
「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定

宮

田

尚

 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
は
じ
め
に

 
「
羅
生
門
」
は
『
校
註
国
文
叢
書
』
(
博
文
館
)
所
収
の
『
今
昔
物
語
集
』

に
も
と
づ
い
て
構
想
、
執
筆
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。

 
芥
川
龍
之
介
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
取
材
し
た
小
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
三
段
階
の
推
移
を
経
て
い
る
と
の
見
解
を
、
わ
た

 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

し
は
先
に
示
し
た
。
三
段
階
と
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
1
.
 
最
初
の
作
品
で
あ
る
「
青
年
と
死
と
」
は
、
ま
ず
芳
賀
矢
一
纂
輯
の

 
 
 
『
孜
平
日
昔
物
語
集
(
天
竺
震
旦
部
)
』
(
冨
山
房
)
に
も
と
づ
い
た

 
 
 
う
え
で
、
巻
四
第
二
十
四
話
の
類
話
と
し
て
同
書
が
掲
げ
て
い
る

 
 
 
『
三
国
伝
記
』
巻
帯
第
十
九
話
に
依
拠
し
た
。

 
2
.
 
続
く
「
羅
生
門
」
は
、
『
改
定
史
籍
集
覧
(
第
九
冊
)
』
(
近
藤
活
版

 
 
 
所
)
、
『
国
史
大
系
』
(
経
済
雑
誌
社
)
、
『
丹
砂
叢
書
(
下
)
』
(
国
書

 
 
 
刊
行
会
)
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
現
段
階
で
は
、

 
 
 
そ
の
う
ち
の
ど
れ
で
あ
る
か
の
特
定
は
困
難
。
な
お
、
『
校
註
国
文

3

叢
書
』
は
、
少
な
く
と
も
構
想
の
段
階
で
は
用
い
て
い
な
い
。

「
鼻
」
以
降
の
作
品
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
校
註
国
文
叢
書
』
を
用
い
た
。

 
右
の
所
見
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
受
容
史
を
た
ど
る
試
み
と
し
て
、
刊

本
の
発
行
時
期
を
中
心
に
観
察
し
て
得
た
も
の
だ
。
視
点
は
『
今
昔
物
語
集
』

の
側
に
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
所
見
の
う
ち
(
2
)
の
後
半
部
、
す
な
わ
ち
「
羅
生
門
」

の
構
想
に
『
校
註
国
文
叢
書
』
が
関
与
し
て
い
な
い
と
の
部
分
は
、
じ
つ
は
、

芥
川
研
究
の
側
で
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
か
に
み
え
る
「
羅
生
門
」
の
成
立
時

期
の
問
題
に
抵
触
す
る
。
芥
川
研
究
の
側
で
は
「
羅
生
門
」
は
、
『
校
註
国

文
叢
書
』
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
と
の
前
提
で
、
構
想
、
執
筆
時
期
を
比

定
す
る
の
が
一
般
の
よ
う
だ
。

 
し
た
が
っ
て
本
来
な
ら
、
競
合
す
る
所
説
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
が
、
前
稿
の
掲
載
誌
が
企
画
物
の
公
開
講
座
論
集
で
あ
っ

た
た
め
に
そ
れ
を
控
え
、
わ
た
し
の
立
場
を
示
す
つ
ぎ
の
二
点
を
あ
げ
る
に
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。

 
第
一
は
、
時
間
的
な
窮
屈
さ
だ
。
『
校
註
国
文
叢
書
』
と
「
羅
生
門
」
を

掲
載
し
た
『
帝
国
文
学
』
と
の
発
行
時
期
の
差
は
、
お
よ
そ
二
か
月
。
入
稿

の
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
実
質
的
に
は
一
か
月
し
か
な
い
。
形
式
論
理
と
し

て
は
依
拠
が
可
能
な
時
間
差
だ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
㍉
そ
の
可
能
性
は

き
わ
め
て
低
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
第
二
は
、
「
羅
生
門
下
書

ノ
ー
ト
」
に
記
さ
れ
て
い
る
羅
城
門
の
規
模
に
関
す
る
記
述
と
、
『
校
註
国

文
叢
書
』
の
頭
注
と
の
ず
れ
の
問
題
だ
。

 
こ
の
二
点
の
指
摘
で
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
が
「
羅
生
門
」
の
構
想
に
関

与
し
て
い
な
い
と
の
わ
た
し
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
表
明
で
き
た
と
思
う
。
.
 

 
し
か
し
、
芥
川
研
究
の
側
の
大
勢
に
あ
ら
が
う
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
必

ず
し
も
十
分
で
な
い
。
既
存
の
説
の
問
題
点
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
な
け
れ
ば

説
得
力
を
持
ち
に
く
い
し
、
主
張
も
完
結
し
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前

稿
で
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
説
明
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
自
説
を
補
強
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
念
の
た
め
に
補
足
し
て
お
く
。
芥
川
研
究
の
側
の
関
心
は
、
主
と
し
て

「
羅
生
門
」
の
成
立
時
期
に
あ
り
、
そ
の
絞
り
込
み
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
テ
キ
ス
ト
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
、

発
想
」
の
原
点
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
。
起
筆
や
同
筆
の
時
期
ぽ
、
付
随

す
る
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
二
 
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
展
開

 
「
羅
生
門
」
の
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
を
提
唱
し
た
の
は
、
安
田
保

 
 
 
 

雄
だ
。
安
田
は
そ
の
論
拠
と
し
て
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
の
下
巻
が
「
羅
生

