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第
一
節

　

松
本
隆
信
氏
は
、「
擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語
―
「
し
ぐ
れ
」「
若
草
」「
桜
の
中
将
」「
志
賀
物
語
」
外
―
」１
に
於
い
て
、『
桜
の
中
将
』
物
語
の
諸
本
を
、

Ａ
類
、
Ｂ
類
、
Ｃ
類
の
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
基
づ
い
た
梗
概
を
論
文
の
上
段
、
中
段
、
下
段
で
示
し
た
後
、
Ｃ
類
が
最
も
後
出
で
あ
る
こ
と

を
断
定
な
さ
っ
て
い
る
。
Ａ
類
本
は

国
会
図
書
館
蔵
「
桜
の
中
将
物
語
」　

後
に
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』２
に
収
録
。
大
成
番
号
は
１
６
７
。

に
よ
っ
て
、
Ｂ
類
本
は
、

赤
木
文
庫
蔵
「
こ
ふ
し
み
」　

後
に
「
小
伏
見
物
語
」
の
名
で
、『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
に
収
録
。
大
成
番
号
は
１
５
０
。

と
、

天
理
図
書
館
蔵
「
小
伏
見
物
語
」

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
本
拙
稿
で
は
、『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
を
『
室
町
大
成
』
と
略
す
こ
と
が
あ
る
）。

　

こ
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
、

…
…
、
結
末
の
違
い
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
若
草
物
語
」
の
場
合
と
同
様
に
、
大
宮
の
姫
君
が
住
吉
明
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
霊
薬
に
よ
っ
て
蘇
生
し
、
末

永
く
中
将
と
結
ば
れ
た
と
す
る
Ａ
類
本
の
方
が
、
新
し
い
改
作
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
Ｂ
類
本
の
叙
述
に
は
、
次
の
よ
う

な
錯
雑
が
見
ら
れ
る
。

と
し
て
、
女
主
人
公
を
は
じ
め
伏
見
中
納
言
の
姫
君
と
す
る
が
次
に
は
大
宮
中
納
言
の
遺
子
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
矛
盾
、
阿
波
の
局
が
桜
の
中
将
の
物
思
い

の
原
因
と
成
っ
た
女
性
の
素
性
を
告
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
突
然
、
大
宮
の
姫
君
の
乳
母
介
の
局
の
方
へ
行
っ
て
、
中
将
の
想
い
を
語
る
と
い
う
飛
躍
、
Ａ

類
本
の
よ
う
に
初
め
に
男
主
人
公
の
あ
だ
名
が
「
桜
の
中
将
」
で
あ
る
と
読
者
に
告
げ
ら
れ
て
居
た
ら
よ
い
が
そ
う
で
は
な
い
の
に
、
八
月
十
五
日
の
演
奏
会

の
際
、「
そ
の
と
し
の
八
月
十
五
夜
、
め
い
月
な
り
と
て
、
大
り
に
て
さ
ま
〳
〵
の
御
あ
そ
ひ
と
も
あ
る
中
に
も
さ
く
ら
の
中
し
や
う
な
く
て
は
と
て
め
さ
れ

け
る
」
と
そ
の
あ
だ
名
が
出
て
来
る
（
傍
線
は
松
本
氏
に
拠
る
）、
な
ど
Ｂ
類
本
の
錯
雑
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
Ｂ
類
本
が
改
作
を
す
る
際
の
不
手

際
だ
っ
た
と
推
定
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

三

　

右
の
如
く
、
Ｂ
類
の
方
が
Ａ
類
よ
り
も
後
出
の
形
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
が
見
出
さ
れ
（
…
…
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
が
見
出
さ
れ
、
な
ど
と

す
べ
き
か
―
―
田
村
注
）、
物
語
の
結
末
の
相
違
か
ら
考
え
ら
れ
る
関
係
と
は
、
逆
の
結
果
が
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、「
若
草
物
語
」
の
Ａ
Ｂ
両
類
の
関

係
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
や
は
り
「
若
草
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
Ａ
Ｂ
両
類
よ
り
も
更
に
古

い
形
態
が
あ
っ
て
、
現
存
の
両
類
本
は
、
そ
れ
か
ら
別
途
に
判
れ
出
た
改
作
本
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
類
本
は
巻
末
に
中
心

を
お
い
て
改
作
し
、
Ｂ
類
本
は
ほ
ぼ
原
作
の
儘
と
し
な
が
ら
、
巻
頭
に
や
や
手
を
加
え
た
結
果
が
、
上
述
の
如
き
現
象
を
呈
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
最
も

無
理
な
く
両
類
の
関
係
を
説
明
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
続
け
て
居
ら
れ
る
が
、『
室
町
大
成
』
の
前
記
赤
木
文
庫
蔵
本
（
大
成
番
号
１
５
０
）
の
扉
の
と
こ
ろ
で
は
、

ま
た
、
國
会
本
だ
け
で
は
、
難
波
の
浦
で
こ
が
れ
死
に
を
し
た
大
宮
の
姫
君
は
、
住
吉
明
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
霊
薬
に
よ
っ
て
蘇
生
し
、
中
将
と
末
長
く

