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今
昔
物
語
集
と
十
三
抄
と
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら
れ
る
零
話
現
象
は
、
い
っ

た
い
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
今
昔
物
語
集
の
側
に
と
っ
て
も
十
訓
抄
の
側
に
と
っ
て
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に

興
味
ぶ
か
い
も
ん
だ
い
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
、
何
度
か
説
明
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
類
話
の
数
の
と
り
か
た

・
が
論
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
よ
う
に
、
解
釈
も
ま
た
、
ひ
と
し
な
み
で

は
な
い
。

 
た
と
え
ば
『
十
訓
抄
詳
解
」
は
、
類
話
と
し
て
三
十
話
を
指
摘
し
、
そ
の
う

ち
の
十
七
話
に
つ
い
て
、
十
訓
抄
が
今
昔
物
語
集
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る

が
ゆ
え
の
類
話
現
象
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

 
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
さ
す
が
に
、
説
話
文
学
研
究

の
黎
明
期
の
所
説
で
あ
る
『
詳
解
』
ほ
ど
歯
切
れ
よ
く
割
切
っ
て
は
お
ら
ず
、

 
「
十
訓
抄
中
巻
所
収
の
そ
れ
は
圧
縮
せ
り
」
 
（
十
9
）
と
か
、
十
訓
抄
「
等
に

語
り
継
が
れ
た
」
 
（
十
九
2
9
）
と
か
い
っ
て
い
て
、
全
般
的
に
は
直
接
関
係
を

み
と
め
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
で
も
「
優
婆
蠣
多
、
降
天
魔
語
」

 
（
四
8
）
で
は
、
十
七
抄
の
当
該
話
に
関
し
て
、
 
「
本
集
に
基
く
」
と
し
て
お

り
、
一
部
に
対
し
て
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
出
典
関
係
の
存
在
を
肯

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
て
み
る
と
、
「
圧
縮
せ
り
」
も
、
あ
る
い
は
、
今
昔
物
語
集
に
も
と
づ
い

た
十
訓
抄
が
、
み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
そ
れ
を
「
圧
縮
」
し
た
の
だ
と

解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
忙
な
ろ
う
か
。
頭
注
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
説

明
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
辺
の
事
情
は
し
か
と
は
わ
か
り
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
痴
話
の
数
を
十
話
に
し
ぼ
る
な
ど
、
お
お
き
く
『
詳
解
」
ば
な
れ
を

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
は
す
る
も
の
の
、
な
お
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
日
本
古
典
文
学
全
集
本
「
今
昔
物
語
集
」
は
、
類
話
現
象
を

直
接
関
係
に
よ
る
も
の
と
み
な
し
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 
「
加
茂
祭
日
、

一
条
大
路
立
札
見
物
翁
語
」
 
（
三
十
一
9
）
に
関
し
て
、
『
全
集
』
は
出
域
抄

一
2
8
（
十
訓
抄
の
説
話
番
号
は
「
詳
解
』
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
）
を
さ
し
、

「
同
原
拠
の
下
話
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
と
十

訓
抄
と
の
関
係
に
直
接
的
な
か
た
ち
で
言
及
し
て
い
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で

あ
り
、
す
べ
て
の
類
話
が
同
断
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
け
れ

ど
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
 
「
大
系
』
の
ば
あ
い
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
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、

一
話
に
つ
い
て
直
接
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
『
大
系
』
と
、
一
話
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
共
通
祖
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
『
全
集
』
と
の
違
い
は
歴
然
と
し

て
い
る
。
『
全
集
」
に
は
、
本
朝
部
の
み
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら

、
今
昔
物
語
集
の
全
巻
を
対
象
と
し
た
『
大
系
』
よ
り
も
類
意
の
数
が
お
お
く
か

ぞ
え
ら
れ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
〈
類
話
V
で
は
な
く
く
同
心
V
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
か
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
特
色
が
み
ら
れ
、
新
機
軸
が
う
ち

だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
留
意
す
べ
き
は
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
類
話
現
象
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
解

釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
話
の
す
べ
て
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
に
b
て

も
う
断
書
の
あ
い
だ
に
は
直
接
関
係
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
共
通
祖
が
介
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
別
の
解
釈
を
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
結
論
的
に
い
え
ば
、
わ
た
し
に
は
ど
う
や
ら
、
『
大
系
』
と
も
『
全
集
」
と