門
」
に
先
立
つ
こ
と
、
「
藪
の
中
」
の
盗
人
名
〈
多
嚢
丸
〉
が
『
校
註
国
文

叢
書
』
の
用
字
と
一
致
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
あ
げ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
こ
れ
に
対
し
て
森
本
修
は
、
「
納
得
し
難
い
」
と
反
論
し
た
。
盗
人
名
の

一
致
は
『
校
註
国
文
叢
書
』
と
の
間
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
か

ら
「
例
証
と
は
な
ら
な
い
」
し
、
発
行
時
期
に
つ
い
て
も
「
あ
ま
り
に
近
す

ぎ
る
」
と
主
張
。
そ
の
う
え
で
、
「
青
年
と
死
と
」
は
『
校
註
国
文
叢
書
』

の
発
行
に
一
年
先
立
っ
て
い
る
か
ら
、
「
博
文
館
下
以
外
に
参
看
し
て
い
た

も
の
が
あ
っ
た
筈
」
と
指
摘
し
た
。
全
面
否
定
だ
。

 
た
し
か
に
、
安
田
の
あ
げ
た
論
拠
に
は
無
理
が
あ
る
し
、
『
校
註
国
文
叢

書
』
依
拠
説
で
は
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
に
つ
い
て
説
明
が
つ
か
な
い
。

≒
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
他
の
資
料
と
の
併
用

が
条
件
と
な
る
。

 
森
本
の
批
判
を
受
け
た
安
田
は
、
不
備
を
認
め
て
自
説
の
補
強
を
は
か
っ

 
 
 
 

た
。
論
の
柱
は
三
つ
あ
る
。
第
一
は
、
盗
人
名
に
関
す
る
部
分
を
撤
回
し
て
、

あ
ら
た
に
ル
ビ
の
一
致
を
取
り
上
げ
た
こ
と
。
第
二
は
、
『
校
註
国
文
叢
書
』

依
拠
説
の
弱
点
で
あ
る
「
青
年
と
死
と
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
久
保
忠
夫
の

 
 
う
 

論
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
。
第
三
は
、
発
行
時
期
に
関
し
て
「
あ
ま
り
に
も
近
-

す
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
問
題
で
あ
る
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
「
反

論
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
」
と
森
本
論
を
退
け
た
こ
と
。
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安
田
の
援
用
し
た
久
保
論
と
は
、
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
を
、
『
仏
教
各

宗
高
僧
実
伝
』
(
帝
国
文
庫
)
所
収
の
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
だ
と
す
る
も
の
だ
。

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
か
た
ち
は
、
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
整
っ
た
。

 
こ
の
措
置
を
受
け
て
笠
井
秋
生
は
、
「
も
し
、
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
に

つ
い
て
の
安
田
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
」
と
断
っ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う

に
支
持
を
表
明
し
た
。

 
 
芥
川
と
「
羅
生
門
」
の
素
材
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
』
の
原
話
と
の
出

 
 
会
い
は
、
大
正
四
年
八
月
刊
の
『
校
註
国
文
叢
書
』
本
に
よ
っ
て
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
く
な
る
。

 
笠
井
が
安
田
論
の
支
持
を
打
ち
出
し
た
背
景
に
は
、
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー

ト
」
と
い
う
画
期
的
な
新
資
料
の
出
現
が
あ
る
。
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
資
料
価
値
が
高
い
の
だ
が
、
加
え
て
そ
の
一
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
漢
詩
の
想
を
練
っ
た
メ
モ
が
あ
り
、
石
割
透
 
関
口
仁
義
ら
に
よ
っ
て
、

こ
れ
が
大
正
四
年
八
月
の
松
江
旅
行
の
印
象
を
詠
も
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

 
修
正
さ
れ
た
安
田
論
と
、
新
出
の
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
の
研
究
成
果

と
を
総
合
し
た
笠
井
は
、
右
の
見
解
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
「
羅
生
門
」

の
成
立
時
期
を
「
八
月
末
か
ら
九
月
に
か
け
て
構
想
さ
れ
、
遅
く
と
も
九
月

下
旬
に
は
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
た
。

 
笠
井
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
と
「
羅
生
門
」

九
月
執
筆
説
と
は
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー

ト
」
の
出
現
と
い
う
あ
ら
た
な
事
態
を
迎
え
て
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
は
起

筆
の
上
限
を
示
す
資
料
と
し
て
の
重
み
が
増
し
、
九
月
執
筆
説
に
欠
か
せ
な

い
も
の
に
な
っ
た
。

 
九
月
執
筆
説
は
、
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
の
全
貌
が
あ
き
ら
か
に
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
に
も
、
竹
盛
天
理
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。
「
九
月
半
ば
か
ら
月
末

一
杯
ぐ
ら
い
ま
で
の
間
に
仕
上
が
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
の
竹
盛
の
推
定
は
、

新
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
た
。

 
竹
盛
も
、
「
羅
生
門
」
で
使
用
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
は
『
校
註
国
文
叢
書
』
を
あ
げ
、
「
こ
の
時
期
に
改
め
て
入
手
さ
れ
た

も
の
と
思
う
」
と
し
て
い
る
。
「
改
め
て
」
と
い
う
の
は
、
「
青
年
と
死
と
」

の
問
題
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
竹
盛
に
「
青
年
ど
死
と
」
の
典

拠
に
つ
い
て
の
発
言
は
な
い
。

 
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
の
出
現
で
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
、
あ

る
い
は
九
月
執
筆
説
に
は
、
は
ず
み
が
つ
い
た
。
関
口
安
義
は
「
羅
生
門
」

の
成
立
に
関
す
る
竹
盛
論
を
、
「
執
筆
時
期
の
核
心
に
迫
っ
た
も
の
」
と
高

く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
笠
井
論
の
正
当
性
を
認
め
、
「
新
資
料
の
出
現
に

よ
っ
て
、
「
羅
生
門
」
の
成
立
時
期
問
題
は
、
コ
応
の
決
着
」
が
つ
い
た
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
に
な
る
」
と
し
た
。
カ
ッ
コ
付
き
で
コ
応
の
決
着
」
と
し
た
と
こ
ろ
に

は
、
な
に
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
同
じ
著
書
の
別
の
個
所
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
じ
時
期
に
発
表
し
た
別
.
 