結
ば
れ
た
と
い
う
風
に
物
語
の
結
末
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
し
い
改
作
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
本
文
は
、國
会
本
が
一
番
整
っ
て
い
て
、古
そ
う
に
見
え
る
。「
小
伏
見
物
語
」と
の
前
後
関
係（
Ｂ
類
本
と
の
先
後
関
係
の
こ
と
―
田
村
注
）に
は
、

今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
。

と
断
定
を
避
け
た
言
い
回
し
を
し
て
居
ら
れ
る
。

　

本
拙
稿
第
二
節
で
は
、
松
本
氏
の
結
論
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
結
末
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
『
平
家
物
語
』
引
用
の
部
分
を
手
掛
か
り
に
Ａ
類
本
の
古
態

性
を
、
本
拙
稿
第
三
節
で
も
、
や
は
り
松
本
氏
の
説
に
賛
同
し
、
結
末
に
つ
い
て
謡
曲
引
用
を
手
掛
か
り
に
し
て
Ｂ
類
本
の
古
態
度
を
裏
付
け
て
行
き
た
い
。

氏
に
倣
い
、
Ａ
類
本
は
、
国
会
図
書
館
蔵
本
（
大
成
番
号
１
６
７
）
に
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
が
、
Ｂ
類
本
の
二
本
の
優
劣
に
つ
い
て
、
赤
城
文
庫
蔵
本
（
大

成
番
号
１
５
０
）
の
扉
の
と
こ
ろ
で
、

天
理
本
の
本
文
に
は
、
何
故
か
誤
脱
が
多
く
、
文
意
の
つ
づ
か
な
い
所
が
、
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
赤
木
文
庫
蔵
本
に
よ
っ
て
、
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節
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た
か
み
つ
、
あ
だ
名
が
桜
の
中
将
は
、
或
る
日
、
宮
中
で
一
四
、五
歳
程
の
控
え
め
な
様
子
の
姫
君
と
目
が
合
い
、
興
味
を
引
か
れ
る
。
そ
の
時
は
、
帝
か

ら
の
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
た
め
、「
ち
か
ら
な
く
」
演
奏
会
に
参
加
し
た
が
、
腹
心
の
部
下
播
磨
の
守
に
後
を
付
け
さ
せ
る
。
二
条
大
宮
に
居
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
そ
こ
で
、
播
磨
の
守
を
含
む
数
名
の
お
供
の
者
を
引
き
連
れ
て
、
二
条
大
宮
に
車
で
赴
く
が
、
二
条
大
納
言
と
そ
の
妻
が
死
去
し
て
い
た
た
め
、
邸
は

荒
れ
果
て
て
い
た
。
そ
の
荒
れ
果
て
た
様
子
が
、
Ａ
類
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
尚
、『
室
町
大
成
』
は
、
私
な
り
に
作
っ
た
釈
文
に
直
し

て
引
用
す
る
が
、
論
旨
の
上
で
重
要
と
お
ぼ
し
き
部
分
は
、『
室
町
大
成
』
の
表
記
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一　

門
を
見
入
り
て
通
り
給
へ
ば
、
つ
い
ち
は
あ
れ
共
、
お
ゝ
い
な
し
、
も
ん
は
あ
れ
と
も
、
と
ひ
ら
な
く
、
庭
に
は
色
々
の
草
茂
り
て
、
人
の
通
ひ
も
跡
絶

え
て
、
さ
す
が
い
に
し
へ
人
の
あ
ま
た
住
み
た
る
と
お
ぼ
し
く
て
、
広
々
と
作
り
並
べ
た
る
棟
の
数
あ
ま
た
あ
り
け
れ
ど
も
、
主
無
き
宿
と
荒
れ
果
て
て

も
の
あ
は
れ
な
る
あ
り
さ
ま
な
り
。（
桜
の
中
将
）「
か
か
る
所
に
、
い
か
が
し
て
住
み
給
ふ
ら
む
」
と
、
い
つ
し
か
い
た
は
し
く
思
し
て
、
御
供
に
召
し
具

し
た
る
隋
身
を
召
し
て
、（
桜
の
中
将
）「
こ
の
辺
り
に
て
、『
こ
こ
は
、
い
か
な
ら
ん
人
の
住
む
家
ぞ
』
と
、
尋
ね
よ
」
と
宣
へ
ば
、

（
五
五
六
頁
下
段
三
行
目
〜
一
三
行
目
）

　

Ｂ
類
本
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
や
や
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

一
―
二
つ
ゐ
ち
は
あ
れ
と
も
、
お
ほ
ひ
も
な
く
、
軒
の
忍
ぶ
も
う
ち
茂
り
け
り
。
人
気
稀
な
る
住
居
に
て
、
い
と
も
の
さ
び
て
ぞ
見
え
侍
り
け
る
。（
桜
の
中
将
）

