
物

語

と

説

話

一
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

局

橋

貢

嗣

平
安
時
代
の
物
語
の
中
に
吉
祥
天
女
と
の
恋
の
記
事
が
何
ケ
所
か
出
て
来

る
。
そ
の
例
を
左
に
上
げ
て
み
よ
う
。

 
一
、
宇
津
保
物
語
「
初
秋
」
の
中
で
、
朱
雀
院
が
仁
寿
殿
御
息
所
と
物
語
る

所
が
あ
る
が
、
そ
の
時
院
は
兵
部
卿
の
み
こ
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。 

 
「
さ
ら
に
兵
部
卿
の
み
こ
、
か
へ
り
て
苦
し
き
人
な
り
。
黒
む
人
に
心
と

 
め
ら
れ
ぬ
べ
き
心
あ
り
て
、
吉
祥
天
女
に
も
、
い
か
が
せ
ま
し
と
思
は
せ
つ

 
べ
き
人
な
り
。
」

 
二
、
源
氏
物
語
で
は
「
帯
木
」
で
、
頭
中
将
の
話
の
中
に
吉
祥
天
女
が
と
り
、

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
「
吉
祥
天
女
を
思
ひ
か
け
ん
と
す
れ
ば
、
法
気
づ
き
、
く
す
し
か
ら
ん
こ

 
そ
、
9
又
わ
び
し
か
り
ぬ
ぺ
け
れ
」

 
三
、
狭
衣
物
語
で
は
、
巻
一
で
狭
衣
中
将
が
夜
な
夜
な
飛
鳥
井
姫
君
を
訪
れ

る
の
を
、
お
供
の
人
が
左
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

 
 
「
か
㌧
り
つ
る
事
な
か
り
つ
る
も
の
を
、
い
か
な
る
き
ち
ざ
う
天
女
な
ら

 
ん
、
さ
る
は
い
と
も
の
げ
な
き
け
し
き
な
る
を
」

 
】
方
、
平
安
時
代
の
説
話
集
を
見
る
と
、
吉
祥
天
女
に
恋
を
し
た
話
が
あ

る
。
そ
の
例
を
左
に
上
げ
る
。

 
一
、
日
本
霊
異
記
巻
中
第
十
三
「
生
愛
欲
恋
吉
祥
天
女
悪
感
応
示
奇
表
台
」

（
今
昔
物
語
集
巻
十
七
第
四
十
五
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
は
左
の
よ
う
な
話
で

あ
る
。

 
和
泉
国
の
山
寺
に
吉
祥
天
女
の
像
が
あ
っ
た
。
信
濃
国
の
優
婆
塞
が
そ
の
像

に
「
あ
な
た
の
よ
う
な
美
し
い
女
を
下
さ
い
」
と
祈
っ
た
。
す
る
と
あ
る
夜
優

婆
塞
は
そ
の
像
と
通
じ
た
夢
を
見
た
。
翌
朝
起
き
て
み
る
と
、
像
の
腰
の
と
こ

ろ
が
け
が
れ
て
い
た
。

 
二
、
古
本
説
話
集
第
六
十
二
「
和
泉
國
々
分
寺
住
持
艶
寄
吉
祥
天
女
事
」
は

左
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

 
和
泉
国
の
国
分
寺
に
吉
祥
天
女
像
が
あ
っ
た
。
鐘
つ
き
の
僧
が
そ
の
像
に
恋

を
す
る
と
、
あ
る
夜
天
女
が
「
お
前
の
妻
に
な
ろ
う
」
と
夢
に
出
て
言
っ
た
。

夢
の
お
告
げ
に
従
っ
て
男
は
現
わ
れ
た
女
と
結
婚
し
た
。
の
ち
に
男
に
親
し
い

（37）

物
語
と
説
話
-
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
ー



女
が
で
き
る
と
、
妻
は
姿
を
消
し
た
。

 
物
語
の
中
で
吉
祥
天
女
と
の
恋
の
記
事
が
記
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
景

と
し
て
、
当
時
そ
の
よ
う
な
話
が
実
際
に
人
々
の
間
で
語
ら
れ
、
知
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
霊
異
記
、
古
本
説
話
集
等
に
と
ら
れ
て
い
る
話
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
話
が
人
々
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
が
言

え
る
わ
け
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
1

 
す
で
に
い
ろ
一
の
研
究
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
説
話
集

以
外
の
種
々
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
は
、
素
材
、
発
想
に
関
し
て
説
話
や
説
話
的

な
も
の
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
平
安
時
代
の
物
語
に
つ
い

て
も
同
様
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
源
氏
物
語
に
例
を
と
っ
て
み
る
と
、
玉
髭
を
め
ぐ
っ
て
帝
、
源
氏
、
兵
部
卿

宮
、
髭
黒
大
将
が
競
い
合
う
物
語
に
は
、
五
十
嵐
力
博
士
（
平
安
朝
文
学
史
《

下
》
九
十
九
頁
～
一
〇
二
頁
）
、
岡
一
男
博
士
（
源
氏
物
語
事
典
二
六
四
頁
）

の
御
指
摘
の
よ
う
に
、
上
代
の
神
話
伝
説
以
来
の
妻
争
い
が
主
要
な
骨
子
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
「
橋
姫
」
の
巻
の
物
語
の
展
開
、
或
は
宇
治
の
大
君
、
中
君

の
姿
の
幻
想
と
し
て
、
古
歌
、
古
伝
説
で
有
名
な
宇
治
の
橋
姫
が
と
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
（
岡
一
男
博
士
「
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
五
一
八
頁
）
。
ま
た

須
磨
、
明
石
の
巻
に
貴
種
流
離
謳
の
影
響
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（

阿
部
秋
生
氏
「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」
 
（
下
）
六
九
七
頁
、
岡
博
士
「
源
氏
物

語
事
典
」
二
九
二
頁
）
。

 
こ
の
よ
う
に
物
語
の
人
物
、
場
所
、
素
材
、
発
想
等
の
方
面
で
、
説
話
と
の

関
連
が
見
ら
れ
る
が
、
本
論
文
で
は
物
語
が
説
話
を
素
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に

と
り
入
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
申
心
に
述
べ
る
。
な
お
物
語
で
は
主
に
源

氏
物
語
に
つ
い
て
述
べ
る
。

 
一
、
往
生
を
夢
に
見
る
話
、
或
は
故
人
が
夢
に
現
わ
れ
る
話
は
源
氏
物
語
の

中
に
何
ケ
所
か
あ
る
。
例
え
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

 
◎
「
若
菜
」
で
は
、
明
石
入
道
が
明
石
上
に
奉
っ
た
手
紙
の
中
に
、
西
方
を

さ
し
て
舟
を
こ
い
で
行
く
夢
を
見
た
と
記
し
て
い
る
。
即
ち
左
の
通
り
で
あ

る
G

 
 
「
わ
が
お
も
と
、
生
ま
れ
給
は
ん
と
せ
し
、
そ
の
年
の
二
月
の
、
そ
の
夜

 
の
夢
に
見
し
や
う
、
『
身
つ
か
ら
、
須
弥
の
山
を
、
右
の
手
に
捧
げ
た
り
、

 
山
の
左
右
よ
り
、
月
日
の
光
さ
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
世
を
照
ら
す
。
身
つ

 
か
ら
は
、
山
の
下
の
か
げ
に
隠
れ
て
、
そ
の
光
に
あ
た
ら
ず
、
山
を
ば
、
廣

 
き
海
に
浮
べ
お
き
て
、
小
さ
き
舟
に
乗
り
て
、
西
の
か
た
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ

 
く
』
と
な
ん
、
見
侍
り
し
。
」

 
右
の
記
事
に
続
け
て
、
 
「
内
教
の
心
を
尋
ぬ
る
中
に
も
、
夢
を
信
ず
べ
き
こ

と
、
多
く
侍
り
し
か
ば
」
と
記
し
て
い
る
。

 
㊧
「
横
笛
」
で
は
、
夕
霧
の
夢
に
故
柏
木
が
現
わ
れ
て
歌
を
よ
ん
で
い
る
。

 
 