の
著
書
と
で
は
、
「
新
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、

近
年
よ
う
や
く
そ
の
決
着
を
み
る
に
至
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。
ど
う
や

ら
、
真
意
は
こ
ち
ら
に
あ
る
ら
し
い
。

 
以
上
が
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
お
お
ま
か
な
流
れ
だ
。
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異
論
も
あ
る
。
「
羅
生
門
」
の
一
応
の
脱
稿
を
、
大
正
三
年
の
年
末
以
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

だ
と
す
る
海
老
井
英
次
の
立
場
は
、
と
う
ぜ
ん
一
連
の
『
校
註
国
文
叢
書
』

依
拠
説
と
は
あ
い
い
れ
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
海
老
井
の
見
解
は
、
森

本
に
近
い
。

 
 
 
 
 
 
 
三
 
安
田
修
正
論
の
問
題
点

 
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
原
点
で
あ
る
安
田
論
は
、
右
に
述
べ
た
よ

う
に
森
本
の
批
判
を
受
け
て
修
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
修
正
論
も
説
得
力
に

欠
け
る
。

 
修
正
論
で
あ
ら
た
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
拠
に
ふ
れ
る
前
に
、
修
正
を
拒

否
し
た
『
校
註
国
文
叢
書
』
と
「
羅
生
門
」
と
の
発
行
時
期
の
近
さ
の
問
題

に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

 
発
行
時
期
の
近
さ
は
、
安
田
論
の
根
幹
を
な
す
。
そ
れ
だ
け
に
譲
れ
な
い

一
線
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
自
身
が
「
あ
ま
り
に
も
近
す
ぎ
る
、
と
い
う
こ

と
は
確
か
に
問
題
で
あ
る
」
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
拠
は
弱
い
。

 
安
田
の
い
う
「
近
さ
」
は
、
執
筆
期
間
の
「
短
さ
」
と
、
い
わ
ば
同
義
語

だ
。
両
者
は
裏
表
の
関
係
に
あ
る
。
安
田
論
に
し
た
が
え
ば
「
羅
生
門
」
は
、

八
月
二
十
九
日
発
行
の
『
校
註
国
文
叢
書
』
下
巻
を
手
に
し
て
は
じ
め
て

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
以
下
に
接
し
た
芥
川
龍
之
介
が
、
九
月
末
ま
で

の
一
か
月
で
読
み
、
構
想
を
練
り
、
仕
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。
主
観
に
属
す

る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
信
じ
が
た
い
速
さ
だ
。

 
小
さ
い
作
品
だ
か
ら
短
期
間
で
書
け
る
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
と
に
芥
川
龍
之
介
は
、
作
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
着
こ
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
だ
。
自
分
を
凝
縮
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

失
敗
の
許
さ
れ
な
い
緊
張
感
の
中
で
、
慎
重
に
作
品
を
仕
上
げ
る
期
間
と
し

て
、
一
か
月
は
い
か
に
も
短
す
ぎ
は
し
な
い
か
。

 
こ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
は
、
安
田
論
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
後
に
刊
行
さ
れ

た
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』
(
山
梨
県
立
文
学
館
)
所
載
の
、
「
羅
生
門
下
書

ノ
ー
ト
」
の
写
真
版
を
一
見
す
る
と
き
、
い
っ
そ
う
ふ
く
ら
む
。
そ
こ
に
と

ど
め
ら
れ
て
い
る
試
行
錯
誤
の
痕
跡
は
、
「
羅
生
門
」
が
高
揚
し
た
気
分
で
、

一
気
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い

る
。 

も
っ
と
も
、
「
羅
生
門
」
の
取
材
、
構
想
、
執
筆
に
要
し
た
期
間
を
、
一

か
月
で
十
分
だ
と
見
る
か
短
す
ぎ
る
見
る
か
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
水
掛

け
論
の
域
を
出
な
い
。

 
し
か
し
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
長
短
の
論
議
に
終
止
符
を
打
つ
鍵
が
、

「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
羅
生
門
」
の

執
筆
は
、
八
月
初
頭
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
校

註
国
文
叢
書
』
下
巻
発
行
の
お
よ
そ
一
か
月
前
だ
。
と
う
ぜ
ん
そ
の
前
に
、

構
想
を
練
る
な
に
が
し
か
の
期
間
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
「
羅
生
門
」
の
契
機

と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
出
会
い
は
、
少
な
く
と
も
七
月
以
前
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
後
で
述
べ
る
。

 
さ
て
、
修
正
論
で
あ
ら
た
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ル
ビ
の
問
題
は
、
依
拠
説

の
主
張
を
支
え
う
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。
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「
羅
生
門
」
で
ル
ビ
を
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
と
同

じ
語
が
対
象
に
な
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
。
『
改
定
史
籍
集
覧
』
等
の