「
世
に
あ
は
れ
な
る
様
な
り
」
と
ひ
と
し
ほ
思
ひ
続
け
、
隋
身
を
召
し
て
、「
こ
れ
は
、
い
か
な
る
人
の
住
処
ぞ
」
と
宣
へ
ば
、（

五
六
頁
下
段
七
〜
一
〇
行
）

全
体
に
、
Ｂ
類
本
の
ほ
う
が
簡
略
に
成
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
特
に
は
じ
め
に
「
も
ん
は
あ
れ
と
も
、
と
ひ
ら
な
く
」
に
相
当
す
る
句
が
な
い
。
ど
ち

ら
が
原
型
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
帰
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

鹿
ケ
谷
に
於
け
る
反
平
家
秘
密
会
議
が
一
一
七
七
年
発
覚
、
西
光
は
即
座
に
死
刑
、
藤
原
成
親
は
表
向
き
流
罪
で
ひ
そ
か
に
処
刑
、
そ
の
他
に
も
鬼
界
ヶ
島

へ
流
さ
れ
る
者
な
ど
が
あ
っ
た
。
一
一
七
八
年
中
宮
安
産
を
祈
念
す
る
た
め
恩
赦
、
平
清
盛
の
恨
み
が
深
か
っ
た
俊
寛
を
鬼
界
ヶ
島
に
残
し
て
、
藤
原
成
経
は

都
に
向
か
っ
た
。
そ
の
年
は
肥
前
国
鹿
瀬
荘
で
越
し
た
が
、
一
一
七
九
年
春
、
遂
に
鳥
羽
に
到
着
し
た
場
面
で
あ
る
。
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

五

　

同
お
な
じ
き

三
月
十
六
日
、
少
将
（
＝
藤
原
成
経
）
鳥と

ば羽
へ
あ
か
う
ぞ
着
き
給
ふ
。
故
大
納
言
（
＝
藤
原
成
親
）
の
山さ
ん

庄ざ
う

、
す
は
ま
殿
と
て
鳥
羽
に
あ
り
。
住

み
あ
ら
し
て
年と
し

へ
に
け
れ
ば
、
築つ
い

地ぢ

は
あ
れ
ど
も
お
ほ
ひ
も
な
く
、
門
は
あ
れ
ど
も
扉と
び
らも
な
し
。
庭
に
立
入
り
見
給
へ
ば
、
人じ
ん
せ
き跡
た
え
て
苔こ
け

ふ
か
し
。３ 

鹿
ケ
谷
事
件
か
ら
た
か
だ
か
二
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
「
住
み
あ
ら
し
て
年
へ
に
け
れ
ば
」
は
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
が
、「
す
は
ま
殿
」
の
荒
廃
は
藤

原
成
親
の
指
示
を
受
け
て
家
屋
や
庭
を
整
備
す
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
桜
の
中
将
』Ａ
類
本
の
原
拠
と
な
っ
た
こ
と
疑
い
あ
る
ま
い（
こ

の
指
摘
は
、
平
成
二
五
年
度
前
期
日
本
文
学
講
読
に
於
け
る
山
下
裕
加
氏
の
発
表
に
拠
る
）。
Ｂ
類
本
と
の
関
係
も
示
せ
ば
、

【
作
品
前
半
に
於
け
る
想
定
一
】

　
　

『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
帰
」

　
　
　

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用

『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本

　
　
　

「
つ
い
ち
は
あ
れ
共
、お
ゝ
い
な
し
」と「
も
ん
は
あ
れ
と
も
、と
ひ
ら
な
く
」は
同
内
容
な
の
で
、ど
ち
ら
か
一
つ
だ
け
で
よ
い
と
判
断
、

後
者
を
削
除

『
桜
の
中
将
』
Ｂ
類
本

の
よ
う
に
な
る
。
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六

【
作
品
前
半
に
於
け
る
想
定
二
】

　
　
　
　

『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
帰
」

　
　
　

「
築
地
は
あ
れ
ど
も
お
ほ
ひ
も
な
く
」
と
「
門
は
あ
れ
ど
も
扉
も
な
く
」
は
同
内
容
な
の
で
、
ど
ち
ら
か
一
つ
だ
け
で
よ
い
と
判
断
、

後
者
を
削
除

『
桜
の
中
将
』
Ｂ
類
本

　
　
　

「
門
は
あ
れ
ど
も
扉
も
な
く
」
の
よ
う
な
言
葉
を
補
う
。

『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
Ａ
類
本
書
写
者
は
、
Ｂ
類
本
の
「
つ
ゐ
ち
は
あ
れ
と
も
、
お
ほ
ひ
も
な
く
」
の
よ
う
な
一
節
だ
け
を
見
て
、
原
拠
が
『
平
家
物
語
』
の

こ
の
箇
所
と
特
定
で
き
た
か
ど
う
か
大
い
に
疑
問
が
残
る
し
、『
平
家
物
語
』
を
引
用
す
る
際
に
は
簡
略
を
旨
と
す
る
と
い
う
Ｂ
類
本
書
写
者
の
意
図
を
無
視