「
す
こ
し
寝
い
り
給
へ
る
夢
に
、
か
の
衛
門
の
督
、
た
ゴ
、
あ
り
し
さ
ま

 
の
桂
姿
に
て
、
か
た
は
ら
に
る
て
、
こ
の
笛
を
と
り
て
見
る
。
夢
の
中
に

 
も
、
『
な
き
人
の
、
わ
づ
ら
は
し
う
、
此
の
こ
ゑ
を
た
つ
ね
て
き
た
る
』

 
と
、
思
ふ
に
、

 
『
笛
竹
の
ふ
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
よ
な
が
き
音
に
つ
た
へ
な
ん

 
思
ふ
か
た
、
こ
と
に
侍
り
き
」
と
い
ふ
を
、
 
『
問
は
ん
」
と
思
ふ
ほ
ど
に
、

 
若
君
の
、
ね
お
び
れ
て
泣
き
給
ふ
御
こ
ゑ
に
、
さ
め
給
ひ
ぬ
。
」

 
⑭
「
六
角
」
で
は
故
八
宮
が
宇
治
の
養
君
の
夢
に
現
わ
れ
て
い
る
。

（38）



 
 
「
中
合
『
故
宮
の
、
夢
に
見
え
給
へ
る
。
い
と
、
物
お
ぼ
し
た
る
気
色
に

 
て
、
此
の
わ
た
り
に
こ
そ
、
ほ
の
め
き
給
へ
れ
』
と
語
り
給
へ
ば
、
い
と
ゴ

 
し
く
、
悲
し
さ
添
ひ
て
、
大
君
『
う
せ
給
ひ
て
後
、
 
『
い
か
で
、
夢
に
も
見

 
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
思
ふ
を
。
更
に
こ
そ
、
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
』
と
て
、
二

 
こ
ろ
な
が
ら
、
い
み
じ
く
泣
き
給
ふ
。
」

 
ま
た
故
八
宮
は
組
閣
梨
の
夢
に
も
現
わ
れ
て
、
姫
君
た
ち
の
こ
と
が
気
に
か

か
っ
て
往
生
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

 
 
「
阿
閣
梨
「
い
か
な
る
所
に
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
．
『
さ
り
と
も
、
涼
し
き

 
か
た
に
ぞ
」
と
、
思
ひ
や
り
た
て
ま
つ
る
を
。
さ
い
つ
頃
の
夢
に
な
ん
、
見

 
え
お
は
し
ま
し
㌧
。
俗
の
御
か
た
ち
に
て
、
「
世
の
中
を
、
ふ
か
う
厭
ひ
離

 
れ
し
か
ば
、
心
と
ま
る
こ
と
な
か
り
し
を
、
い
さ
＼
か
、
う
ち
思
ひ
し
こ
と

 
に
、
乱
れ
て
な
ん
。
た
ゴ
し
ば
し
、
願
ひ
の
所
を
隔
た
れ
る
を
思
ふ
な
ん
、

 
い
と
く
や
し
き
。
す
す
む
る
わ
ざ
せ
よ
」
と
、
い
と
、
定
か
に
仰
せ
ら
れ
し

 
を
。
た
ち
ま
ち
に
、
仕
う
ま
つ
る
べ
き
こ
と
の
思
え
侍
ら
ね
ば
、
堪
へ
た
る

 
に
従
ひ
て
、
お
こ
な
ひ
し
侍
る
法
師
ば
ら
、
五
六
人
し
て
、
な
に
が
し
の
念

 
佛
な
ん
、
仕
う
ま
つ
ら
せ
侍
る
。
さ
て
は
、
思
ひ
給
へ
得
た
る
こ
と
侍
り

 
て
、
常
不
悉
を
な
ん
、
つ
か
せ
侍
る
」
な
ど
串
す
に
、
君
も
、
い
み
じ
う
泣

 
き
謂
ふ
。
」

 
故
人
が
夢
に
現
わ
れ
て
往
生
を
告
げ
た
り
、
或
は
歌
を
よ
む
話
は
、
今
昔
物

語
集
等
の
説
話
集
、
往
生
伝
、
そ
の
他
の
書
物
、
文
献
に
多
く
と
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
今
昔
物
語
集
に
と
ら
れ
て
い
る
話
の
中
で
藤
原
義
孝
の
往
生
話
（
巻

十
五
第
四
十
二
、
巻
二
十
四
第
三
十
九
）
で
は
、
義
孝
は
死
後
、
母
、
妹
、
賀

縁
、
藤
原
高
遠
等
の
夢
に
出
て
、
往
生
を
告
げ
た
り
、
或
は
歌
を
よ
ん
で
い

る
。
ま
た
巻
十
四
第
一
「
為
救
元
空
律
師
枇
杷
大
臣
写
法
花
語
」
 
（
出
典
は
日

物
語
と
説
話
 
-
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

本
往
生
極
楽
記
）
で
は
、
元
暦
律
師
が
死
後
藤
原
仲
平
の
夢
に
出
て
、
銭
に
執

着
し
て
往
生
で
き
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

 
平
安
時
代
に
夢
が
事
実
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
導
入
が
生
き

て
い
る
人
の
夢
に
出
て
往
生
を
告
げ
る
こ
と
が
往
生
の
一
つ
の
証
拠
に
な
っ
た

こ
と
は
、
左
の
記
事
に
よ
っ
て
言
え
る
。

 
 
「
若
適
有
二
往
生
極
楽
者
［
、
依
二
曹
願
カ
一
、
依
二
佛
神
力
「
、
若
夢
若
畳
、

 
示
二
結
縁
人
一
、
若
堕
二
悪
道
一
、
亦
以
示
レ
え
。
」
 
（
二
十
五
三
昧
式
）

 
平
安
時
代
の
貴
族
の
日
記
に
も
、
故
人
が
夢
に
現
わ
れ
て
、
往
生
を
告
げ
た

り
、
詩
歌
を
よ
ん
だ
記
事
を
の
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
源
氏
物
語
の

右
の
話
の
背
景
と
し
て
、
当
時
、
夢
が
往
生
の
証
拠
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た

こ
と
、
及
び
そ
れ
に
関
す
る
い
ろ
く
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
二
、
 
「
佛
の
御
な
か
に
は
、
 
「
初
瀬
な
む
、
日
の
本
の
う
ち
に
、
あ
ら
た
な

 
る
し
る
し
あ
ら
は
し
給
ふ
』
と
、
唐
土
に
だ
に
、
聞
え
あ
な
り
。
」

 
右
は
「
玉
髭
」
の
中
で
、
豊
後
の
介
が
玉
童
に
初
瀬
詣
で
を
す
す
め
る
言
葉

の
中
の
一
部
で
あ
る
。

 
こ
の
豊
後
の
介
の
言
葉
の
背
景
に
は
、
平
安
時
代
に
長
谷
観
音
の
霊
験
が
唐

土
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
考
え
、
及
び
そ
れ
に
関
す
る
何
か
の
話
が
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
「
源
氏
物
語
」
の
註
で

は
、
河
海
抄
所
載
の
大
唐
の
僖
宗
皇
帝
の
后
、
馬
頭
夫
人
が
容
貌
の
み
に
く
い

の
を
悲
し
ん
で
長
谷
観
音
に
祈
っ
た
話
、
及
び
三
二
抄
巻
三
所
載
の
吉
備
真
備

 
 
 
 
 
 
 
 
註
5

の
話
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
外
に
今
昔
物
語
集
の
左
の
話
も
参
考
に
な
ろ
う
。

 
◎
、
今
昔
物
語
集
巻
十
一
第
三
十
一
「
徳
道
聖
人
、
始
建
長
谷
寺
語
」
に
、

僧
徳
道
が
長
谷
観
音
を
造
っ
た
由
来
を
牧
め
て
い
る
が
、
こ
の
話
の
後
に
「
凡

（39）



ソ
、
此
一
朝
ニ
シ
モ
非
ズ
、
雪
曇
旦
ノ
國
［
マ
デ
霊
験
ヲ
施
シ
給
フ
観
笠
日
二
御
ス
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
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と
記
し
て
い
て
、
 