三
蹟
に
は
、
も
と
も
と
ル
ビ
を
付
け
る
意
思
は
な
い
。
方
向
性
の
異
な
る
こ

れ
ら
と
比
較
し
て
、
「
羅
生
門
」
と
『
校
註
国
文
叢
書
』
と
が
ル
ビ
を
共
有

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
も
、
何
の
意
味
も
な
い
。

 
問
題
に
す
べ
き
は
ル
ビ
の
有
無
で
は
な
く
て
、
そ
の
内
容
だ
。
安
田
が
示

 
 
 
 
 
ひ
は
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
き
は
ぎ

し
て
い
る
「
引
剥
」
(
羅
生
門
)
「
引
剥
」
(
校
註
国
文
叢
書
)
の
例
は
、
依

拠
説
を
支
え
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
逆
に
「
羅
生
門
」
を
『
校
註
国
文
叢
書
』

か
ら
遠
ざ
け
る
方
向
に
作
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
盗
賊
を
意
味
す
る
「
引
剥
」

の
用
例
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
五
話
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
『
校
註
国
文

叢
書
』
の
ル
ビ
は
い
ず
れ
も
「
ひ
き
は
ぎ
」
。
「
ひ
は
ぎ
」
は
、
そ
こ
か
ら
は

け
っ
し
て
立
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
は
ぎ

 
「
羅
生
門
」
の
「
引
剥
」
は
、
お
そ
ら
く
同
じ
校
註
国
文
叢
書
の
『
宇
治

拾
遺
物
語
』
(
大
正
三
年
一
⑩
置
七
月
二
日
刊
)
か
ら
導
入
し
た
も
の
だ
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
歯
軸
で
あ
る
第
二
七
、
二
八
、
一
七
六
の
三
話
の
「
引

剥
」
に
は
、
「
ひ
は
ぎ
」
と
の
ル
ビ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
引
剥
」
に
「
ひ
は
ぎ
」
と
の
ル
ビ
を
付
け
た
の
は
、

校
註
国
文
叢
書
本
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
創
意
に
よ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

本
来
の
表
記
は
、
「
ひ
は
き
」
。
書
陵
部
本
、
陽
明
文
庫
本
等
の
写
本
で
も
、

ま
た
無
刊
記
古
活
字
本
等
の
版
本
で
も
、
当
該
部
分
は
一
貫
し
て
「
ひ
は
き
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
は
ぎ

と
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
校
註
国
文
叢
書
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
引
剥
」

は
、
読
者
の
便
を
は
か
っ
て
、
底
本
で
あ
る
万
治
版
本
の
「
ひ
は
き
」
に
漢

字
を
当
て
、
本
来
の
表
記
を
ル
ビ
に
ま
わ
し
た
も
の
な
の
だ
。

 
こ
う
し
た
事
実
は
、
「
羅
生
門
」
の
「
引
剥
」
に
ル
ビ
を
付
け
た
の
が
芥

川
龍
之
介
本
人
だ
と
し
た
場
合
、
彼
が
校
註
国
文
叢
書
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
親
し
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
「
羅
生
門
」

と
校
註
国
文
叢
書
本
の
『
今
昔
物
語
集
』
と
を
結
び
つ
け
る
例
証
と
し
て
は
、

ま
っ
た
く
機
能
し
な
い
。

 
修
正
論
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
を
「
龍
樹
菩
薩
伝
」

(
『
仏
教
各
国
高
僧
実
伝
』
所
収
コ
一
国
堤
高
僧
伝
図
会
」
)
だ
と
す
る
主
張

も
、
説
得
力
を
持
た
な
い
。

 
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
帝
国
文
庫
』
本
で
十

七
ペ
ー
ジ
に
も
お
よ
ぶ
長
文
の
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
の
、
ご
く
一
部
だ
。
し
か

も
、
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
は
コ
ニ
国
七
高
僧
伝
図
会
」
の
一
部
で
あ
り
、
さ
ら

に
「
三
国
七
高
僧
伝
図
会
」
は
『
仏
教
各
宗
高
僧
弓
削
』
の
一
部
だ
。

 
現
在
、
わ
た
し
た
ち
が
典
拠
を
探
索
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
龍
樹
菩

薩
と
の
手
が
か
り
が
あ
る
か
ら
比
較
的
容
易
に
当
該
部
分
に
た
ど
り
着
く
こ

と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
、
芥
川
龍
之
介
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
斜
め
読
み

で
あ
ろ
う
と
拾
い
読
み
で
あ
ろ
う
と
、
と
に
も
か
く
に
も
広
い
範
囲
に
目
を

通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芥
川
龍
之
介
の
知
的
好
奇
心
の
旺
盛
さ
と
多
読

と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
こ
の
書
を
手
に
し
た
の

だ
ろ
う
か
。

 
と
も
あ
れ
、
こ
の
論
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
ま
ず
、
芥
川
龍
之
介
と
『
仏

教
導
管
高
僧
実
伝
』
と
の
接
点
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
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「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定



「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定

で
、
『
仏
教
各
宗
高
僧
商
品
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
「
青
年
と
死
と
」
の
末
尾

に
、
あ
え
て
「
龍
樹
菩
薩
に
関
す
る
俗
伝
よ
り
」
と
付
記
し
た
の
は
な
ぜ
か

に
つ
い
て
、
納
得
の
い
く
説
明
が
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
傍
線
筆

者
)
。

 
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
は
軍
兵
を
目
指
し
て
い
る
。
引
用
し
た
典
拠
を
、
い
ち

い
ち
明
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。
実
語
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
明

白
な
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
と
さ
ら
「
俗
伝
」
だ
と
し
た
理

由
は
何
な
の
か
。
久
保
も
安
田
も
、
こ
の
点
た
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
し
て