も
違
う
、
別
の
解
釈
を
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
両
国
間
に
直
接

関
係
が
な
か
っ
た
と
み
る
点
で
、
基
本
的
に
は
『
全
集
』
の
立
場
と
同
じ
な
の

だ
が
、
さ
り
と
て
、
共
通
祖
の
介
在
説
に
も
、
に
わ
か
に
は
賛
成
し
か
ね
る
の

で
あ
る
。

 
今
昔
物
語
集
は
、
中
世
の
あ
る
時
期
ま
で
只
中
深
く
蔵
さ
れ
て
い
て
流
布
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
し
た
が
っ
て
、
後
代
の
作
晶
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ

と
も
な
か
っ
た
と
の
説
も
す
で
に
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
ほ
ぼ

一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
毛
あ
る
か
ら
、
今
昔
物
語
集

と
十
訓
抄
と
の
無
関
係
な
る
こ
と
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
な
ど
は
、
解
決
ず
み
の
も

ん
だ
い
を
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
で
気
が
ひ
け
る
の
だ
け
れ
ど

も
、
『
大
系
』
あ
煮
い
は
『
全
集
』
と
い
う
、
影
響
力
の
お
お
き
い
文
献
に
所

見
を
異
に
す
る
説
が
み
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
し
、
．
そ
れ
は
ま
た
、
か
え
っ
て
非
礼
で
さ
え
も
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
て
稿
を
お
こ
す
し
だ
い
で
あ
る
。
こ
と
ご
と
し
く
論
レ
た
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
新
見
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お

き
た
い
。

2

 
順
序
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
今
昔
物
語
集
と
十
訓
抄
と
の
無
関
係
な
る

こ
と
を
た
し
か
め
る
と
こ
ろ
が
ら
と
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

 
両
書
の
無
関
係
な
る
こ
と
は
、
十
訓
抄
の
側
か
ら
み
る
と
き
、
か
な
り
は
っ

き
り
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

、
周
知
の
と
お
り
、
十
訓
抄
は
お
お
く
の
資
料
を
用
い
て
編
ま
れ
て
い
る
。
十

訓
抄
の
、
そ
う
し
た
資
料
の
用
い
か
た
を
と
お
し
て
み
る
ど
き
、
今
昔
物
語
集

ど
の
連
関
は
い
か
に
も
異
質
で
、
同
一
視
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

 
具
体
的
に
の
べ
よ
う
。

 
十
夢
合
の
資
料
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、
俊
秘
抄
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 
「
…

…
と
俊
頼
朝
臣
い
へ
り
。
委
し
く
は
彼
の
口
伝
に
み
ゆ
」
 
（
一
5
4
）
と
、
俊
秘

抄
を
ふ
ま
え
た
記
事
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

 
さ
て
、
十
訓
蒙
三
1
は
、
定
懐
中
納
言
の
た
わ
ぶ
れ
に
対
し
、
小
式
部
内
侍

が
、
す
か
さ
ず
「
大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば
」
と
詠
み
か
え
し
て
、
み

ご
と
な
歌
才
を
示
し
た
と
い
う
例
の
有
名
な
は
な
し
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
お
そ

ら
く
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
俊
秘
抄
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三

聖
抄
の
当
該
話
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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、

 
 
大
江
山
生
野
の
さ
と
の
遠
け
れ
ば
ふ
み
も
ま
だ
み
ず
天
の
橋
立

（
A
）
-
一
-

是
は
小
式
部
の
内
侍
と
云
へ
る
人
の
歌
な
り
。
こ
と
の
お
こ
り
は
小
式
部
の
内

侍
は
和
泉
式
部
が
む
す
め
な
り
。
親
の
式
部
、
保
昌
が
め
に
て
丹
後
に
く
だ
り

た
り
け
る
程
に
、
都
に
歌
合
の
有
り
げ
る
に
、
小
式
部
の
内
侍
歌
よ
み
に
と
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
B
）
 
 
 
 
 
 
 
 
一

れ
て
よ
み
け
る
程
に
、
四
条
申
納
言
定
事
と
い
へ
る
は
、
四
条
大
納
言
公
任
の

子
な
り
。
-
馴
湘
の
た
は
ぶ
れ
て
、
小
式
部
の
内
侍
の
有
り
げ
る
に
、
丹
後
へ
つ

か
は
し
け
む
人
は
帰
り
ま
う
で
き
に
け
む
や
、
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら

 
（
C
）

む
と
ね
た
が
ら
せ
む
と
申
し
か
け
て
立
ち
け
れ
ば
、
内
侍
御
簾
よ
り
な
か
ら
出

で
て
わ
っ
か
に
直
衣
の
袖
を
ひ
か
へ
て
、
こ
の
歌
を
よ
み
か
け
㌧
れ
ば
、
い
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
D
）
-
一
嗣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

に
か
～
る
や
う
は
あ
る
と
て
、
つ
い
み
て
章
章
の
か
へ
し
せ
む
と
て
暫
し
は
思

ひ
け
れ
ど
、

大
系
）

え
思
ひ
え
ざ
り
け
れ
ば
、
ひ
き
は
り
に
げ
に
け
り
。
 
（
日
本
歌
学

'

 
 
十
七
心
像
1
は
、
俊
秘
奥
に
そ
っ
く
り
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

 
い
。
つ
圏
に
あ
げ
る
お
よ
そ
五
点
の
改
変
を
加
え
な
が
ら
、
俊
秘
抄
を
取
り
こ

 
ん
で
い
る
。

 
 
第
一
は
歌
。
十
訓
令
の
「
大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
遮
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み

ず
あ
ま
の
橋
立
」
は
、
俊
秘
抄
に
で
鳳
な
く
、
同
じ
俊
頼
編
む
と
こ
ろ
の
金
葉

集
に
よ
っ
た
も
の
と
み
え
る
。
い
か
に
寒
寒
抄
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
た
と

 
し
て
も
、
そ
れ
と
勅
撰
集
と
に
違
っ
た
か
た
ち
が
あ
る
と
き
、
後
者
に
よ
る
の

は
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。
十
訓
抄
に
金
葉
集
の
名
は
み
あ
た
ら
な
い
が

・
古
今
集
（
七
6
・
十
5
0
）
、
後
撰
集
（
十
5
0
）
、
拾
遺
集
．
（
十
3
）
、
詞
花
集

 
（
十
5
0
）
な
ど
の
名
が
み
え
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
金
葉
集
が
あ
わ
せ

用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

十
三
抄
の
く
今
昔
物
語
集
V

．
つ
。

 
第
二
以
下
は
、
右
の
俊
秘
抄
に
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
で
あ
る
。
、
十
型
抄

は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
解
説
的
な
部
分
で
あ
る
㈲
、
㈲
を
割
愛
し
て
い
る
。
㈹

⑪
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
変
し
て
い
る
。
 
・
．

 
㈲
つ
ぼ
ね
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を

 
⑪
と
ば
か
り
い
ひ
て
、
返
歌
に
も
及
ば
ず
、
袖
を
ひ
き
は
な
ち
て
に
げ
ら
れ

 
 
に
け
り

 
こ
う
し
た
里
離
抄
の
改
変
の
傾
向
を
ひ
と
く
ち
に
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ほ
か
で
も
な
く
、
八
簡
略
化
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
三
1
に
み
え
る
俊
秘
抄
と
の
か
か
わ
り
か
た
が
、
十
訓
抄
の
資
料
の
摂
取
の

し
か
た
の
す
べ
て
だ
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
し
、
じ
じ
つ
、
そ
う
で
な
い

例
も
た
し
か
に
あ
る
の
だ
が
、
わ
た
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
大
勢
は
や
は
り
く
簡

略
化
V
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、

ひ
と
俊
秘
抄
に
か
ぎ
ら
ず
、
他
の
資
料
と
の
あ
い
だ
に
も
、
同
じ
よ
う
に
指
摘

で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
伊
勢
物
語
に
い
は
く
」
 
（
一
5
4
）
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
伊
勢
物
語
の
ば
あ
い
し
か
り
。
「
大
和
物
語
に
は
」
 
（
五
9

）
と
示
さ
れ
て
い
る
大
和
物
語
の
ば
あ
い
に
も
、
ま
た
し
か
り
。
い
ず
れ
の
ば

あ
い
に
も
、
十
訓
抄
の
く
簡
整
化
V
の
あ
と
は
顕
著
な
の
で
あ
る
。

 
書
名
の
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
古
事

談
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
十
訓
抄
に
は
、
i
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
で
あ
ろ