「
玉
覧
」
・
の
一
文
と
同
様
の
思
想
を
記
し
て
い
る
。

 
㊨
、
今
昔
物
語
集
巻
十
六
第
十
九
「
新
羅
后
、
蒙
國
王
答
得
長
谷
観
音
助

語
」
は
、
新
羅
の
后
が
密
通
し
て
王
の
讐
を
受
け
た
。
后
は
長
谷
観
音
に
祈
っ

て
、
答
の
苦
を
免
れ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
後
に
「
実
二
長
谷
ノ
観
音
ノ
霊

験
不
思
議
也
。
念
ジ
奉
ル
人
、
他
國
マ
デ
其
ノ
利
益
ヲ
不
蒙
ズ
ト
云
フ
事
元

シ
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
な
お
こ
の
話
は
宇
治
拾
遺
物
語
第
一
七
九
（
巻

十
四
第
五
）
に
同
型
が
あ
る
。

 
右
の
資
料
に
よ
っ
て
、
源
氏
物
語
「
玉
鷺
」
と
同
様
の
思
想
、
及
び
関
連
し

た
話
が
今
昔
物
語
集
等
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

 
三
、
A
、
◎
、
源
氏
「
い
つ
れ
か
狐
な
ら
ん
な
。
た
ゴ
、
は
か
ら
れ
給
へ
か

 
し
」
 
（
「
夕
顔
」
一
光
源
氏
と
夕
顔
と
の
会
話
の
中
の
源
氏
の
言
葉
）

 
 
㊨
、
「
『
も
し
、
狐
な
ど
の
変
化
に
や
』
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
」
 
（
「
蓬

 
生
」
一
光
源
氏
が
末
摘
花
を
た
ず
ね
た
時
、
末
摘
花
側
の
女
達
の
惟
光
に

 
対
す
る
批
評
）

 
 
⑱
、
源
氏
「
ま
こ
と
に
そ
の
人
か
。
よ
か
ら
ぬ
狐
な
ど
い
ふ
な
る
も
の
＼
、

 
た
．
は
ぶ
れ
た
る
が
、
亡
き
人
の
お
も
て
ぶ
せ
な
る
こ
と
、
い
ひ
出
つ
る
も
あ

 
な
る
を
」
 
（
「
若
菜
」
1
よ
り
ま
し
の
童
に
移
っ
た
至
上
に
つ
い
て
い
た

 
物
怪
に
源
氏
が
言
う
言
葉
）

 
 
⑭
、
．
「
『
鬼
や
食
ひ
つ
ら
む
。
狐
め
く
物
や
、
取
り
も
て
往
ぬ
ら
ん
。
い

 
と
、
昔
物
語
の
、
怪
し
き
、
物
の
事
の
讐
ひ
に
か
、
さ
や
う
な
る
事
も
言
ふ

 
な
り
し
』
と
、
思
ひ
出
づ
。
」
 
（
「
蜻
蛉
」
！
浮
舟
の
失
踪
の
理
由
に
つ

 
い
て
の
母
君
の
想
像
）

 
 
⑪
、
「
狐
の
、
変
化
し
た
る
か
。
憎
し
。
み
あ
ら
は
さ
む
」
 
（
「
手
習
」

 
一
浮
舟
を
見
つ
け
た
時
の
横
川
僧
都
の
弟
子
の
言
葉
）

 
 
阿
闊
梨
「
こ
＼
に
は
、
若
き
女
な
ど
や
住
み
給
ふ
。
か
㌧
る
事
な
む
あ

 
る
」
と
て
、
見
す
れ
ば
、
宿
守
「
狐
の
、
仕
う
ま
つ
る
な
り
。
こ
の
木
の
も

 
と
に
な
む
、
酸
く
怪
し
き
わ
ざ
な
む
、
し
侍
る
。
一
昨
年
の
秋
も
、
こ
＼

 
に
侍
る
人
の
子
の
、
二
つ
ば
か
り
に
侍
り
し
を
、
と
り
て
、
ま
う
で
来
た
り

 
し
か
ど
、
見
驚
か
ず
侍
り
き
」
 
（
「
手
習
」
t
早
筆
梨
と
宇
治
院
の
宿
守

 
と
の
問
答
）

 
右
の
例
は
い
ず
れ
も
源
氏
物
語
の
申
の
狐
に
関
し
て
書
か
れ
た
箇
所
で
あ

る
。
右
の
数
例
か
ら
分
る
よ
う
に
、
狐
は
人
を
だ
ま
し
、
女
、
子
供
を
さ
ら
う

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
だ
け
の
考
え
で
は
な
い
σ
こ
の
考
え

は
平
安
時
代
で
は
一
般
に
流
布
し
て
い
た
考
え
で
あ
っ
て
、
今
昔
物
語
集
に
も

左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
「
狐
ハ
変
化
有
者
」
 
（
巻
二
十
六
第
十
七
）
、
「
狐
ノ
其
ノ
妻
ノ
形
ト
変

，
ジ
テ
野
里
リ
ケ
ル
也
。
」
 
（
巻
二
十
七
第
三
十
九
）
、
 
「
狐
ノ
、
人
工
ラ
ム

 
ト
テ
為
ル
」
 
（
巻
二
十
七
第
四
十
三
）
、
、
「
狐
ノ
謀
ケ
ル
ニ
コ
ン
有
ラ
メ
」

 
（
巻
二
十
七
第
四
十
四
）

 
ま
た
今
昔
物
語
集
巻
十
六
第
十
七
、
巻
二
十
七
第
三
十
七
、
三
十
八
、
三
十

九
、
四
十
一
は
狐
が
女
や
杉
に
変
じ
て
人
を
迷
わ
す
話
で
あ
る
。
天
台
南
山
無

動
寺
建
立
和
尚
伝
に
よ
る
と
、
染
殿
后
は
狐
に
悩
ま
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
外
、
日
本
霊
異
記
等
に
も
狐
の
話
は
あ
る
。
-
な
お
河
海
抄
「
夕

顔
」
「
手
習
」
で
は
、
名
山
記
、
玄
申
記
、
水
鏡
、
帝
王
系
図
を
引
用
し
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
は
狐
に
迷
わ
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は

一
般
的
に
広
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
関
す
る
話
も
い
ろ
く
と
伝
わ
っ
て

い
て
、
源
氏
物
語
に
も
そ
れ
ら
の
考
え
や
話
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
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．
つ
。

 
B
、
右
の
「
蜻
蛉
」
か
ら
の
引
用
で
は
、
狐
の
外
に
鬼
に
つ
い
て
も
書
か
れ

て
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
鬼
や
食
ひ
つ
ら
む
。
 
（
中
略
）
昔
物
語
の
、
怪
し
き
、

物
の
事
の
讐
ひ
に
か
、
さ
や
う
な
る
事
も
言
ふ
な
り
し
」
と
記
し
て
い
る
。

 
鬼
が
女
を
殺
し
た
り
、
奪
う
話
は
、
平
安
時
代
の
物
語
、
説
話
集
、
記
録
に

左
の
よ
う
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

 
◎
、
三
代
実
録
、
仁
和
三
年
（
了
8
8
）
八
月
十
七
日
の
条
に
よ
る
と
、
武
徳
殿

の
松
原
を
歩
い
て
い
た
女
性
が
何
者
か
に
殺
さ
れ
た
。
人
々
は
鬼
が
姿
を
変
え

て
女
を
殺
し
た
と
言
っ
た
（
同
話
は
今
昔
物
語
集
巻
二
十
七
第
八
に
あ
る
）
。

 
㊨
、
日
本
霊
異
記
巻
中
第
三
十
三
「
女
人
悪
鬼
見
レ
薫
習
二
食
単
一
縁
」
に
よ

る
と
、
女
が
結
婚
の
夜
殺
さ
れ
た
。
あ
と
に
は
頭
と
指
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ

た
。
人
々
は
神
の
し
わ
ざ
と
も
、
鬼
に
食
わ
れ
た
と
も
言
っ
た
（
同
話
は
今
昔

物
語
集
巻
二
十
第
三
十
七
に
あ
る
）
。

 
⑥
、
伊
勢
物
語
第
六
に
よ
る
と
、
男
が
女
を
盗
み
出
し
て
蔵
に
か
く
し
て
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
3