い
な
い
。

 
た
し
か
に
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
の
当
該
部
分
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
心
第

二
十
四
話
と
「
青
年
と
死
と
」
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
不
都
合
を
吸
収
す
る
。

 
だ
が
、
そ
の
点
で
い
え
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
条
件
の
類
話
が
、
大
日
本
仏
教
全

書
本
『
三
国
伝
記
』
の
巻
二
第
十
九
話
に
も
求
め
ら
れ
る
。
刊
行
は
大
正
元

年
お
嵩
八
月
で
、
「
青
年
と
死
と
」
の
二
年
前
だ
し
、
一
話
の
独
立
性
と
い

う
面
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
よ
り
も
は
る
か
に

条
件
が
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
排
除
し
て
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
を

取
る
理
由
は
何
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
納
得
の
い
く
説
明
が
つ
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
よ
り
類
似
度
の
高
い
資
料
へ
の
ア
ン
テ
ナ
を
、
絶
え
ず
張
り
め
ぐ
ら
せ
て

お
く
こ
と
は
必
要
だ
。
だ
が
、
た
ま
た
ま
ア
ン
テ
ナ
に
か
か
っ
た
資
料
を
、

そ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
類
似
度
が
高
い
と
い
う
だ
け
の
理

由
で
、
あ
ら
た
に
典
拠
だ
と
認
定
す
る
の
は
危
う
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
の

出
典
研
究
の
歴
史
が
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
典
拠
と
、
そ
こ
か
ら
派
生

し
た
文
献
と
の
関
係
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
必
然

性
が
多
角
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
結
論
的
に
い
え
ば
「
青
年
と
死
と
」
の
典
拠
は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に

『
孜
讃
今
昔
物
語
集
(
天
竺
震
旦
部
)
』
所
引
の
『
三
国
伝
記
』
だ
と
、
わ
た

し
は
考
え
る
。
『
孜
謹
今
昔
物
語
集
(
天
竺
震
旦
部
)
』
所
引
の
『
三
国
伝
記
』

を
持
っ
て
く
れ
ば
、
「
龍
樹
菩
薩
伝
」
を
典
拠
と
見
な
す
こ
と
の
障
害
と
な

る
右
の
よ
う
な
問
題
に
は
、
説
明
が
つ
く
。
同
じ
『
三
国
伝
記
』
で
も
、
大

日
本
仏
教
全
書
所
収
の
も
の
で
は
「
俗
伝
よ
り
」
の
部
分
へ
の
説
明
が
つ
か

な
い
。

 
要
す
る
に
、
芥
川
龍
之
介
の
使
用
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト
を

『
校
註
国
文
叢
書
』
だ
と
認
定
し
た
う
え
で
、
不
足
分
を
他
の
資
料
で
補
お

う
と
す
る
一
元
的
な
把
握
に
は
、
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
る
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
四
 
「
漢
詩
下
書
メ
モ
」
の
示
唆
す
る
も
の

 
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
詩
の
下
書
メ
モ
は
、
「
羅

生
門
」
の
執
筆
時
期
を
絞
り
込
も
う
と
す
る
と
き
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
資
料

だ
。
証
拠
能
力
は
高
い
。
安
田
論
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
芥
川
研
究
の
側
で

は
こ
れ
を
九
月
執
筆
説
の
有
力
な
証
拠
だ
と
と
ら
え
た
。

 
し
か
し
、
わ
た
し
の
解
釈
は
違
う
。
こ
の
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
と
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
詩
の
下
書
メ
モ
は
、
「
羅
生
門
」
の
構
想
へ
の
着

手
が
七
月
以
前
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
を
否
定
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す
る
動
か
し
が
た
い
証
拠
だ
と
考
え
る
。
理
由
は
、
つ
ぎ
の
通
り
だ
。

 
漢
詩
の
下
書
メ
モ
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
松
江
旅
行
の
印
象
を

詠
も
う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
芥
川
龍
之
介
は
八
月
二
十
二
日
の
夜
、
田
端

の
自
宅
に
帰
着
し
た
。
二
十
三
日
付
で
発
信
し
た
井
川
恭
へ
の
礼
状
に
、
下

書
メ
モ
と
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
題
材
や
発
想
.
 
の
通
じ
合
う
詩
が
書
か

れ
て
い
る
。
と
な
る
と
こ
の
メ
モ
は
、
井
川
恭
へ
の
礼
状
の
た
め
の
草
案
と

し
て
、
二
十
二
日
の
夜
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

 
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
下
書
メ
モ
の
書
か
れ
た
場
所
と
書
か
れ
方
だ
。

 
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』
所
収
の
写
真
版
「
〈
羅
生
門
〉
関
連
ノ
ー
ト
9
」

に
よ
れ
ば
、
「
羅
生
門
」
の
書
き
出
し
の
案
と
見
ら
れ
る
文
章
が
八
行
分
あ

り
、
そ
の
ペ
ー
ジ
の
後
半
部
、
つ
ま
り
左
側
約
半
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
漢
詩
の

下
書
メ
モ
は
記
さ
れ
て
い
る
。

 
気
に
な
る
の
は
、
字
体
の
違
い
だ
。
浮
か
ん
だ
ア
イ
デ
ア
を
一
気
に
書
こ

う
と
す
る
手
慣
れ
た
小
説
の
下
書
と
、
平
灰
な
ど
を
考
え
な
が
ら
文
言
を
模

索
す
る
不
慣
れ
な
漢
詩
と
で
は
、
書
く
速
さ
も
違
う
だ
ろ
う
し
、
と
う
ぜ
ん

字
体
も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
て
も
埋

め
き
れ
な
い
、
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、
同
じ
日
に
書
い
た
も
の
だ
と
は