し
て
、
原
拠
と
な
っ
た
箇
所
か
ら
文
言
を
取
っ
て
継
ぎ
足
し
し
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　

や
は
り
、【
想
定
そ
の
一
】
の
ほ
う
が
【
想
定
そ
の
二
】
な
ど
よ
り
も
遥
か
に
自
然
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

七

第
三
節

　

物
語
の
中
盤
、
孤
児
の
大
宮
の
姫
君
一
人
を
愛
す
る
桜
の
中
将
に
、
徳
大
寺
殿
の
娘
と
の
縁
談
が
持
ち
上
が
る
。
桜
の
中
将
は
し
ぶ
し
ぶ
徳
大
寺
邸
へ
通
う

が
、
な
じ
め
ず
、
夜
深
く
退
出
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
桜
の
中
将
の
父
で
あ
る
大
納
言
は
、
徳
大
寺
殿
と
の
関
係
を
重
視
し
、
桜
の
中
将
の
心
が
そ
の
娘
へ

と
向
か
う
よ
う
に
、
奸
計
を
用
い
て
、
大
宮
の
姫
君
を
都
か
ら
追
放
し
た
（
五
七
八
頁
下
段
〜
五
八
一
頁
下
段
四
行
目
）。
や
が
て
、
難
波
の
尼
君
の
も
と
に

身
を
寄
せ
る
の
で
あ
っ
た
（
五
八
六
頁
上
段
）。

　

大
宮
の
姫
君
を
探
す
た
め
、
桜
の
中
将
も
都
を
後
に
す
る
（
五
九
〇
頁
下
段
）。
ま
ず
は
、
天
王
寺
へ
と
参
り
、
も
う
一
度
大
宮
の
姫
君
と
会
わ
せ
て
下
さ

い
と
深
く
祈
願
す
る
が
、
次
に
住
吉
大
社
へ
と
向
か
う
（
五
九
二
頁
下
段
）。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
難
波
の
里
で
は
大
宮
の
姫
君
が
病
に
倒
れ
、
衰
弱
一
方
と
な
っ
た
（
五
九
四
頁
上
段
）。
や
が
て
、
十
念
を
唱
え
、
眠
る
よ
う
に
逝
去

す
る
の
で
あ
っ
た
（
五
九
六
頁
下
段
）。

　

住
吉
で
は
、
桜
の
中
将
が
幻
で
、
年
老
い
た
翁
に
、
大
宮
の
姫
君
は
難
波
に
居
る
と
教
え
ら
れ
る
（
五
九
七
頁
上
段
〜
下
段
）。
難
波
の
ど
こ
か
が
わ
か
ら

ぬ
ま
ま
、
そ
ち
ら
へ
と
向
か
う
が
、
日
が
暮
れ
た
の
で
、「
し
つ
か
ふ
せ
や
」
に
宿
を
借
り
る
（
五
九
八
頁
上
段
）。
そ
の
「
し
つ
か
ふ
せ
や
」、
即
ち
、
賤
が

伏
屋
の
主
人
で
あ
る
翁
が
、
桜
の
中
将
に
語
り
か
け
る
場
面
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
Ａ
類
本
を
引
用
す
る
。

二　

賤
が
伏
せ
屋
の
主
の
翁
、
寝
覚
し
て
、
念
仏
申
し
け
る
が
、
こ
れ
を
聞
き
奉
り
、（
翁
）「
こ
の
度
の
ま
れ
人
は
、
さ
ら
に
ま
ど
ろ
み
給
は
ず
、
よ
も
す
が

ら
念
珠
の
御
声
、耳
に
染そ

み
て
、尊
く
こ
そ
候さ
う
らへ
。
年
衰
へ
て
、け
ふ
あ
す
し
ら
ぬ
せ
う
、な
ど
か
、打
ち
解
け
て
寝
る
、恐
ろ
し
さ
よ
。
さ
て
も
御
旅
人
は
、

い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
や
。
御
寝
覚
が
ち
な
る
に
、
物
語
申
し
て
慰
め
申
さ
む
。
こ
こ
に
、
あ
は
れ
な
る
事
の
候
ふ
ぞ
や
。
こ
の
川
波
を
隔
て
て
、

向
か
ひ
の
岸
に
、
細
道
の
奥
な
る
家
は
、
京
の
人
、
尼
君
に
て
侍
る
。
都
よ
り
う
つ
く
し
き
女
二
人
、
流
さ
れ
て
お
は
し
ま
す
が
、
都
に
殿
も
公
達
も
あ

る
人
（
都
に
夫
も
息
子
も
居
る
女
性
、
即
ち
、
大
宮
の
姫
君
）
に
て
ま
し
ま
す
よ
し
、
申
し
候
ふ
が
、
明
け
暮
れ
、
思
ひ
に
沈
み
果
て
、
耐
へ
ぬ
嘆
き
（
我
慢
で
き
な
い

嘆
き
。
或
い
は
、
絶
え
ぬ
嘆
き
、
ひ
っ
き
り
な
し
の
嘆
き
、
か
）
に
て
渡
ら
せ
給
へ
ど
も
、
問
ひ
来
る
人
も
な
く
、
か
す
か
な
る
有
様
に
て
、
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ
が
、