い
た
と
こ
ろ
、
女
は
鬼
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
（
講
話
は
今
昔
物
語
集
巻
二
十

七
第
七
に
あ
る
）
。

 
右
の
資
料
に
よ
っ
て
、
鬼
が
女
を
殺
し
た
り
、
奪
っ
た
り
す
る
と
い
う
考
え

や
、
そ
れ
に
関
し
た
話
が
、
平
安
時
代
に
広
ま
っ
て
お
り
、
伝
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
C
、
「
蜻
蛉
」
の
書
き
出
し
は
、
ま
ず
浮
舟
失
踪
に
つ
い
て
左
の
通
り
記
し

て
い
．
る
。

 
 
「
か
し
こ
に
は
、
人
々
、
お
は
せ
ぬ
を
、
求
め
騒
げ
ど
、
か
ひ
な
し
。
物

 
語
の
姫
君
の
、
人
に
盗
ま
れ
た
ら
む
朝
の
直
な
れ
ば
、
く
は
し
く
も
言
ひ
つ
，

ゴ
サ
ず
。
」

物
語
と
説
話
 
t
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

 
右
の
書
き
出
し
で
は
、
浮
舟
の
失
踪
を
物
語
の
姫
君
が
人
に
盗
ま
れ
た
こ
と

に
た
と
え
て
い
る
。

 
日
本
古
典
文
学
大
系
「
源
氏
物
語
」
の
註
に
よ
る
と
、
女
を
盗
む
慣
習
は
掠

奪
結
婚
の
名
残
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
物
語
、
説
話
に
も
同
様
の
話
は
種
々

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
註
で
は
伊
勢
物
語
第
六
段
、
大
和
物
語
第
一
五
四
段

を
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
外
左
の
話
も
参
考
と
し
て
上
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

 
◎
、
狭
衣
物
語
巻
一
で
は
、
飛
鳥
井
姫
君
は
狭
衣
の
乳
母
子
式
大
輔
に
だ
ま

さ
れ
て
九
州
に
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
途
申
で
入
水
を
企
て
る
。

 
㊨
、
堤
中
納
言
物
語
「
遭
遇
折
る
少
将
」
で
は
、
中
将
が
夜
ふ
け
に
姫
君
の

家
に
行
っ
て
女
を
車
に
乗
せ
て
帰
る
。
と
こ
ろ
が
女
は
姫
君
で
は
な
く
、
祖
母

の
尼
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
 
-

 
⑱
、
大
和
物
語
第
一
五
五
段
は
、
内
舎
人
が
大
納
言
の
娘
を
奪
っ
て
逃
げ
、

陸
奥
国
の
安
積
山
に
庵
を
建
て
て
住
ん
だ
。
女
は
男
の
留
守
の
時
、
山
の
井
に

姿
を
う
つ
す
と
、
容
貌
の
変
っ
て
い
る
の
に
驚
い
て
死
ん
だ
。
こ
の
話
は
今
昔

物
語
集
巻
三
十
第
八
に
同
話
が
あ
る
。

 
⑭
、
更
級
日
記
で
は
、
帝
の
娘
が
火
を
た
く
衛
士
の
家
を
見
た
く
思
い
、
衛

士
に
負
わ
れ
て
武
蔵
国
に
行
っ
て
住
ん
だ
伝
説
を
の
せ
て
い
る
。

 
以
上
の
例
か
ら
、
貴
族
の
姫
君
が
盗
ま
れ
る
話
は
説
話
と
し
て
も
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
物
語
に
も
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
の
右
の
一
文

が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
話
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

 
四
、
平
仲
の
空
泣
き
の
話
は
「
末
摘
花
」
 
「
若
菜
」
の
巻
に
あ
る
。
即
ち
左

の
通
り
で
あ
る
ゆ
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「
末
摘
花
」
で
は
、
二
条
院
で
源
氏
が
た
わ
む
れ
に
自
分
の
鼻
に
紅
を
ぬ
る

と
、
紫
上
が
拭
っ
て
や
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
源
氏
は
「
平
仲
が
や
う
に
「
色

ど
り
、
添
へ
給
ふ
な
。
赤
か
ら
ん
は
、
敢
へ
な
む
」
と
言
っ
て
い
る
。

 
「
若
菜
」
で
は
、
源
氏
が
朧
月
夜
尚
侍
を
た
ず
ね
た
時
、
昔
の
右
大
臣
の
在

世
の
時
の
華
や
か
な
生
活
を
思
い
出
し
て
、
 
「
し
め
み
＼
と
人
目
す
く
な
き
、

宮
の
中
の
あ
り
さ
ま
も
、
『
さ
も
、
移
り
行
く
世
か
な
』
と
お
ぼ
し
続
く
る

に
、
平
中
が
真
似
な
ら
ね
ど
、
ま
こ
と
に
、
涙
も
ろ
に
な
ん
。
」
と
記
し
て
い

る
。 

平
仲
の
空
泣
き
の
話
は
、
河
海
抄
「
末
摘
花
」
と
古
本
説
話
集
第
十
九
「
平

中
事
」
に
の
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
葦
葺
の
話
は
内
容
に
相
違
が
あ
る
。
例

え
ば
古
本
説
話
集
は
河
海
抄
の
「
我
に
こ
そ
つ
ら
さ
は
君
か
干
す
れ
共
人
に
す

み
つ
く
か
ほ
の
け
し
き
ょ
」
と
い
う
歌
を
と
っ
て
い
な
い
。
ま
た
古
本
説
話
集

の
話
は
河
海
抄
の
話
に
比
し
て
、
倍
以
上
の
分
量
が
あ
っ
て
、
筋
も
複
雑
で
あ

る
。
河
海
抄
所
載
の
話
も
、
石
川
徹
氏
（
古
代
小
説
史
稿
第
二
十
章
「
堤
中
納

言
物
語
総
号
考
」
五
〇
七
頁
）
の
御
指
摘
に
よ
る
と
、
草
稿
本
系
統
と
覆
勘
本

系
統
と
で
は
相
違
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
仲
の
空
泣
き
の
話
は
い

ろ
い
ろ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。
な
お
河
海
抄
で
は
「
宇
治
大

納
言
物
語
云
」
と
し
て
話
を
記
し
て
い
る
。

 
五
、
 
「
尼
上
、
思
う
帰
ら
せ
給
は
な
む
。
こ
の
御
碁
、
見
せ
た
て
ま
つ
ら

 
ん
。
か
の
御
碁
ぞ
、
い
と
、
強
か
め
し
。
僧
都
の
君
、
早
う
よ
り
、
い
み
じ

 
う
好
ま
せ
給
ひ
て
、
『
怪
し
う
は
あ
ら
ず
』
と
、
思
し
た
り
し
を
、
い
と
、

 
碁
聖
大
徳
に
な
り
て
、
『
さ
し
出
で
て
こ
そ
、
う
た
ざ
ら
め
、
御
斎
に
は
、

 
負
け
じ
か
し
』
と
、
聞
え
給
ひ
し
に
、
遂
に
、
僧
都
な
む
、
二
つ
負
け
給

 
ひ
し
。
碁
聖
が
碁
に
は
、
ま
さ
ら
せ
給
ふ
べ
き
な
め
り
。
あ
な
、
い
み
じ
」

 
右
は
「
手
習
」
の
中
で
、
少
将
尼
が
浮
舟
と
碁
を
お
っ
た
時
、
少
将
尼
の
浮

舟
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
右
の
中
で
、
横
川
僧
都
が
碁
勢
大
徳
と
言
わ
れ
、

浮
舟
が
そ
れ
よ
り
ま
さ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。

 
岡
博
士
著
「
源
氏
物
語
事
典
」
 
（
春
秋
社
）
二
八
五
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

通
り
、
花
鳥
余
情
「
手
習
」
で
は
、
碁
勢
大
徳
と
し
て
橘
町
利
（
出
家
名
越

蓮
）
を
あ
げ
て
い
る
。
寛
蓮
は
西
宮
鞘
巻
十
五
臨
時
三
「
宴
遊
。
囲
碁
」
の
条

に
、
「
延
喜
四
年
九
月
廿
四
日
、
召
二
寛
蓮
、
乱
序
群
清
貫
等
一
令
二
囲
碁
【
。
」
と

あ
り
、
花
鳥
余
情
に
よ
る
と
、
延
喜
十
三
年
（
…
…
）
五
月
三
日
に
碁
式
を
作
っ

て
献
じ
て
い
る
。
こ
の
外
二
中
富
、
河
海
抄
に
も
左
の
通
り
寛
蓮
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
（
大
日
本
史
料
延
喜
十
三
年
五
月
三
日
条
参
照
）
。