考
え
に
く
い
差
異
が
両
者
の
間
に
は
あ
る
。

 
思
う
に
、
こ
の
漢
詩
の
メ
モ
は
、
小
説
の
下
書
の
余
白
に
、
後
日
書
い
た

も
の
だ
ろ
う
。
両
者
の
間
に
ど
れ
だ
け
時
間
差
が
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
な
に
が
し
か
の
時
間
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
ペ
ー
ジ
に
描
か

れ
て
い
る
絵
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
は
っ
き
り
す
る
。

 
こ
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
抱
擁
す
る
裸
の
男
女
の
絵
が
二
面
あ
る
。
こ
れ
は
小

説
の
内
容
と
も
、
漢
詩
の
内
容
と
も
つ
な
が
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
小
説
の

案
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
、
気
分
転
換
の
手
す
さ
び
に
書
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
漢
詩
の
下
書
メ
モ
の
字
配
り
が
、
こ
の
絵
を
避
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
差
は
不
明
な

が
ら
、
下
書
ノ
ー
ト
の
余
白
に
ま
ず
絵
が
書
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
余
白
を
利

用
し
て
漢
詩
の
下
書
メ
モ
が
書
か
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
、
段
階
を
追
っ
て

こ
の
ペ
ー
ジ
が
埋
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
字
配
り
は
示
し
て
い
る
。
そ
の

逆
は
な
い
だ
ろ
う
。

 
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
芥
川
龍
之
介
が
松
江
旅

行
か
ら
帰
っ
て
礼
状
に
し
た
た
め
る
べ
き
漢
詩
の
想
を
練
っ
た
時
点
で
は
、

す
で
に
「
羅
生
門
」
の
執
筆
は
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

 
『
校
註
国
文
叢
書
』
下
巻
の
発
行
は
八
月
二
十
九
日
。
松
江
か
ら
帰
っ
て
、

七
日
後
だ
。
奥
付
に
記
さ
れ
て
い
る
日
付
よ
り
多
少
早
く
出
版
さ
れ
る
こ
と

は
あ
る
と
し
て
も
、
芥
川
龍
之
介
が
松
江
旅
行
に
出
発
し
た
八
月
三
日
よ
り

も
前
に
、
そ
れ
も
、
そ
れ
ま
で
に
構
想
を
練
る
期
間
が
取
れ
る
ほ
ど
早
く
出

版
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。

 
「
羅
生
門
」
へ
の
『
校
註
国
文
叢
書
』
の
関
与
は
、
こ
う
し
て
否
定
さ
れ

る
。
起
筆
の
上
限
を
ど
こ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
は
わ
か
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
出
会

い
や
構
想
へ
の
着
手
が
、
少
な
く
と
も
七
月
以
前
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入

一79一

「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定



「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定

れ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
五
『
今
昔
物
語
集
』
の
残
影

 
漢
詩
の
下
書
メ
モ
が
書
か
れ
た
ペ
ー
ジ
に
関
し
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い

こ
と
が
も
う
一
点
あ
る
。
こ
の
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
て
い
る
「
羅
生
門
」
の
草

案
は
、
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
古
い
タ
イ
プ
だ
と

見
ら
れ
る
点
だ
。

 
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
〈
羅
生
門
〉
関
連
ノ
ー

ト
」
十
二
点
を
、
主
人
公
の
動
向
で
分
類
す
る
と
、
雨
の
中
を
羅
城
門
に
向

か
っ
て
移
動
す
る
グ
ル
ー
プ
(
A
)
と
、
雨
宿
り
の
グ
ル
ー
プ
(
B
)
と
に

大
別
さ
れ
る
。
前
者
は
さ
ら
に
、
雨
中
の
移
動
時
の
様
子
を
中
心
に
記
述
し

た
も
の
(
A
1
)
と
、
羅
城
門
到
着
後
の
様
子
を
中
心
に
記
述
し
た
も
の

(
A
2
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。

 
雨
宿
り
の
B
グ
ル
ー
プ
は
羅
城
門
の
描
き
方
に
違
い
が
あ
り
、
規
模
の
大

き
さ
を
記
し
た
グ
ル
ー
プ
(
B
1
)
と
、
荒
廃
の
様
子
に
ふ
れ
た
グ
ル
ー
プ

(
B
2
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
死
体
の
捨
て
場
や
、
狐
狸
、
盗
人
の
書
家
に

な
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
後
者
だ
。

 
A
.
 
B
の
両
グ
ル
ー
プ
は
、
主
人
公
の
呼
称
の
面
で
の
区
分
と
も
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
A
グ
ル
ー
プ
は
「
平
六
」
「
交
野
の
平
六
」
等
の

固
有
名
詞
を
志
向
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
B
グ
ル
ー
プ
は
、
固
有
名
詞

の
ほ
か
に
「
一
人
の
男
」
コ
人
の
侍
」
等
と
、
一
般
名
詞
で
示
す
方
向
を

模
索
し
て
い
る
。
や
が
て
こ
れ
が
初
出
の
「
下
人
」
に
収
敏
し
て
い
く
わ
け

で
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
A
グ
ル
ー
プ
の
方
が
初
期
形
態
を
と
ど
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
右
に
述
べ
た
こ
と
を
表
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
。
整
理
番
号
は
、

「
〈
羅
生
門
〉
関
連
ノ
ー
ト
」
の
番
号
で
あ
る
。
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な
お
、
B
1
の
羅
城
門
の
規
模
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
た
め
の
心
覚
え
の
メ
モ
だ
か
ら
、
面
倒
な