い
よ
い
よ
日
数
経
る
ま
ま
に
、
思
ひ
の
数
積
も
り
て
、
昨
日
の
昼
程
に
、
恋
ひ
死
に
に
死
じ
給
ひ
候
ふ
よ
し
、
申
し
候
ふ
。
よ
そ
の
袖
ま
で
あ
は
れ
な
り
。

都
の
人
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
も
し
、
知
ら
せ
給
ふ
人
に
て
渡
ら
せ
給
ふ
」
と
語
り
つ
つ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
き
け
り
。
あ
は
れ
を
知
れ
る
有
様
な
り
。
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八

　

又
、
語
る
や
う
、（
翁
）「
恋
に
て
死
に
た
る
人
は
、
左
右
無
く
魂
去
り
果
て
ず
、
神
・
仏
の
方
便
な
れ
ば
、
生
き
返
る
と
承
り
候
ふ
。
そ
れ
も
、
思
ふ

人
の
使
ひ
な
ど
来
た
り
、
薬
を
与
へ
て
見
る
と
承
り
候
ふ
。
ま
し
て
、
思
ふ
人
な
ら
ば
、
即
ち
、
生
き
返
る
と
こ
そ
申
し
候
へ
」
と
、
語
り
け
れ
ば
、

（
五
九
八
頁
下
段
七
行
目
〜
五
九
九
頁
上
段
一
六
行
目
）

こ
の
翁
か
ら
、
こ
の
後
、
薬
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
持
っ
て
、
難
波
の
里
へ
赴
き
、
死
ん
だ
大
宮
の
姫
君
の
「
御
く
ち
に
、
入
て
見
給
」
う
た
と
こ
ろ
（
六
〇
一

頁
上
段
一
八
行
目
〜
下
段
一
行
目
）、
す
ぐ
に
効
果
が
現
れ
た
と
い
う
程
で
も
な
か
っ
た
が
、
二
度
三
度
と
投
薬
し
た
結
果
、
つ
い
に
蘇
生
し
た
の
で
あ
っ
た

（
六
〇
一
頁
上
段
）。
Ｂ
類
本
で
は
、
大
宮
の
姫
君
が
十
念
を
唱
え
て
、
眠
る
よ
う
に
逝
去
し
た
後
、「
さ
て
、
あ
る
へ
き
事
な
ら
ね
は
と
て
」、
荼
毘
に
伏
さ
れ

（
八
一
頁
上
段
〜
下
段
）、
蘇
生
は
無
い
。

　

Ａ
類
本
の
二
の
場
面
は
、
謡
曲
「
高
砂
」
を
想
起
さ
せ
る
。

　

謡
曲
「
高
砂
」
で
は
、
ワ
キ
・
友
成
が
、
従
者
と
と
も
に
、

今
を
始
め
の
旅た
び

衣ご
ろ
も、
今
を
始
め
の
旅
衣
、
日
も
行ゆ
く

末す
ゑ

ぞ
久
し
き
。

と
着
キ
ゼ
リ
フ
を
述
べ
、

そ
も
そ
も
こ
れ
は
九キ
う

州シ
う

肥ひ

ご後
の
国
、
阿あ

そ蘇
の
宮
の
神か
ん
ぬ
し主
友
成
と
は
わ
が
事
な
り
。
わ
れ
い
ま
だ
都
を
見
ず
候
ふ
ほ
ど
に
、
こ
の
た
び
思
ひ
立
ち
都
に
上
り

候
。
ま
た
よ
き
つ
い
で
な
れ
ば
、
播ば
ん

州シ
う

高た
か
さ
ご砂
の
浦
を
も
一い
ツ

見け
ん

せ
ば
や
と
存
じ
候
。

と
名
乗
る
。
そ
の
高
砂
に
は
、
竹さ
ら
え杷
を
持
っ
て
落
葉
を
掃
く
老
人
が
居
た
。
老
人
が
シ
テ
、
老
人
の
妻
で
あ
る
姥
が
ツ
レ
で
あ
る
。