 
 
二
中
歴
第
十
三
コ
能
歴
・
囲
碁
」

 
 
「
碁
勢
寛
連
賀
陽
（
以
下
略
）

 
 
説
云
、
碁
聖
者
囲
碁
上
手
之
構
也
。
」

 
 
河
海
抄
「
手
習
」

 
 
「
碁
勢
大
徳
離
婚
鵬
撚
一
一
舷
名
」

 
寛
蓮
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
今
昔
物
語
君
恩
二
十
四
第
六
、
古
事
談
巻
六
等

に
あ
る
。
今
昔
物
語
集
巻
二
十
四
第
六
「
碁
郷
寛
蓮
、
値
意
思
女
島
」
は
左
の

二
段
の
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

 
 
第
一
段
は
醍
醐
天
皇
が
寛
蓮
と
碁
を
打
っ
た
と
こ
ろ
天
皇
が
負
け
、
賭
物

 
の
金
の
枕
を
寛
正
が
た
ま
わ
っ
た
話
。
第
二
段
は
寛
蓮
は
碁
の
上
手
な
女
の

 
た
め
に
散
々
に
破
れ
た
話
で
あ
る
。

 
寛
蓮
に
つ
い
て
の
記
事
や
話
は
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
源
氏
物
語
「
手
習
」
の
少
将
尼
の
言
葉
に
最
も
よ
く
適

合
す
る
の
は
、
今
昔
物
語
集
の
話
の
第
二
段
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
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「
手
習
」
で
は
浮
舟
の
碁
は
横
川
僧
都
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

し
、
一
方
今
昔
物
語
集
で
は
寛
蓮
は
女
の
た
め
に
破
れ
て
い
る
。

 
六
、
 
「
右
大
将
の
、
い
と
ま
め
や
か
に
、
ご
と
ご
と
し
き
表
し
た
る
人
の
、

 
『
恋
の
山
に
は
孔
子
の
倒
れ
』
ま
ね
び
つ
べ
き
気
色
に
、
う
れ
へ
た
る
も
、

 
『
さ
る
か
た
に
を
か
し
」
と
、
み
な
、
見
く
ら
べ
給
ふ
な
か
に
、
」

 
右
は
、
・
「
胡
蝶
」
で
、
髪
黒
大
将
の
玉
覧
に
対
す
る
懸
想
文
を
源
氏
が
見
た

時
の
一
文
で
あ
る
。
「
孔
子
倒
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
平
安
時
代
で
は
よ
く

使
わ
れ
て
い
た
と
見
え
、
今
昔
物
語
集
巻
十
第
十
五
に
も
「
孔
子
倒
レ
シ
給

フ
」
と
し
て
出
て
い
る
。
な
お
日
本
文
学
大
系
「
今
昔
物
語
集
⇔
」
の
補
注
（

三
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
源
為
憲
撰
「
世
俗
諺
文
」
に
も
「
孔
子
朴
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
を
の
せ
て
い
る
。

 
今
昔
物
語
逆
巻
十
第
十
五
「
孔
子
、
為
宙
吊
踊
行
其
家
譜
虚
語
」
は
左
の
よ

う
な
話
で
あ
る
。

 
 
孔
子
は
盗
既
と
い
う
悪
人
を
い
ま
し
め
る
た
め
に
盗
既
と
逢
っ
て
、
道
理

 
を
の
べ
た
。
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
盗
既
に
言
い
負
か
さ
れ
、
孔
子
は
逃
げ
帰

 
つ
た
。

 
こ
の
話
は
宇
治
拾
遺
物
語
第
一
九
七
（
巻
十
五
第
十
五
）
に
同
筆
が
あ
る
。

ま
た
世
俗
諺
文
に
も
「
荘
子
云
」
と
し
て
、
右
の
話
を
引
用
し
て
い
る
。

 
「
孔
子
倒
る
」
と
同
様
の
記
事
は
今
昔
物
語
重
工
十
第
九
「
臣
下
孔
子
、
道

行
、
値
童
子
問
申
語
」
に
も
あ
る
。
こ
の
話
は
孔
子
に
関
す
る
幾
つ
か
の
話
を

集
め
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
左
の
話
が
あ
る
。

 
 
孔
子
が
道
を
行
く
時
、
二
人
の
童
に
逢
っ
た
。
二
人
の
童
は
「
日
が
昇
る

 
時
と
日
中
と
で
は
、
太
陽
は
ど
ち
ら
が
近
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
言
い
争
っ
て

 
い
た
。
二
人
が
孔
子
に
聞
く
と
、
孔
子
は
ど
ち
ら
に
決
定
す
る
こ
と
も
で
き

物
語
と
説
話
 
-
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

 
な
か
っ
た
。
二
人
の
童
は
「
孔
子
ハ
悟
リ
広
ク
シ
テ
不
知
ヌ
事
不
在
サ
ズ
ト

 
コ
ソ
知
り
奉
ル
ニ
、
極
メ
テ
棟
ニ
コ
ン
在
シ
ケ
レ
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。

 
こ
の
話
は
宇
治
拾
遺
物
語
第
一
五
二
（
巻
十
二
第
十
六
）
に
同
話
が
あ
る

 
が
、
世
俗
諺
文
で
も
「
孔
子
朴
」
の
一
例
と
し
て
「
面
子
傳
日
」
と
し
て
引
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用
し
て
い
る
。

 
七
、
源
氏
物
語
の
中
に
、
印
度
、
中
国
関
係
の
人
に
関
す
る
話
や
記
事
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
岡
一
男
博
士
著
「
源
氏
物
語
事
典
」

（
第
七
章
 
源
泉
と
素
材
）
で
と
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
そ
の
問

題
の
う
ち
、
日
本
の
説
話
集
と
関
係
の
あ
る
幾
つ
か
の
話
を
え
ら
ん
で
述
べ
て

み
よ
う
。

 
σ
、
「
む
か
し
、
胡
の
国
に
遣
は
し
け
む
女
を
お
ぼ
し
や
り
て
、
『
ま
し

 
て
、
い
か
な
り
け
む
。
こ
の
世
に
、
わ
が
思
ひ
聞
ゆ
る
人
な
ど
を
、
さ
や
う

 
に
、
は
な
ち
や
り
た
ら
む
』
な
ど
思
ふ
も
」
 
（
「
須
磨
」
t
源
氏
が
須
磨

 
に
い
て
、
都
の
女
性
を
思
い
出
す
箇
所
）

 
㊨
、
「
『
黄
金
求
む
る
絵
師
も
こ
そ
』
な
ど
、
後
め
た
う
そ
侍
る
や
」
 
（
「

 
宿
木
」
i
薫
君
に
対
す
る
宇
治
中
君
の
言
葉
）

 
右
は
聖
画
君
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
王
昭
君
の
話
は
有
名
で

あ
っ
た
と
見
え
て
、
い
ろ
い
ろ
の
書
物
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
俊
秘
抄
、
奥
義

抄
手
中
今
昔
物
語
集
工
専
第
五
「
漢
前
帝
垂
範
照
君
、
行
胡
国
語
」
、
唐
物
語

で
王
感
心
の
話
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
物
語
で
は
宇
津
保
物
語
「
初

秋
」
、
勅
撰
和
歌
集
で
は
後
拾
遺
集
巻
十
七
、
漢
詩
集
で
は
和
漢
朗
詠
集
巻
下

「
王
昭
君
」
等
に
も
十
二
君
に
関
す
る
物
語
や
歌
、
詩
を
の
せ
て
い
る
。

 
β
、
皇
霊
妃
に
関
す
る
話
や
記
事
は
桐
壼
等
に
多
く
見
え
る
。
-
楊
貴
妃
の
話

は
平
安
時
代
で
は
最
も
著
名
な
話
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
話
．
記
，
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事
、
二
等
は
物
語
、
随
筆
、
歌
集
等
で
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
学
書
、