う
こ
と
の
ほ
ぼ
た
し
か
だ
と
み
ら
れ
る
作
品
と
の
か
か
わ
り
か
た
を
み
る
に
、

〈
簡
略
化
V
や
八
そ
の
ま
ま
V
あ
る
い
は
く
い
い
か
え
V
は
あ
っ
て
も
、
出
典

か
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
く
は
み
出
し
V
の
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
．
。

（63）
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と
こ
ろ
が
、
今
昔
物
語
集
の
ば
あ
い
は
違
う
。
今
昔
物
語
集
と
回
訓
抄
と

 
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら
れ
る
類
話
を
つ
ぶ
さ
に
み
る
に
、
お
お
は
ば
な
く
簡
略

、
化
V
傾
向
が
た
し
か
め
ら
れ
る
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
は
ず
の
く

 
は
み
出
し
V
部
分
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。

 
 
一
例
を
あ
げ
よ
う
。

 
 
十
訓
抄
は
、
 
『
大
系
』
が
く
類
同
V
と
し
て
、
ま
た
、
 
「
全
集
」
も
「
小
異

 
は
あ
る
が
」
と
い
う
注
釈
つ
き
な
が
ら
、
〈
同
話
V
と
し
て
あ
げ
て
い
る
今
昔

 
物
語
集
二
十
四
3
0
「
藤
原
為
時
、
作
詩
任
越
前
守
語
」
の
類
意
な
の
で
あ
る
が
、

 
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。

 
 
ω
為
時
が
申
文
を
提
出
し
た
事
情

 
 
今
・
式
部
承
ブ
労
国
側
テ
、
受
領
二
成
ラ
ム
ト
申
ケ
ル
ニ
、
除
目
ノ
曲
舞
国

 
 
 
 
元
キ
ニ
依
テ
、
不
被
成
リ
ケ
リ
。
其
ノ
後
、
此
ノ
事
ヲ
歎
テ
、

 
 
訓
・
越
前
国
の
あ
き
た
り
け
る
を
、
源
国
立
、
藤
原
為
時
、
共
に
望
み
申
し

 
 
 
 
け
る
に
、
御
堂
殿
と
り
申
さ
せ
給
ひ
け
る
に
や
、
国
盛
を
な
さ
れ
に
け

 
 
 
 
り
。
墨
継
う
れ
へ
に
た
へ
ず
。

 
 
回
申
文
に
対
す
る
天
皇
の
反
応

 
 
A
「
・
御
寝
ナ
リ
テ
不
御
瞥
四
成
虫
ケ
リ

 
 
訓
・
帝
御
覧
じ
て
、
供
御
も
ま
み
ら
ず
。
夜
の
お
と
ど
に
入
ら
せ
給
ひ
て
、

 
 
 
 
御
心
労
あ
り
け
る

 
 
こ
れ
は
、
単
な
る
表
現
上
の
差
異
で
は
な
い
。
皇
国
が
な
か
っ
た
か
ら
受
領

 
に
任
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
と
、
一
国
を
二
人
が
望
ん
で
、
そ
の
結
果
一

 
方
が
あ
ぶ
れ
た
と
い
う
の
と
で
は
、
事
実
認
識
に
お
お
き
な
へ
だ
た
り
が
あ

 
る
。
同
じ
よ
う
に
、
為
時
の
竪
文
を
、
天
皇
は
す
で
に
寝
て
い
た
た
め
に
見
な

 
か
っ
た
と
い
う
の
と
、
一
見
し
て
お
お
い
に
気
に
し
た
匙
い
う
の
と
で
も
、
内

容
上
同
一
に
」
は
論
じ
に
く
い
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
相
違
が
、
表
現
の
面
か
ら
み
て
も
、
〈
簡
略

化
V
と
は
う
ら
は
ら
の
、
い
わ
ば
詳
細
化
と
で
も
い
う
べ
き
傾
向
に
裏
打
ち
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
今
昔
物

語
集
に
は
、
冒
頭
に
お
い
て
、
「
除
目
ノ
時
、
閾
国
元
キ
王
胤
テ
、
不
被
成
リ

ケ
リ
」
と
い
い
な
が
ら
、
末
尾
で
は
、
「
藤
原
国
盛
ト
楽
人
ノ
可
成
カ
リ
ケ
ル

越
前
守
ヲ
止
テ
、
俄
二
八
ノ
為
時
ヲ
ナ
ム
翼
成
ニ
ケ
ル
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
あ