ワ
キ
「
里さ
と

人び
と

を
相あ
ひ

待ま

つ
と
こ
ろ
に
、
老ら
う

人じ
ん

夫ふ
う

婦ふ

来き
た

れ
り
。（
シ
テ
へ
向
き
）
い
か
に
こ
れ
な
る
老
人
に
尋
ぬ
べ
き
事
の
候
。

シ
テ
「
こ
な
た
の
事
に
て
候
ふ
か
、
何
事
に
て
候
ふ
ぞ
。

ワ
キ
「
高
砂
の
松
と
は
い
づ
れ
の
木
を
申
し
候
ふ
ぞ
。

シ
テ
「
た
だ
い
ま
木
蔭
を
清
め
候
ふ
こ
そ
高
砂
の
松
に
て
候
へ
。

ワ
キ
「
高
砂
住す
み

の
江え

の
松
に
相あ
ひ
お
ひ生
の
名
あ
り
。
当た
う

所し
よ

と
住す
み
よ
し吉
と
は
国
を
隔
て
た
る
に
、
何な
に

と
て
相
生
の
松
と
は
申
し
候
ふ
ぞ
。

シ
テ
「
仰お
ほ

せ
の
ご
と
く
古こ

今き
ん

の
序じ
よ

に
、高
砂
住
の
江
の
松
も
、相
生
の
や
う
に
覚
え
と
あ
り
さ
り
な
が
ら
、こ
の
尉じ
よ
うは
あ
の
津つ

の
国
住
吉
の
者
、（
ツ
レ
へ
向
き
）
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

九

こ
れ
な
る
姥ン
ば

こ
そ
当
所
の
人
な
れ
。
知
る
こ
と
あ
ら
ば
申
さ
給た
ま

へ
。

ワ
キ

不
思
議
や
見
れ
ば
老
人
の
、
夫
婦
一い
ツ

所し
よ

に
あ
り
な
が
ら
、
遠
き
住
の
江
高
砂
の
、
浦う
ら

山や
ま
く
に国
を
隔
て
て
住
む
と
、
言
ふ
は
い
か
な
る
事
や
ら
ん
。

ツ
レ

う
た
て
の
仰
せ
候ざ
う
らふ
や
、
山さ
ん

川せ
ん

万ば
ん

里り

を
隔
つ
れ
ど
も
、
互た
が

ひ
に
通か
よ

ふ
心
づ
か
ひ
の
、
妹い
も

背せ

の
道
は
遠
か
ら
ず
。

シ
テ
「
ま
づ
案
じ
て
も
御
覧
ぜ
よ
。

シ
テ
ツ
レ

（
向
か
い
合
っ
て
）
高
砂
住
の
江
の
、
松
は
非
情
の
物
だ
に
も
、
相
生
の
名
は
あ
る
ぞ
か
し
、
ま
し
て
や
生し
や
うあ
る
人
と
し
て
、
年
久
し
く
も
住
吉
よ
り
、

通
ひ
馴な

れ
た
る
尉じ
よ
うと
姥ン
ば

は
、
松
も
ろ
と
も
に
こ
の
年
ま
で
、
相
生
の
夫
婦
と
な
る
も
の
を
。４

　　

以
上
の
対
話
に
基
づ
き
、『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本
の
「
け
ふ
あ
す
し
ら
ぬ
せ
う
」
の
「
せ
う
」
は
尉
と
い
う
字
を
あ
て
る
べ
き
だ
（「
け
ふ
あ
す
し
ら
ぬ
」
は
、

「
今
日
明
日
知
ら
ぬ
」）
と
思
う
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
老
人
は
住
吉
明
神
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
船
に
乗
っ
て
、
住
吉
に
向
か
う
。
そ
し
て
、
友
成
に
住
吉
で
待
つ
と
伝
え
、
友
成
は
、

高
砂
や
、
こ
の
浦う
ら

舟ぶ
ね

に
帆
を
あ
げ
て
、
こ
の
浦
舟
に
帆
を
あ
げ
て
、
月
も
ろ
と
も
に
出い

で
潮し
ほ

の
、
波
の
淡あ
は

路ぢ

の
島
影
や
、
遠
く
鳴な
る

尾を

の
沖
過
ぎ
て
、
は
や

住
の
江
に
着
き
に
け
り
。

と
い
う
こ
と
に
成
る
の
で
あ
る
。

　

旅
人
の
旅
の
方
向
が
、『
高
砂
』
の
場
合
、
西
（
肥
後
国
阿
蘇
）
か
ら
東
へ
、『
桜
の
中
将
』
の
場
合
、
東
（
天
王
寺
、
住
吉
大
社
）
か
ら
西
へ
、
と
い
う
よ

う
に
正
反
対
で
は
あ
る
が
、
そ
の
旅
人
に
老
人
―
媼
も
一
緒
に
成
っ
て
で
あ
る
が
―
が
夫
婦
愛
の
強
さ
を
教
え
る
、
と
い
う
根
底
の
と
こ
ろ
で
一
致
す
る
の
で

な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
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一
〇

【
作
品
終
盤
に
於
け
る
想
定
一
】

『
桜
の
中
将
』
Ｂ
類
本

　
　
　

謡
曲
「
高
砂
」
を
見
て
聞
い
て
、
霊
的
な
要
素
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
大
宮
の
姫
君
が
蘇
生
す
る
筋
立
て
に
改
変

『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本

が
自
然
で
あ
る
。
も
し
、

【
作
品
終
盤
に
於
け
る
想
定
二
】

謡
曲
「
高
砂
」

　
　
　

『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本

　
　
　

霊
的
な
蘇
生
と
い
う
話
を
削
除

『
桜
の
中
将
』
Ｂ
類
本
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

一
一

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本
で
、
何
故
、
大
宮
の
姫
君
の
滞
在
先
が
「
な
に
は
」
で
あ
る
の
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
滞
在
先
は
「
な
に
は
」