字
や
、
分
か
り
切
っ
た
繰
り
返
し
の
部
分
は
省
略
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
①
に
記
さ
れ
て
い
る
「
東
西
九
重
」
は
『
校
註
国
文
叢
書
』
頭
注

の
「
七
間
」
と
違
っ
て
い
て
、
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
反
証
と
な
る
。

こ
の
点
は
、
前
稿
で
ふ
れ
た
。
.
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旧
記
に
よ
る
と
羅
生
門
は
南
北
一
東
西
1
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さ
て
、
漢
詩
の
下
書
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
⑨
で
あ
る
。

主
人
公
の
平
六
は
、
考
え
ご
と
を
し
な
が
ら
雨
の
中
を
歩
い
て
い
る
。
彼

の
前
に
、
雨
に
煙
っ
た
羅
城
門
が
忽
然
と
姿
を
あ
ら
わ
す
。
原
文
を
引
く
と
、

つ
ぎ
の
通
り
だ
(
○
は
判
読
不
能
の
文
字
。
句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
た
)
。

 
 
平
六
に
泥
坊
を
し
や
う
と
云
ふ
意
志
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

 
 
平
六
の
考
へ
が
こ
こ
ま
で
進
ん
だ
と
き
に
、
目
の
前
へ
、
雨
の
中
か
ら

 
 
ふ
う
っ
と
黒
い
も
の
が
現
れ
た
。
平
六
は
○
を
あ
げ
て
、
そ
の
正
体
を

 
 
見
き
は
め
や
う
と
し
た
。
そ
の
黒
い
物
は
、
平
六
が
足
を
は
や
め
る
の

 
 
に
従
っ
て
、
一
足
毎
に
、
は
っ
き
り
と
、
う
す
ぐ
ら
い
空
に
浮
き
上
が
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
 
て
来
る
。
高
い
楼
が
、
雨
に
ぬ
れ
て
う
す
白
く
光
っ
て
み
る
の
が
見
る
。

 
 
は
じ
め
は
、
唯
高
い
楼
門
の
形
が
見
え
た
。
そ
れ
か
ら
、
屋
根
の
瓦
が

一81一

「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト
i
『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定



「
羅
生
門
」
の
契
…
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定

 
 
雨
に
う
す
白
く
光
っ
て
み
る
の
が
見
え
た
。
最
後
に
、
羅
生
門
と
群
青

 
 
○
金
泥
の
三
字
を
刻
し
た
広
い
扁
額
が
見
え
た
。
所
々
妙
に
○
あ
る
白

 
 
い
も
の
は
、
鳩
の
○
か
も
し
れ
な
い
。
平
六
は
崩
れ
か
か
っ
た
石
段
を

 
 
ふ
ん
で
、
や
っ
と
湿
蟄
の
体
を
羅
生
門
の
家
根
の
下
に
入
れ
た
。

 
平
六
が
、
は
じ
め
て
羅
城
門
を
目
に
し
た
場
面
、
と
の
設
定
だ
ろ
う
。

「
泥
坊
」
う
ん
ぬ
ん
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
こ
れ
は
摂

津
国
か
ら
盗
み
を
は
た
ら
く
目
的
で
上
京
し
た
男
を
主
人
公
に
し
た
『
今
昔

物
語
集
』
巻
二
十
九
第
十
八
話
の
世
界
そ
の
ま
ま
だ
。
こ
れ
ほ
ど
直
裁
に

『
今
昔
物
語
集
』
を
引
き
ず
っ
て
い
る
例
は
、
「
羅
生
門
下
書
ノ
ー
ト
」
の
他

の
部
分
に
は
な
い
。

 
典
拠
の
世
界
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
か
ら
書
か
れ
た
時
期
が
早
い
、
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
内
容
が
「
帝
国
文
学
」
掲
載
の
形
態
か
ら
も
っ

と
も
遠
い
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
き
、
そ
の
持
つ
意
味
は
、
や
は
り
重
い
。

 
 
 
 
 
 
 
六
 
偶
然
の
一
致

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
抜
粋
本
は
、
芥
川
以
前
に
三
種
類
出
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
に
は
「
羅
生
門
」
の
原
話
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

 
「
羅
生
門
」
の
構
想
、
執
筆
に
際
し
て
芥
川
龍
之
介
が
用
い
た
の
は
、
森

本
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
改
定
史
籍
黒
蜜
(
第
九
冊
)
』
(
近
藤
活
版
所
)
、

『
国
史
大
系
』
(
経
済
雑
誌
社
)
、
『
丹
鶴
叢
書
(
下
)
』
(
国
書
刊
行
会
)
の
う

ち
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
点
に
絞
り
込
め
な
い
の
は
、
本
文
上
に
直
書
を
分
別
で
き
る
異
同
が
な

い
か
ら
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
も
と
も
と
、
諸
本
間
の
異
同
が
少
な
い
。

加
え
て
こ
れ
ら
三
書
は
、
す
べ
て
丹
鶴
城
主
水
至
忠
央
の
蔵
本
で
あ
る
丹
鶴

叢
書
を
底
本
に
し
た
忠
実
な
刊
本
で
、
底
本
に
記
さ
れ
た
異
本
と
の
校
合
も

共
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
別
に
有
効
な
外
部
徴
証
が
求
め
ら
れ
る

ま
で
、
「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
特
定
は
、
留
保
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

 
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
「
羅
生

門
」
が
『
校
註
国
文
叢
書
』
に
も
と
づ
い
て
構
想
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
点
だ
。