き
ら
か
に
矛
盾
す
る
ゆ
え
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
十
訓
抄
が
、
矛
盾
の
解
消

と
く
簡
略
化
V
と
の
一
挙
両
得
を
は
か
っ
て
、
ω
の
よ
う
な
改
変
を
こ
こ
ろ
み

た
と
い
う
解
釈
も
な
り
た
ち
そ
う
に
い
ち
お
う
は
み
え
る
が
、
回
に
つ
い
て
は

説
明
の
つ
け
よ
う
も
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
、
0
り
・
回
の
い
ず
れ
も
、
今
昔
物
語

集
を
ふ
ま
え
て
の
、
表
現
の
く
簡
略
化
V
と
は
無
縁
の
存
在
だ
と
み
る
の
が
相

当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

 
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ゆ
る
〈
は
み
出
し
〉
部
分

を
も
つ
十
訓
三
十
3
1
は
、
は
な
し
全
体
と
し
て
は
、
今
昔
物
語
集
二
十
四
3
0
の

三
分
の
一
以
下
の
分
量
を
し
か
伝
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
も
し
十
訓
抄
十
3
1
が
今
昔
物
語
集
二
十
四
3
0
に
も
と
づ
い
て

い．

驍
ﾆ
し
た
ば
あ
い
、
全
体
の
分
量
を
三
分
の
一
以
下
に
お
さ
え
る
と
い
う
お

お
は
ば
な
く
簡
略
化
〉
を
お
こ
な
う
一
方
で
、
特
定
部
分
で
は
、
内
容
の
面
で

も
表
現
の
面
で
も
、
今
昔
物
語
集
か
ら
お
お
き
く
く
は
み
出
す
V
と
い
う
方
法

を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
別
の
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
今
昔
物
語
集

か
ら
十
訓
抄
へ
と
い
う
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
十
訓
抄
の
側
に
、

こ
う
し
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
是
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
。

（64）



 
し
か
し
、
対
象
が
今
昔
物
語
集
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
、
〈
簡
略
化
V
と
く

は
み
出
し
V
と
を
併
存
さ
せ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
、

 
D
じ
つ
、
今
回
と
古
事
談
と
に
求
め
ら
れ
る
類
話
を
参
照
す
れ
ば
、
仕
込
抄

十
3
1
が
、
今
昔
物
語
集
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
改
変
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が

は
っ
き
り
す
る
。
ち
な
み
に
、
今
鏡
に
よ
っ
て
右
の
0
り
、
回
に
相
当
す
る
部
分

を
示
す
と
、

 
ω
越
前
守
の
、
量
器
に
淡
路
に
な
り
て
、
い
と
か
ら
く
お
ぼ
し
て

 
回
一
条
の
帝
御
覧
じ
て
、
夜
の
御
殿
に
入
ら
せ
給
て
、
ひ
き
か
づ
き
て
臥
さ

 
 
せ
給
ひ
け
る
を

の
ご
と
く
で
あ
る
。
古
事
談
の
当
該
部
分
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
い
。
表
現
の

細
部
は
と
も
か
く
、
内
容
は
あ
き
ら
か
に
十
福
二
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
訓
抄
十
3
1
の
典
拠
は
、
今
昔
物
語
集
型
の
そ
れ
で
は
な
く
、
今
鏡
．
古
事
三

型
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

3

 
『
大
系
』
が
今
昔
物
語
集
を
典
拠
だ
と
し
て
い
る
一
8
の
ば
あ
い
も
、
事
情

は
お
お
む
ね
右
の
十
3
1
と
同
じ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

 
た
し
か
に
、
一
8
と
今
昔
物
語
集
四
8
「
優
翌
春
多
、
降
天
魔
語
」
と
の
あ

い
だ
の
振
幅
は
少
な
い
。
〈
簡
略
化
V
さ
れ
た
部
分
は
長
文
で
は
あ
る
が
、
ま

と
ま
っ
た
一
か
所
が
中
心
で
あ
り
渇
く
は
み
出
し
V
部
分
は
、
こ
れ
も
一
か
所

で
あ
り
、
そ
レ
て
、
と
り
わ
け
、
共
通
す
る
部
分
の
類
似
度
は
、
他
の
ば
あ
い

に
比
し
て
高
い
。
そ
の
意
味
で
、
今
昔
物
語
集
四
8
が
典
拠
だ
と
見
ま
が
わ
れ

て
も
や
む
を
え
な
い
状
況
に
は
、
い
ち
お
う
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