よ
り
も
西
の
高
砂
に
し
た
く
な
る
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で
、
想
定
二
は
不
自
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
想
定
一
の
場
合
、
Ａ
類
本
の
書
写
者
は
、
自
分
が
見

て
い
る
Ｂ
類
本
に
於
い
て
大
宮
の
姫
君
が
「
な
に
は
」
に
滞
在
し
て
い
る
の
を
敢
え
て
変
更
す
れ
ば
あ
ま
り
に
も
大
が
か
り
な
書
き
換
え
に
な
る
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
四
節

　

作
品
の
序
盤
中
盤
に
つ
い
て
、
或
る
系
統
の
本
文
が
古
態
性
を
持
ち
、
終
盤
は
そ
の
系
統
よ
り
も
別
の
系
統
が
古
態
性
を
持
つ
、
と
い
う
松
本
氏
の
論
文
を

知
っ
た
と
き
、
い
さ
さ
か
の
困
惑
が
あ
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
義
経
記
』
全
八
巻
は
、
巻
一
〜
巻
六
、
巻
八
が
第
二
系

列
が
古
態
性
、巻
七
は
第
一
系
列
が
古
態
性
を
持
っ
て
い
る
５
。
し
か
し
、『
義
経
記
』
は
長
編
と
言
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
程
の
長
さ
を
持
ち
、

巻
ご
と
の
独
立
性
が
強
く
、少
な
く
と
も
巻
七
は
前
後
の
巻
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
。『
桜
の
中
将
』
で
も
、同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
本
拙
稿
で
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
や
は
り
松
本
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

東
京
堂
出
版
『
お
伽
草
子
事
典
』
６
の
「
桜
の
中
将
」
の
項
に
は
、
謡
曲
「
高
砂
」
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
同
事
典
の
は
じ
め
に
は
、「
お
伽
草
子
へ

の
招
待
―
―
序
言
に
代
え
て
―
―
」
と
題
さ
れ
「
平
成
十
四
年
葉
月
の
末
つ
か
た
に
誌
す
」
で
終
わ
る
、
編
者
徳
田
和
夫
氏
の
二
頁
の
序
文
が
置
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
二
頁
目
の
一
四
〜
一
五
行
目
に
は
、

　
　

編
者
は
そ
の
原
稿
す
べ
て
に
目
を
通
し
て
表
記
等
の
統
一
と
細
目
の
充
足
を
図
り
、
ま
た
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、
加
筆
を
行
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
桜
の
中
将
」
の
項
の
内
容
は
、執
筆
者
と
し
て
署
名
な
さ
っ
て
い
る
箕
浦
尚
美
氏
と
徳
田
氏
と
の
共
通
認
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

神
田
龍
身
氏
西
沢
正
史
氏
編
勉
誠
出
版
『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
７
に
は
「
桜
の
中
将
」
の
項
が
無
い
し
、
今
後
も
、『
桜
の
中
将
物
語
』
の
研

究
が
進
め
ら
れ
る
際
第
一
に
尊
重
さ
れ
る
文
献
は
徳
田
氏
編
『
お
伽
草
子
事
典
』
で
あ
ろ
う
が
、私
は
、同
事
典
「
桜
の
中
将
」
の
項
に
記
載
が
な
い
謡
曲
「
高

砂
」
を
座
右
に
置
い
た
ほ
う
が
、
或
い
は
、
念
頭
に
置
い
た
ほ
う
が
理
解
が
深
ま
る
と
思
う
の
で
あ
る
。『
桜
の
中
将
物
語
』
も
、
霊
的
な
要
素
を
伴
っ
た
夫

婦
愛
の
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
年
衰
へ
て
、
今
日
明
日
知
ら
ぬ
じ
よ
う
」
の
「
じ
よ
う
」
に
漢
字
を
宛
て
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
謡
曲
「
高
砂
」
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

一
二

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、「
じ
よ
う
」
で
な
く
と
も
、「
せ
う
」、「
ぜ
う
」、「
せ
ふ
」、「
ぜ
ふ
」、「
せ
ぷ
」、「
ぜ
ぷ
」、「
せ
ぶ
」、「
ぜ
ぶ
」、「
し
や
う
」、「
じ

や
う
」、「
し
よ
う
」
な
ど
に
漢
字
を
宛
て
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
出
来
な
い
。
謡
曲
「
高
砂
」
と
い
う
参
考
資
料
が
あ
っ
て
初
め
て
読
解
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本
で
、桜
の
中
将
が
、翁
か
ら
い
た
だ
い
た
薬
を
手
に
取
ろ
う
と
し
た
と
き
、翁
の
住
む
賤
が
伏
屋
が
、実
は
松
の
木
で
あ
っ

た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
数
行
を
引
用
す
る
。

三　

嬉
し
く
お
ぼ
え
て
、
彼
を
取
り
て
、
出
で
給
は
む
と
し
給
へ
ば
、
家
も
な
き
松
の
木
の
下
な
り
。
今
ま
で
物
申
し
つ
る
翁
も
な
か
り
け
り
。（
桜
の
中
将
）