説
話
集
で
は
俊
秘
抄
、
奥
義
抄
巻
中
、
今
昔
物
語
集
巻
十
第
七
、
唐
物
三
等
に

と
ら
れ
て
い
る
。

 
o
、
「
総
角
」
で
、
宇
治
大
君
と
申
言
が
故
智
宮
を
思
い
出
し
て
話
し
あ
う

申
に
、
左
の
一
文
が
あ
る
。

 
 
「
「
こ
の
頃
、
あ
け
く
れ
思
ひ
出
で
た
て
ま
つ
れ
ば
、
ほ
の
め
き
も
や
お

 
は
す
ら
ん
。
い
か
で
、
お
は
す
ら
ん
所
に
、
た
つ
ね
参
ら
ん
。
罪
下
げ
な
る

 
身
ど
も
に
て
』
と
、
後
の
世
を
さ
へ
、
思
ひ
や
り
給
ふ
。
人
の
国
に
あ
り
け

 
む
香
の
煙
ぞ
、
い
と
、
得
ま
ほ
し
く
思
さ
る
る
。
」

 
「
人
の
国
に
あ
り
け
む
香
の
煙
」
に
つ
い
て
、
河
海
抄
「
総
角
」
で
は
、
「
九

華
帳
深
夜
愴
々
 
反
魂
香
反
二
夫
人
魂
一
」
と
い
う
白
氏
文
集
の
一
節
を
引
き
、

「
李
夫
人
う
せ
て
の
後
漢
武
帝
甘
泉
殿
の
裏
に
彼
貌
を
図
し
て
方
土
を
し
て
霊

薬
を
合
せ
し
め
て
金
器
に
焚
し
か
は
香
の
煙
の
中
に
夫
人
の
歪
み
え
し
事
書
」

と
解
説
し
て
い
る
。
唐
物
語
に
も
「
反
魂
香
」
と
し
て
、
李
夫
人
の
話
を
の

せ
て
い
る
。
ま
た
、
金
沢
文
庫
所
蔵
「
言
泉
集
」
㊨
第
六
冊
（
表
紙
欠
）
で

は
「
反
魂
香
事
」
と
題
し
、
 
「
或
箋
紙
云
」
と
し
て
次
の
話
を
の
せ
て
い

る
。 

 
唐
土
の
あ
る
国
に
反
魂
香
と
い
う
木
が
あ
っ
た
。
こ
の
木
の
枝
を
焼
く

 
と
、
煙
が
死
人
を
連
れ
て
来
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
漢
王
の
后
が
死
ん
だ

 
時
、
こ
の
木
を
焼
い
て
、
漢
王
と
ま
み
え
た
。

 
反
魂
香
と
い
う
木
に
つ
い
て
は
、
花
鳥
余
情
「
総
角
」
で
も
「
反
魂
樹
」
と

し
て
の
せ
て
い
る
。

 
4
、
「
斧
の
柄
さ
へ
、
あ
ら
た
め
給
は
ん
ほ
ど
や
。
ま
ち
遠
に
」
 
（
松
風
）

 
 
「
け
ち
か
う
、
う
ち
静
ま
り
た
る
御
物
語
、
す
こ
し
う
ち
乱
れ
て
、
千
年

 
も
見
き
か
ま
ほ
し
き
御
有
様
な
れ
ば
、
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
ぺ
け
れ
ど
」
 
（
松

 
風
）

 
 
「
斧
の
柄
も
朽
た
い
つ
べ
う
思
ひ
つ
㌧
、
日
を
暮
ら
す
」
 
（
胡
蝶
）

 
源
氏
物
語
に
は
、
右
の
よ
う
に
何
ケ
所
か
斧
の
柄
の
く
ち
る
記
事
が
記
さ
れ

て
い
る
。

 
斧
の
柄
が
く
ち
る
由
来
に
つ
い
て
、
河
海
抄
「
松
風
」
で
は
耐
労
質
の
故
事

を
引
用
し
て
い
る
。
歌
学
書
で
は
、
俊
秘
抄
に
「
斧
の
柄
は
く
ち
な
ぱ
又
も
す

げ
か
へ
む
う
き
よ
の
な
か
に
か
へ
ら
ず
も
が
な
」
の
歌
の
註
と
し
て
、
ま
た
和

歌
色
葉
で
は
「
ふ
る
さ
と
は
み
し
ご
と
も
あ
ら
ず
を
の
㌧
柄
の
朽
ち
し
所
ぞ
恋

し
が
り
け
る
」
の
註
と
し
て
、
晋
言
質
の
故
事
を
引
用
し
て
い
る
。

 
物
語
、
随
筆
で
は
例
え
ば
左
の
通
り
記
し
て
い
る
。

 
◎
、
宇
津
保
物
語
「
楼
の
上
」
下
で
は
、
俊
蔭
女
が
琴
を
引
く
箇
所
の
中
で
、

（
う
ち
の
御
使
も
、
山
中
に
入
り
て
多
く
の
年
を
す
ぐ
し
け
む
た
め
し
の
や
う

に
覚
え
て
、
帰
り
ま
み
る
べ
き
心
地
も
せ
で
る
た
り
。
」
と
記
し
て
い
る
。

 
㊨
、
夜
の
寝
覚
巻
四
で
は
、
寝
覚
上
が
内
大
臣
に
「
あ
が
君
、
い
ま
は
、
い

つ
も
く
た
ゴ
御
心
な
り
。
と
く
い
で
給
て
、
こ
よ
ひ
も
ま
か
で
ぬ
べ
く
奏
し

給
へ
。
姫
君
の
こ
ひ
侍
な
る
も
、
げ
に
あ
ま
り
た
ち
離
れ
て
、
斧
の
柄
く
ち
に

け
る
も
、
い
と
心
ぐ
る
し
う
」
と
言
っ
て
い
る
。

 
⑱
、
枕
草
子
七
十
四
段
に
、
来
訪
者
が
な
か
く
帰
り
そ
う
も
な
い
時
の
供

の
人
達
の
様
子
に
つ
い
て
、
 
「
供
な
る
を
の
こ
・
童
な
ど
、
と
か
く
さ
し
の
ぞ

き
、
け
し
き
見
る
に
、
 
『
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
き
な
め
り
』
と
、
い
と
む
つ
か

し
か
め
れ
ば
、
長
や
か
に
う
ち
あ
く
び
て
」
と
記
し
て
い
る
。

 
右
の
資
料
か
ら
「
斧
の
柄
が
く
ち
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
で
は
こ

と
わ
ざ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
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以
上
、
源
氏
物
語
の
中
の
物
語
や
記
事
を
他
の
説
話
集
、
記
録
等
と
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
様
の
考
え
や
話
、
故
事
、
こ
と
わ
ざ
が
、
同
時
代
の
他

の
書
物
、
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

 
紫
式
部
が
以
上
あ
げ
た
話
を
全
部
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、

源
氏
物
語
の
中
に
記
事
や
話
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
同
様
の
記
事
や
話
が

他
の
書
物
に
記
さ
れ
、
ま
た
当
時
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
鳳
無
縁
と

は
言
え
な
い
。

三

 
右
以
外
に
も
、
源
氏
物
語
の
中
に
、
世
間
話
、
伝
説
、
故
事
、
或
は
印
度
、

中
国
関
係
の
人
の
話
の
影
響
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
紫
式
部
は
そ
れ
ら

の
話
を
ど
こ
か
ら
と
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
紫
式
部
が
経
典
や
書
物
を
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
知
識
を
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
紫
式
部
日
記
に
よ
れ
ば
、
夫
宣
孝
の
所
蔵

し
て
い
る
本
を
読
ん
で
い
る
し
、
三
宮
に
白
黒
文
集
を
講
義
し
て
い
る
。
そ
れ

以
外
に
左
の
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
第
一
に
、
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
当
時
、
僧
や
貴
族
が
い
ろ
い
ろ
と
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話
を
語
る
機
会
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
に
紫
式
部
日
記
や
枕
草
子
（