 
『
校
註
国
文
叢
書
』
上
下
巻
の
発
行
と
「
羅
生
門
」
の
執
筆
時
期
と
が
重

な
っ
た
の
は
、
単
な
る
偶
然
だ
ろ
う
。

 
七
月
十
四
日
に
上
巻
が
発
行
さ
れ
た
時
、
「
羅
生
門
」
の
計
画
を
持
っ
て

い
た
、
あ
る
い
は
す
で
に
計
画
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
芥
川
龍
之
介
は
、
巡
り

合
わ
せ
を
喜
ん
で
下
巻
の
発
行
を
待
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
入
手

し
た
下
巻
に
も
と
づ
い
て
最
後
の
仕
上
げ
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
、

そ
う
し
た
可
能
性
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

 
「
羅
生
門
」
の
起
筆
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
八
月
三
日
以
前
だ
。
松
江

旅
行
は
、
執
筆
を
中
断
し
て
出
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
応
の
完

成
を
見
て
か
ら
出
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
校
註
国
文

叢
書
』
下
巻
の
発
行
さ
れ
た
八
月
二
十
九
日
の
時
点
で
は
、
生
活
に
窮
し
た

一
人
の
男
と
、
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
、
他
人
を
欺
き
、
傷
つ
け
て
生
き
て
い

く
ほ
か
な
い
二
人
の
女
と
の
絡
み
で
展
開
す
る
作
品
の
骨
格
は
、
と
う
ぜ
ん
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固
ま
っ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
新
刊
の
『
校
註
国
文
叢
書
』
に

も
と
づ
い
て
、
仮
に
な
ん
ら
か
の
手
を
加
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や

周
縁
部
の
、
い
わ
ば
環
境
整
備
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
解
釈
す
る
の
が
自
然
だ

ろ
う
。
「
羅
生
門
」
の
契
機
と
な
り
、
そ
の
執
筆
を
促
し
た
の
は
、
あ
く
ま

で
も
右
の
三
書
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
な
の
だ
。

 
「
青
年
と
死
と
」
で
踏
み
台
に
し
た
『
孜
讃
今
昔
物
語
集
(
天
竺
震
旦
部
)
』

に
し
て
も
、
「
羅
生
門
」
で
用
い
た
テ
キ
ス
ト
に
し
て
も
、
表
記
は
『
今
昔

物
語
集
』
本
来
の
、
漢
字
、
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
だ
。
古
典
の
〈
常
識
〉
と
か

け
離
れ
た
、
一
般
に
は
な
じ
み
の
薄
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
が

感
じ
た
『
今
昔
物
語
集
』
へ
の
新
鮮
な
驚
き
の
中
に
は
、
初
見
の
時
の
視
覚

的
な
違
和
感
も
、
な
に
ほ
ど
か
響
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

注
13245

芥
川
龍
之
介
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
出
会
い
(
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』

梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
 
第
五
一
集
 
笠
間
書
院
 
b
。
O
O
。
。
。
α
)

芥
川
龍
之
介
『
「
羅
生
門
』
(
明
治
大
正
文
学
研
究
 
第
五
輯
 
お
α
一
●
心
)

・
『
羅
生
門
』
成
立
に
関
す
る
覚
え
書
き
(
国
文
学
(
関
西
大
学
)

 
一
㊤
9
●
刈
)

・
羅
生
門
(
『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』
八
木
書
店
お
①
⑩
.
 
α
)

芥
川
龍
之
介
の
『
今
昔
物
語
』
(
『
比
較
文
学
論
考
 
続
篇
』
学
友
社

一
Φ
刈
蒔
●
蔭
)

日
本
比
較
文
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
言
(
一
㊤
刈
P
一
〇
 
注
4
論
文
に

よ
る
。
後
に
活
字
化
。
「
芥
川
龍
之
介
の
「
青
年
と
死
と
」
の
材
源
」
東

北
学
院
大
学
論
集
(
一
般
教
育
)
八
二
号
 
お
。
。
①
.
 
。
。
)

12 11 10 9 8 7 6

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
(
梅
花
短
期
大
学
研
究
紀
要
 
三
四
号
一
⑩
。
。
α
・
旨
)

『
芥
川
龍
之
介
』
(
有
精
堂
一
Φ
。
。
9
卜
。
)

新
資
料
『
羅
生
門
下
書
メ
モ
ノ
ー
ト
』
・
断
片
(
国
文
学
お
。
。
G
。
・
b
。
)

羅
生
門
(
『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
明
治
書
院
一
⑩
。
。
い
。
。
)

『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
(
筑
摩
童
旦
房
一
Φ
⑩
⑩
●
G
。
)

『
「
羅
生
門
」
を
読
む
』
(
小
沢
書
店
お
⑩
⑩
。
凶
)

・
『
芥
川
龍
之
介
論
孜
』
(
桜
三
社
一
Φ
。
。
。
。
・
。
。
)

・
幻
の
今
昔
物
語
集
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
①
α
 
一
⑩
⑩
①
と

【
訂
正
】

 
芥
川
龍
之
介
は
、
「
今
昔
物
語
鑑
賞
一
を
発
表
し
て
三
か
月
後
に
他
界
し
た
。

前
稿
で
、
「
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
が
活
字
に
な
っ
た
と
き
、
芥
川
龍
之
介
は
す
で

に
こ
の
世
の
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に
う
か
つ
な
誤
り
で

あ
っ
た
。
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「
羅
生
門
し
の
契
機
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
テ
キ
ス
ト

『
校
註
国
文
叢
書
』
依
拠
説
の
否
定