　
　
「
さ
て
は
、
住
吉
の
明
神
の
御
教
へ
な
り
」
と
尊
く
、
た
の
も
し
く
て
、
…
…

（
六
〇
〇
頁
上
段
五
〜
九
行
目
）

　

住
吉
明
神
は
松
の
木
の
精
で
あ
り
、
そ
の
松
の
木
が
一
時
的
に
翁
と
そ
の
住
処
と
な
っ
て
、
桜
の
中
将
の
目
の
前
に
現
れ
た
。
い
か
に
も
そ
の
よ
う
に
読
ま

せ
る
書
き
振
り
な
の
で
あ
る
が
、
謡
曲
「
高
砂
」
で
も
、
高
砂
の
地
で
、
シ
テ
と
ツ
レ
が
、
住
吉
へ
船
出
す
る
直
前
に
、

　
　

今
は
何
を
か
つ
つ
む
べ
き
。
こ
れ
は
高
砂
住
の
江
の
、
相
生
の
松
の
精
、
夫ふ
う
ふ婦
と
現げ
ん

じ
来き
た

り
た
り
。

と
名
乗
り
を
挙
げ
た
こ
と
を
想
起
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。８

注『
桜
の
中
将
』
の
先
行
論
文
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
国
文
学
研
究
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
及
び
、
国
会
図
書
館
雑
誌
記
事
索
引
で
検
索
し
、
ヒ
ッ

ト
し
た
も
の
は
全
て
読
ま
せ
て
頂
い
た
。
検
索
し
た
日
は
、
平
成
二
七
年
八
月
一
八
日
で
あ
る
。

１　
『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
四
号
。
昭
和
四
〇
年
。
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『
桜
の
中
将
』
の
Ａ
類
本
と
Ｂ
類
本

一
三

２　

横
山
重
氏
松
本
隆
信
氏
編
。
角
川
書
店
。
国
会
図
書
館
蔵
『
桜
の
中
将
物
語
』
と
赤
木
文
庫
蔵
『
こ
ふ
し
み
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
第
五
巻
は
昭
和
五
二
年
刊
行
。

３　
『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
発
行
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

４　

謡
曲
「
高
砂
」
の
引
用
は
、
小
学
館
発
行
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』
第
一
分
冊
に
拠
っ
た
。
観
世
流
で
あ
る
。

５　

佐
藤
陸
氏
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』。
双
文
社
出
版
、
平
成
一
一
年
。

６　

平
成
一
四
年
。

７　

平
成
一
四
年
。

８　

謡
曲
「
高
砂
」
の
引
用
は
、注
４
で
記
し
た
通
り
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』
第
一
分
冊
に
拠
っ
た
が
、天
野
文
雄
氏
土
屋
恵
一
郎
氏
中
沢
新
一
氏
松
岡
心
平
氏
『
能

を
読
む
第
二
巻　

世
阿
弥　

神
と
修
羅
と
恋
』（
角
川
学
芸
出
版
、平
成
二
五
年
）
も
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
書
に
拠
れ
ば
、「
こ
れ
は
高
砂
住
の
江
の
、相
生
の
松
の
精
」

の
箇
所
に
「
こ
れ
は
高
砂
住
の
江
の
、
神
こ
こ
に
相
生
の
」
の
異
文
が
あ
る
と
い
う
（
金
春
流
、
金
剛
流
、
喜
多
流
）。

　
　
　

堂
本
正
樹
氏
は
『
世
阿
弥
の
能
』（
新
潮
社
、
平
成
九
年
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
老
人
夫
婦
の
素
性
は
、
現
在
も
観
世
・
宝
生
は
「
相
生
の
松
の
精
」
で
あ
り
、

金
春
・
金
剛
・
喜
多
は
「
神
こ
こ
に
相
生
の
夫
婦
」
と
な
っ
て
現
れ
た
と
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
古
い
と
も
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
底
本
と
す
る
『
伝
観
世
小
次
郎

信
光
自
筆
本
』
は
観
世
で
す
か
ら
、
松
の
精
が
夫
婦
と
化
身
し
て
出
現
し
た
と
し
ま
す
。
／
こ
の
「
精
」
と
「
神
」
は
ど
う
違
う
の
か
。
こ
れ
は
『
弓
八
幡
』
で
も
触
れ
た

よ
う
に
、位
の
低
い
神
と
し
て
の
精
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
下
級
の
神
格
が
参
詣
者
を
歓
迎
し
て
接
待
す
る
の
が
、中
世
の
意
識
と
し
て
正
常
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

も
の
の
生
命
の
核
を
擬
人
化
し
た
「
精
」
と
、
観
世
な
ど
の
猿
楽
者
の
演
じ
得
た
「
神
」
は
、
甲
乙
の
付
け
難
い
も
の
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」（
一
九
七
頁
）

　
　
　

し
か
し
、
神
が
現
れ
た
に
せ
よ
、
精
が
現
れ
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、『
桜
の
中
将
』
Ａ
類
本
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

[

平
成
二
七
年
九
月
一
一
日
提
出]
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