ン
つ
。回

訓
抄
の
〈
今
昔
物
語
集
〉

 
し
か
し
、
一
方
で
く
簡
略
化
V
を
、
他
方
で
く
は
み
出
し
V
を
と
い
う
、
今

昔
物
語
集
と
の
あ
い
だ
に
求
め
ら
れ
る
争
心
の
特
徴
的
な
構
図
は
、
立
話
で
も

や
は
り
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
今
昔
物
語
集
四
8
は
、
女
に
変
じ
て
聴
衆
に
ま
ぎ
れ
こ
み
、
説
法
を
さ
ま
た

げ
よ
う
と
し
た
天
魔
の
所
為
を
見
抜
い
た
優
婆
堀
多
が
、
花
董
の
か
わ
り
に
牛

馬
等
の
骨
を
つ
な
い
だ
も
の
を
天
魔
の
首
に
か
け
て
こ
れ
に
制
裁
を
加
え
た
と

こ
ろ
、
天
魔
は
反
省
し
、
仏
の
生
前
の
よ
う
す
を
演
じ
て
み
せ
た
と
い
う
は
な

し
で
あ
る
。
「
優
婆
噸
多
、
降
天
魔
語
」
と
の
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

今
昔
物
語
集
は
、
こ
の
は
な
し
を
償
三
三
多
の
側
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。
興
味

の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
「
降
天
魔
」
な
の
で
あ
っ
て
、
天
魔
が
仏
の
よ
う
す
を

演
じ
た
の
は
、
「
降
天
魔
」
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
十
訓
抄
一
8
は
、
変
化
の
も
の
の
報
恩
と
い
う

角
度
か
ら
こ
の
は
な
し
を
お
さ
え
て
い
る
。
十
訓
抄
一
8
は
、
今
昔
物
語
集
四

8
で
興
味
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
諸
点
、
す
な
わ
ち
、
説
法
を
さ
ま
た
げ
よ

う
と
し
た
天
魔
が
女
に
変
じ
て
聴
衆
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
こ
と
、
優
婆
堀
多

が
そ
れ
を
見
抜
い
た
こ
と
、
制
裁
の
た
め
に
牛
馬
の
骨
な
ど
を
つ
な
い
だ
偽
の

花
量
を
女
の
首
に
か
け
た
こ
と
、
そ
れ
を
は
ず
そ
う
と
し
て
か
な
わ
な
か
っ
た

天
魔
が
大
自
在
天
に
助
け
を
求
め
た
こ
と
、
大
自
在
天
は
仏
弟
子
で
あ
る
優
婆

囑
多
の
と
こ
ろ
へ
行
く
ほ
か
な
い
と
さ
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
優
婆
嘱
多
の

も
と
で
天
魔
は
泣
い
て
勢
い
あ
ら
た
め
た
こ
と
、
等
々
が
欠
落
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
に
は
、
わ
ず
か
に
、
「
天
魔
の
た
め
に
芳
恩
を
ほ
ど
こ

し
給
ふ
事
あ
る
に
よ
り
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

 
く
り
か
え
す
こ
ど
に
な
る
が
、
今
昔
物
語
集
四
8
に
よ
れ
ば
、
優
婆
堀
多
が

天
魔
に
偽
の
花
量
を
か
け
た
の
は
、
変
化
の
も
の
を
も
仏
道
に
み
ち
び
こ
う
と
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い
う
恩
情
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
そ
う
は
な
っ
た
と
し

て
も
、
所
期
の
目
的
は
、
制
裁
な
い
し
排
除
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
芳
恩
」
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
十
再
製
の
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

十
訓
抄
一
8
が
今
昔
物
語
集
四
8
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

れ
は
く
簡
略
化
V
で
あ
る
と
同
時
に
、
〈
す
り
か
え
V
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

 
資
料
の
用
い
か
た
は
、
つ
ね
に
典
拠
の
主
旨
に
そ
（
、
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
の
相
違
は
、
十
訓

抄
の
類
話
を
収
め
て
い
る
諸
作
品
の
う
ち
、
宇
治
拾
遺
物
語
や
今
昔
物
語
集
所

収
の
類
話
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
傾
向
の
よ
う
で
、
留
意
さ
れ
て