例
第
八
十
二
段
「
頭
の
中
将
の
、
す
ず
う
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」
）
に
よ
る

と
、
殿
上
人
が
漢
詩
や
故
事
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
話
や
故
事
を
と
り
入
れ
る
機
会
は
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ら
以
外
に
、
こ
こ
で
は
源
氏
物
語
の
中
か
ら
二
例
引
用
し
て
述
べ
て
み
よ

．
つ
。物

語
と
説
話
 
-
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

 
α
、
「
夕
霧
」
で
紫
上
が
女
に
つ
い
て
考
え
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
申
に

左
の
一
文
が
あ
る
。

 
 
「
無
言
太
子
と
か
、
法
師
ば
ら
の
悲
し
き
事
に
す
る
、
昔
の
讐
ひ
の
や
う

 
に
、
あ
し
き
事
、
よ
き
事
を
、
思
ひ
知
り
な
が
ら
、
う
つ
も
れ
な
ん
も
、
い

 
ふ
か
ひ
な
し
。
」

 
右
の
一
文
か
ら
、
僧
が
何
か
の
席
上
で
讐
え
話
を
語
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
に
は
無
言
太
子
な
り
、
或
は
源
氏
物
語
に
と
ら

れ
て
い
る
経
典
の
中
の
話
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
汐
、
「
東
屋
」
に
、
常
陸
介
の
も
と
に
若
人
が
集
っ
て
、
「
腰
折
れ
た
る
歌

合
・
物
語
・
庚
申
」
を
す
る
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
物
語
は
本
に
よ
っ
て

は
「
物
語
合
」
と
あ
る
が
（
河
海
抄
も
「
物
語
合
」
と
あ
る
）
、
こ
の
物
語
に

つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
源
氏
物
語
」
㈲
の
註
（
四
五
四
頁
）
で
は
、

「
『
物
語
」
は
、
各
自
が
交
代
に
物
語
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
堤
中
納

言
物
語
の
『
こ
の
つ
い
で
』
の
如
く
、
人
の
噂
や
話
な
ど
語
る
事
と
見
え
る
。
」
、

と
記
し
て
い
る
。
人
々
が
何
人
か
集
っ
て
経
験
課
、
霊
験
課
、
世
間
話
を
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
左
の
資
料
か
ら
も
言
え
る
。

 
◎
、
、
古
事
談
二
五
の
「
八
幡
検
…
校
僧
都
成
清
事
」
に
左
の
記
事
が
あ
る
。

 
 
「
鳥
羽
法
皇
御
灸
治
ノ
時
。
ア
ツ
サ
ナ
グ
サ
メ
サ
セ
御
坐
サ
ム
ト
テ
。
御

 
前
能
勢
候
之
人
々
。
巡
物
語
可
レ
仕
ト
。
少
々
利
口
物
語
ナ
ド
令
レ
申
之
間
。

 
粟
田
口
座
主
行
玄
。
御
持
僧
ニ
テ
祇
候
。
申
云
。
空
物
語
同
者
佛
神
霊
験
之

 
事
ヲ
可
二
語
申
一
云
々
。
尤
可
レ
然
之
由
有
二
勅
定
一
。
」
．

 
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
粟
田
口
座
主
醇
美
は
巡
物
語
の
際
、
仏
神
霊
験
の
こ

と
を
語
り
申
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
前
後
に
、
成
清
が
熊
野

権
現
な
ど
の
加
護
を
受
け
た
話
を
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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ま
た
今
昔
物
語
集
巻
二
十
四
第
二
十
二
「
俊
平
入
道
弟
、
習
算
術
語
」
に
、

俊
平
入
道
の
と
こ
ろ
で
大
勢
の
女
房
が
庚
申
し
た
夜
、
一
人
が
「
入
道
ノ
君
、

此
ル
人
離
可
咲
キ
物
語
ナ
ド
為
ル
者
ゾ
カ
シ
。
人
々
咲
ヌ
ベ
カ
、
ラ
ム
物
語
シ
給

へ
。
咲
テ
目
覚
サ
ム
。
」
と
言
っ
た
記
事
が
あ
る
。

 
㊧
、
古
今
著
聞
集
三
八
「
好
色
」
に
左
の
話
が
あ
る
。

 
後
白
河
法
皇
の
御
所
で
、
法
皇
と
公
卿
、
女
房
が
雑
談
し
て
い
た
時
、
法
皇

は
「
身
に
と
り
て
い
み
じ
く
思
ひ
出
た
る
し
の
び
こ
と
何
事
か
あ
り
し
。
か
つ

は
臓
悔
の
為
を
の
一
あ
た
り
申
べ
し
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。
そ
し
て
法
皇
か

ら
順
ヶ
に
経
験
し
た
こ
と
を
話
し
た
が
、
小
侍
従
は
あ
る
夜
法
皇
に
召
さ
れ
た

経
験
潭
を
話
し
た
。

 
以
上
の
資
料
に
よ
っ
て
、
僧
や
説
経
師
、
或
は
貴
族
、
女
房
が
た
と
え
話
や

比
喩
因
縁
諦
、
人
を
笑
わ
せ
る
話
、
経
験
課
な
ど
の
話
を
語
る
機
会
が
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
紫
式
部
は
話
や
故
事
を
、
直
接
出
典
と
し

て
の
経
典
、
書
物
に
よ
っ
た
以
外
に
も
、
と
り
入
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

四

 
源
氏
物
語
が
説
話
や
故
事
を
と
り
入
れ
て
お
り
、
物
語
の
人
物
、
場
所
、
素

材
、
発
想
等
の
方
面
で
説
話
と
関
連
が
あ
り
、
ま
た
説
話
等
の
影
響
を
受
け
て

い
る
点
は
あ
る
が
、
源
氏
物
語
は
説
話
集
と
は
言
え
な
い
。
即
ち
説
話
集
と
違

っ
て
、
源
氏
物
語
の
場
合
は
説
話
が
紫
式
部
の
発
想
、
構
想
の
申
に
こ
な
さ

れ
、
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

 
物
語
と
説
話
と
の
相
違
は
、
左
の
「
螢
」
の
源
氏
と
青
馬
と
の
問
答
か
ら
も

言
え
る
。

 
 
「
源
氏
『
さ
て
、
か
～
る
古
言
の
中
に
、
ま
う
が
や
う
に
、
実
法
な
る
痴

 
者
の
物
語
は
あ
り
ゃ
。
い
み
じ
う
気
ど
ほ
き
、
も
の
㌧
姫
君
も
、
御
心
の
や

 
う
に
つ
れ
な
く
、
そ
ら
覚
め
き
し
た
る
は
、
世
に
あ
ら
じ
な
。
い
ぎ
、
た
ぐ

 
ひ
な
き
物
が
た
り
に
し
て
、
世
に
伝
へ
さ
せ
む
』

 
と
、
さ
し
寄
り
て
、
聞
え
た
ま
へ
ば
、
顔
を
ひ
き
入
れ
て
、

 
 
玉
覧
『
さ
ら
ず
と
も
、
か
く
珍
ら
か
な
る
事
は
、
世
が
た
り
に
こ
そ
は
、

 
な
り
侍
り
ぬ
べ
か
め
れ
』
と
の
給
へ
ば
」

 
右
の
二
人
の
問
答
か
ら
源
氏
と
玉
髭
と
の
間
の
恋
の
話
を
、
た
ぐ
ひ
な
き
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

語
に
し
て
書
い
て
世
に
伝
え
た
も
の
（
即
ち
物
語
）
と
、
二
人
の
間
の
話
が
世
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
た
り
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
場
合
（
即
ち
説
話
）
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
物
語
と
説
話
の
相
違
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
時
に
、
三
宝
絵
詞
の
序
文
を
落

 
 
 
 
 
 
註
4

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
序
文
で
、
物
語
に
つ
い
て
左
の
通
り
記
し
て
い

