
之
十
四
、
応
永
十
八
年
四
月
十
五
日
条
。

（‐８
）

〓
成
通
卿
口
伝
日
記
』
成
立
の
背
景
―
鞠
道
家
創
設
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
―
」

（金
沢
大
学

『国
語
国
文
』

一
四
号
、　
一
九
八

九
年
）。

（‐９
）
村
山
修

一
「公
刊

翌
日
通
唱
導
集
」

（上
）

（下
ビ
　
『女
子
大

文
学
』
第
十

一
・
十
二
号
、
大
阪
女
子
大
学
文
学
会
、　
一
九
六
〇

年
二
月

二

九
杢

年

一
月
。

（２０
）

〓
平
家
」
語
り
の
発
生
と
表
現
―
儀
礼
の
構
造
―
」

『
日
本
文

学
』
三
二
巻
四
・
六
号
、　
一
九
八
三
年
四

・
六
月
、
の
ち
、　
墨
ｍ

四
九



螺
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成

り
物
序
説
―

「平
家
」
語
り
の
発
生
と
表
現
―
』

（有
精
堂
、

一
九
八
五
年
）
所
収
。

（２‐
）
兵
藤
裕
己

「平
家
琵
琶
湖
源
―
パ
ン
ソ
リ

・
説
経

・
盲
僧
琵
琶
な

ど
―
」

（『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
二
巻
三
号
、　
一
九
八
七

年
二
月
。

（２２
）

『徳
川
文
芸
類
衆
』
第
四
。

（２３
）
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
所
蔵
、
正
安
三
年

（
一
三
〇

一
）

二
月
望
日
の
奥
書
を
も
つ
が
、
内
容
か
ら
し
て
近
世
の
も
の
。
享

和
二
年

（
一
八
〇
二
）
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。

（２４
）

「日
本
院
政
期
文
化
の
歴
史
的
位
置
」

（『歴
史
評
論
』
四
六
六
、

一
九
八
九
年
二
月
）。

（２５
）
兵
藤
裕
己

「本
文
か
語
り
か
」

（『
日
本
文
学
』
三

一
巻
七
号
、

一
九
八
二
年
七
月
）、
の
ち
、
兵
藤
氏
前
掲
書
所
収
。

五
〇

』

語教育』80号

茂するための

1告書

秀英出版

術論文解読短

談話の研究と

こ国語研究所

彙育』51号

史語教育』14

豊書 6

:と教育 I』

岩波書店

日本語教育』

協力してくだ

D皆さん、有

討いたします。