よ
い
現
象
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
 
 
 
 
 
、

 
と
ご
ろ
で
、
十
訓
抄
一
8
は
、
今
昔
物
語
集
四
8
の
中
心
的
な
部
分
で
あ
る

「
降
天
魔
」
に
相
当
す
る
部
分
を
欠
い
て
い
る
一
方
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
、
今
昔
物
語
集
に
な
い
記
述
を
そ
な
え
て
い
る
。
両
者
の
当
該
部
分
を
あ
わ
～

せ
か
か
げ
る
。

 
今
・
今
昔
、
・
天
竺
二
優
勲
臣
多
ト
串
黒
暗
ノ
羅
漢
在
マ
ス

 
訓
・
昔
中
天
竺
に
、
仏
滅
の
後
百
歳
ば
か
り
を
へ
て
、
優
早
堀
多
と
申
す
謹

 
 
 
果
の
羅
漢
お
は
し
け
り
。

 
今
昔
物
語
集
の
「
天
竺
」
が
、
十
訓
抄
で
は
「
中
天
竺
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
加
え
、
「
仏
滅
後
百
歳
ば
か
り
を
へ
て
」
と
の
記
述
が
、
十
訓
抄
に
だ
け

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ゆ
る
く
は
み
出
し
V
は
、
十
訓
導
一

8
が
今
昔
物
語
集
四
8
に
よ
っ
た
の
で
は
一
-
少
な
く
と
も
、
そ
れ
の
み
に
よ

っ
た
の
で
は
、
と
う
て
い
出
て
こ
な
い
性
質
の
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

 
「
も
っ
と
も
、
全
体
と
し
て
は
今
昔
物
語
集
四
8
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
部
分

だ
け
他
の
資
料
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
う
た
と
い
う
解
釈
も
な
り
た
ち
そ
う
に
み
え

る
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
保
革
抄
の
著
者
は
、
「
草
の
庵
を
東
山
の
麓
に
し
め
て

蓮
の
台
を
西
土
の
雲
に
望
む
翁
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
「
仏
記

於
汝
在
百
年
後
」
と
す
る
付
法
蔵
因
縁
伝
の
ご
と
き
他
の
仏
書
に
よ
っ
て
、
こ

れ
を
お
ぎ
な
う
く
ら
い
の
知
識
は
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
レ
、
十
訓
抄
の
資
料
の
用
い
か
た
の
一
般
原
則
に
照
ら
す
と
き
、
そ
う
し

た
解
釈
の
な
り
た
つ
余
地
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
、
わ
た

し
に
は
お
も
わ
れ
る
。

 
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
十
訓
抄
に
、
典
拠
か
ち
の
く
は
み
出
し
V
が
な
い
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
数
は
お
お
く
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
種
の
く
は
み
出

し
V
は
、
ノ
古
事
談
と
の
あ
い
だ
な
ど
に
み
ら
れ
は
す
る
。
も
ん
だ
い
は
、
だ
か

ち
、
さ
き
に
ふ
れ
た
ぱ
う
に
、
〈
簡
略
化
V
と
く
は
み
出
し
V
と
を
あ
わ
せ
そ

な
え
た
例
が
、
今
昔
物
語
集
に
求
め
ら
れ
る
類
別
に
集
中
的
に
み
ら
れ
る
こ
と

に
あ
る
。
わ
た
し
に
は
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
十
訓
抄
が
今
昔
物
語
集
に
も
と

づ
き
な
が
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
み
る
に
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
、
む
り
が
あ

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
『
大
系
』
が
出
典
関
係
に
あ
り
と
し
て
い
る
十
訓
抄
一
8
と
今
昔
物
語
集
四

8
と
は
、
こ
れ
も
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
窺
書
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら
れ
る

類
話
の
う
ち
、
も
っ
と
も
類
似
度
の
高
い
部
類
に
属
す
る
。
し
か
も
、
そ
う
し

た
も
の
の
な
か
に
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
直
接
関
係
を
疑
わ
し
め
る
徴
証
が
指
摘