る
。 

 
「
碁
は
こ
れ
日
を
送
る
戯
な
れ
ど
、
勝
ち
負
け
の
三
身
無
端
し
。
琴
は
復

 
夜
を
通
す
友
な
れ
ど
、
音
に
め
つ
る
思
ひ
発
ぬ
可
し
。
唄
物
の
語
と
云
て
女

 
の
御
心
を
や
る
物
也
。
 
（
中
略
）
奈
加
為
乃
侍
従
な
ど
云
へ
る
は
男
女
な
ど

 
に
寄
つ
㌧
花
や
蝶
や
と
い
へ
れ
ば
、
罪
の
黒
蓋
葉
の
林
に
露
の
御
心
も
と
ゴ

 
ま
ら
じ
。
」

 
為
憲
は
春
の
一
日
、
秋
の
夜
長
の
退
屈
を
ま
ぎ
ら
す
も
の
と
し
て
、
碁
、

琴
、
物
語
を
あ
げ
て
い
る
。
特
に
物
語
は
「
女
の
御
心
を
や
る
物
」
と
見
て
お

り
、
尊
子
内
親
王
の
御
心
は
そ
れ
に
は
「
と
ゴ
ま
ら
じ
」
と
記
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
右
の
文
か
ら
為
憲
が
物
語
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な
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い
。
し
か
し
竜
樹
菩
薩
の
偏
（
も
し
絵
に
か
け
る
を
見
て
も
人
の
い
は
む
を
聞

て
も
或
は
経
と
書
み
と
に
随
て
自
ら
悟
り
念
へ
）
に
よ
っ
て
、
為
憲
が
三
宝
絵

に
集
め
た
話
は
、
経
典
、
．
或
は
家
々
の
文
、
日
本
霊
異
記
か
ら
の
引
用
で
あ
っ

て
、
物
語
か
ら
は
引
用
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
為
憲
は
物
語
と
説
話
に
相
違

を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

 
以
上
、
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
、
物
語
と
説
話
と
の
関
係
を
述
べ
た
。
以

上
述
べ
た
内
容
を
要
約
す
る
と
、
物
語
に
見
え
る
話
や
故
事
は
同
時
代
の
説
話

集
、
或
は
他
の
書
物
に
と
ら
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
そ
こ
で
そ

れ
ら
の
話
や
故
事
は
当
時
人
々
の
間
に
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
述
べ

た
。
第
二
に
紫
式
部
が
ど
こ
か
ら
話
や
故
事
を
と
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
書
物

か
ら
知
識
を
得
た
と
共
に
、
人
々
か
ら
話
を
聞
く
機
会
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
、
第
三
に
物
語
と
説
話
と
の
相
違
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

注
1
、
西
尾
光
一
氏
は
「
中
世
説
話
文
学
論
」
 
（
塙
選
書
）
で
左
の
通
り
述

 
べ
て
お
ら
れ
る
。

 
 
「
中
世
文
学
に
お
い
て
、
軍
記
物
語
を
は
じ
め
他
の
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル

 
が
、
素
材
に
関
し
て
も
、
発
想
に
つ
い
て
み
て
も
、
説
話
や
説
話
的
な
も

 
の
を
濃
厚
に
包
含
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
世
は
じ
め
に
当
る
こ
の
時
期
の

 
説
話
文
学
が
、
中
世
文
学
全
般
に
対
し
て
、
地
盤
的
な
位
置
と
意
義
と
を

 
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」
 
（
九
十
九
頁
）

 
 
西
尾
氏
は
中
世
文
学
に
関
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
こ
の
こ
と
は
平
安

 
文
学
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
今
昔
物
語
集
巻
十
↓
第
三
十
一
の
一
文
が
「
玉
童
」
と
共
通
の
思
想
を

物
語
と
説
話
-
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
一

 
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
今
昔
物
語
集
」
頭
注
で
指

摘
し
て
い
る
。

3
、
伊
勢
物
語
第
六
が
「
夕
顔
」
巻
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「

 
源
氏
物
語
事
典
」
 
（
春
秋
社
）
二
四
五
頁
に
記
し
て
い
る
。

4
、
三
宝
絵
詞
序
文
に
記
さ
れ
た
源
為
憲
の
物
語
観
に
つ
い
て
は
、
上
坂
信

 
男
氏
「
源
為
憲
の
物
語
観
」
 
（
平
安
朝
文
学
研
究
昭
和
三
十
六
年
一
月
）

 
が
あ
る
。

5
、
左
に
河
海
抄
「
玉
髭
」
に
引
用
し
て
い
る
話
を
記
す
。

 
 
「
大
唐
僖
佃
野
帝
后
馬
頭
夫
人
激
鯨
孫
鰍
形
の
み
に
く
き
事
を
な
け
き
給

 
け
る
に
仙
人
の
を
し
へ
に
よ
り
て
東
に
向
て
日
本
型
長
谷
寺
観
音
に
祈
請

 
し
給
け
る
に
夢
の
申
に
一
人
の
貴
僧
紫
雲
に
乗
て
東
方
よ
り
来
て
手
を
の

 
へ
て
野
水
を
面
に
そ
～
く
と
み
て
忽
に
容
貌
端
正
に
成
に
け
り
是
に
よ
り

 
て
乾
府
三
年
丙
申
七
月
十
八
日
侍
女
を
引
率
し
て
明
州
の
津
に
出
向
ひ
て

 
十
種
の
宝
物
を
奉
ら
る
と
云
々
又
吉
備
大
臣
入
唐
時
長
谷
寺
観
音
住
吉
明

 
神
に
祈
請
し
て
野
馬
台
を
よ
み
け
る
に
霊
場
あ
る
よ
し
漫
談
に
見
え
た

 
り
」

6
、
河
海
抄
「
胡
蝶
」
に
「
こ
ひ
の
山
に
は
く
し
の
た
ふ
れ
ま
ね
ひ
つ
へ
き

 
け
し
き
に
う
れ
へ
た
る
」
と
し
て
、
左
の
話
を
引
用
す
る
。

 
 
「
裏
書
云
孔
子
東
荊
山
の
下
に
上
し
に
道
に
三
人
目
小
児
あ
り
て
土
を

 
握
て
城
を
つ
く
る
孔
子
日
車
の
道
を
さ
る
へ
し
甲
唄
と
い
ふ
小
児
の
日
吾

 
聞
聖
人
は
上
天
命
を
知
り
下
人
情
を
覚
る
従
古
至
上
車
ま
さ
に
城
を
さ
る

 
へ
し
城
何
車
を
さ
ら
ん
と
孔
子
車
を
と
め
て
地
に
お
り
き
此
等
を
孔
子
の

 
た
ふ
れ
と
は
い
ふ
に
や
（
中
略
）
 
『
柳
下
恵
か
弟
盗
賄
と
孔
子
と
の
事
を

 
量
り
』
」
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7
、
「
説
経
師
と
説
話
」
 
（
国
文
学
研
究
 
昭
和
四
十
年
三
月
）
、
「
説
話

 
の
伝
承
者
-
貴
族
の
場
合
1
」
（
文
芸
と
批
評
 
昭
和
四
十
年
六
月
）

後
記
ド

 
 
源
氏
物
語
以
後
の
物
語
に
な
る
と
、
説
話
の
直
接
的
引
用
、
影
響
は
少

 
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
三
谷
栄
一
氏
は
昭
和
四
十
四
年
十
二

 
月
七
日
の
説
話
文
学
会
で
、
源
氏
物
語
に
よ
っ
て
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

 
意
識
が
確
立
し
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

付
 
記
'

 
 
本
論
文
で
使
用
し
た
本
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

 
 
大
和
物
語
、
宇
津
保
物
語
、
源
氏
物
語
、
狭
衣
物
語
、
夜
の
寝
覚
、
堤

 
申
納
言
物
語
、
枕
草
子
、
・
日
本
霊
異
記
、
今
昔
物
語
集
、
宇
治
拾
遺
物

 
語
、
古
今
著
聞
集
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
、
古
本
説
話
集
は
岩
波
文
庫

 
に
、
三
宝
絵
詞
は
三
宝
絵
略
注
に
、
三
代
実
録
、
古
事
談
は
新
訂
増
補
国

史
大
系
に
、
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
、
世
俗
諺
文
は
正
続
群
書
類

 
従
に
、
河
海
抄
は
国
文
註
釈
全
書
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。
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