で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
い
う
に
お
よ
ぶ

ま
い
。
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4

 
今
昔
物
語
集
三
十
一
6
と
、
随
筆
抄
一
2
8
と
を
「
同
原
拠
の
謹
話
」
と
す
る

『
全
集
』
の
ば
あ
い
、
 
「
同
原
拠
」
と
は
、
今
昔
物
語
集
と
十
訓
抄
と
が
、
，
直

接
そ
れ
に
接
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

 
も
と
も
と
、
類
話
は
、
ひ
と
つ
の
事
実
に
根
ぎ
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
表
現
の
出
入
り
な
ど
と
い
っ
た
現
象
面
で
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
は
な

し
の
生
い
た
ち
の
違
い
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
で
あ
っ
て
、
同
原
で
な
い
類
話
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
全
集
』
が
、
今
昔
物
証
銀
集

三
十
一
6
と
十
訓
抄
一
2
8
と
を
、
こ
と
さ
ち
「
同
原
拠
」
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
、

そ
こ
に
、
他
の
「
同
話
」
と
は
異
な
る
条
件
の
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
か

ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
た
し
か
に
、
今
昔
物
語
集
三
十
一
6
と
十
訓
全
一
2
8
と
の
あ
い
だ
に
も
、
今

昔
物
語
集
と
十
七
抄
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
類
話
の
一
般
的
な
傾
向
と
は
、

様
相
の
異
な
る
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
十
訓
抄
の
側
に
、
い
わ
ゆ
る
く
簡
略

化
V
の
あ
と
は
み
ら
れ
て
も
、
〈
は
み
出
し
V
は
な
い
し
、
ま
た
、
文
脈
の
乱

れ
は
指
摘
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
く
簡
略
化
〉
に
と
も
な
う
も
の
だ
と
す

れ
ば
・
説
明
の
つ
け
ら
れ
る
種
類
の
乱
れ
で
あ
る
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
、
要
す

る
に
十
三
抄
一
2
8
は
、
そ
っ
く
り
同
じ
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
今

昔
物
語
集
三
十
一
6
の
範
囲
の
な
か
、
に
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
 
 
 
 
 
 
 
-

 
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
が
他
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
相
応
の
理
由
が

あ
る
之
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
類
似
相
の
う
え
で
の
相
違
な
の
で
あ
っ
て

回
訓
抄
の
く
今
昔
物
語
集
V

そ
れ
が
た
だ
ち
に
、
「
同
話
」
と
「
同
原
拠
の
同
話
」
と
の
区
別
に
結
び
つ
く

と
は
か
ぎ
る
ま
い
。
た
と
え
回
訓
抄
一
2
8
が
、
今
昔
物
語
集
三
十
一
6
の
範
囲

内
に
収
ま
っ
て
お
り
、
表
現
に
も
共
通
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
両
者
を
共
通
祖
に
直
接
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と

が
、
は
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
も
と
よ
り
、
わ
た
し
も
、

今
昔
物
語
集
三
十
一
6
と
十
訓
抄
一
2
8
と
が
、
「
同
原
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
両
者
の
同
根
で
あ
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん

ど
疑
う
余
地
が
な
い
乏
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

．
ま
た
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
あ
る
い
は
「
同
原
拠
の
童
話
」
な
の
か
も
し
れ
な

い
と
も
お
も
う
。
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
論
拠
を
、
わ
た
し

は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

 
た
だ
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
 
「
同
原
拠
の
同
型
」
で
あ
る
こ

・
と
を
否
定
す
る
論
拠
の
き
め
手
に
欠
け
る
よ
う
に
、
肯
定
す
る
論
拠
に
も
ま
た

き
め
手
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
．
「
同
原

拠
の
同
意
」
と
さ
れ
る
の
は
、
今
昔
物
語
集
と
の
関
連
で
い
え
ば
一
話
だ
け
で

あ
り
、
 
『
全
集
』
の
論
拠
は
、
今
昔
物
語
集
三
十
一
6
と
十
訓
抄
一
2
8
と
の
類

似
相
の
も
ん
だ
い
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
程
度
の
類
似
相
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
共
通
祖
に
直
接
し
て
い
な
く
と
も

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
お
も
う
の
で
あ
る
ゆ

 
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
断
定
す
る
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
か
ね
ば
な
る
ま

い
。
「
同
原
拠
の
同
話
」
と
の
論
拠
に
、
な
っ
と
く
の
い
く
説
明
が
え
ら
れ
る

ま
で
は
、
 
『
全
集
』
の
所
説
へ
の
同
意
を
、
一
部
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
・
る
。

（67）
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