
そ
の
御
息
所
の
、
昔
は
三
井
寺
の
か
た
は
ら
に
志
賀
寺
と
て
、

こ
と
の
ほ
か
に
験
し
給
ひ
け
る
所
あ
り
け
る
に
、
参
り
給
ひ

け
る
に
、
か
の
寺
近
く
な
り
て
、
所
の
様
の
を
か
し
く
お
ぼ

え
給
ひ
け
れ
ば
、
御
車
の
物
見
を
広
ら
か
に
あ
け
て
、
水
海

の
方
な
ど
見
ま
は
さ
せ
給
ひ
け
る
に
、
い
と
近
き
岸
の
上
に

あ
さ
ま
し
げ
な
る
草
の
庵
の
あ
り
け
る
が
、
窓
の
う
ち
よ
り

こ
と
の
ほ
か
に
老

い
衰

へ
た
る
老
法
師
の
白
き
眉
の
下
よ
り

目
を
見
合
は
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
「
い
と
む
つ
か
し
き

も
の
に
も
見
え
ぬ
る
か
な
」
と
お
ぼ
し
て
、
引
き
い
ら
せ
給

ひ
に
け
り
。
さ
て
、
帰
り
給
ひ
て
後
、
ま
た
の
B
、
老
法
師

の
腰
ふ
た

へ
に
か
が
ま
り
た
る
が
、
杖
に
す
が
り
て
参
り
て
、

中
門
の
辺
に
た
た
ず
み
て
、
「
昨
日
志
賀
に
て
見
参
し
侍
り

し
老
法
師
こ
そ
参
り
た
れ
と
申
さ
せ
給

へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、

し
ば
し
は
聞
き
入
る
る
人
も
な
か
り
け
れ
と
、
ひ
ね
も
す
に

『
俊
頼
髄
脳
』
以
来
著
名
な
志
賀
寺
上
人
と
京
極
御
息
所
の
恋

の
物
語
が
あ
る
。
『
俊
頼
髄
脳
』
に
語
ら
れ
る
物
語
は
次
の
通
り
。

居
暮
ら
し
て
あ
ま
り

い
ひ
け
れ
ば
、
聞
き
あ
ま
り
て
、
「
か

か
る
事
申
す
も
の
な
む
あ
る
」
と
申

し
け
れ
ば
、
「
し
か
、

さ
る
事
あ
ら
む
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
南

面
の
日
隠
し
の
間
に

召
し
よ
せ
て
、
「
如
何
な
る
事
ぞ
」
と
問
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、

し
ば
し
ば
か
り
た
め
ら
ひ
て
、
「
志
賀

に
こ
の
七
十
年
ば
か

り
侍
り
て
、
ひ
と

へ
に
後
生
菩
提

の
事
を
営
み
侍
り

つ
る
に
、

は
か
ら
ざ
る
ほ
か
に
見
参
を
し
て
後
、

い
か
に
も
こ
と
事
な

く
、
今

一
度
見
参
せ
む
の
心
侍
り
て
念
請
せ
む
の
心
も
な
く
、

時
に
も
向
か
は
ざ
り

つ
れ
ば
、
年
ご
ろ

の
行
ひ
の
い
た
づ
ら

に
な
ら
む
ず
る
事
を
悲
し
び
思
ひ
て
、
も
し
助
け
も
や
、
せ

さ
せ
お
は
し
ま
す
と
て
杖
に
す
が
り
て
泣
く
泣
く
参
り
て
侍

る
な
り
」
と
申
し
け
れ
ば
、
「
い
と
や

す
き
事
な
り
」
と
の

た
ま
ひ
て
、
御
簾
を
少
し
巻
き
上
げ
て
見
え
さ
せ
給
ひ
け
れ

ば
、
面
の
徽
数
も
知
ら
ず
、
眉
の
白
き

事
雪
よ
り
も
け
に
て
、

ま
み
な
ど
も
皆
お
い
か
は
り
て
、
人
と
も
お
ぼ
え
ず
、
ま
こ

と
に
恐
ろ
し
げ
な
る
様
し
て
ま
ぼ
り
入
り
て
、
と
ば
か
り
あ

卜■

お

伽

草

子

に

お

け

る
説

話

引

用

態

度

-

志
賀
寺
上
人
謁
を
通
し
て
1

柴

田

芳

成



り

て

、

「
そ

の

御

手

を

し

ば

し

賜

ら

む

」

と

申

し

け

れ

ば

、

申

す

に

し

た

が

ひ

て
御

手

を

差

し

い
だ

さ

せ

給

ひ

た

り

け

る

を

、

わ

が

額

に

あ

て

て

、

よ

う

つ

も

お
ぼ

え

ず

泣

き

て

、

か

の
手

に

と

る

か

ら

に

と

い

へ
る
歌

を

詠

み

申

し

て

、
少

し

居

の

く

や

う

に

し

て

、

「
こ

の
世

に

生

ま

れ

侍

り

て

後

、

九

十

年

に

及

び

侍

り

ぬ

る

に

、

ま

だ

か

ば

か

り

の
喜

び

侍

ら

ず

。

こ

の

縁

を

も

て

、

も

し
思

ひ

の
如

く

弥

陀

の
浄

土

に

生

ま

れ

な

ば

、

必

ず

導

き

た

て

ま

つ
ら

む

。

ま

た
、

浄

土

に

も

生

ま

れ

さ

せ

給

ひ

た

ら

ば

、

必

ず

導

か

せ

給

へ
」

と
申

し

て
泣

き

け

れ

ば

、

御

返

し

、

よ
し
さ
ら
ば
ま
こ
と
の
道
の
し
る
べ
し
て
わ
れ
を
い
ざ
な

へ
ゆ
ら
ぐ
玉
の
緒

と

そ

仰

せ

ら

れ

け

る
。

こ
れ

を

聞

き

て

喜

び

な

が

ら

、
泣

く

泣

く

帰

り

け

り

と

そ

、

能

因

法

師

、
帥

の

大

納

言

に

語

り

申

し

け

る

に

、

(
日

本

古

典

文

学

全

集

『
歌

論

集

』
、

表

記

は

適

宜

改

め

た

)

志
賀
寺
の
上
人
が
参
詣
に
訪
れ
た
京
極
御
息
所
を
見
初
め
、
そ

の
思

い
に
堪
え
き
れ
ず
、
老
い
の
身
も
省
み
ず
に
御
所
に
推
参
、

心

の
内
を
伝
え
、
そ
の
手
を
取

っ
て

「
初
春
の
」
歌
を
詠
ん
だ
と

こ
ろ
、
御
息
所
か
ら
も

「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
返
歌
が
あ
り
、
上
人

は
満
足
し
て
帰
山
し
た
、
と
い
う
説
話
で
あ
る
。

こ

の

二

人

の
物

語

は

、

中

世

、

「
恋

の
例

し

」

を

語

る

も

の

と

し

て
様

々

な

作

品

中

に

引

用

さ

れ

た
。

本

稿

で

は

、

お

伽

草

子

作

品
を
中
心
に
志
賀
寺
上
人
諄
が
、
本
筋
の
物

語
の
流
れ

の
中
で
、

い
か
に
吸
収
、
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察

し
て
み
た

い
。

本
題
に
入
る
前
に
、
手
続
き
と
し
て
お
伽
草
子
の
時
代
以
前
の

志
賀
寺
上
人
諄
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
お
く

。
先
か
ら
述
ぺ
て
い

る
通
り
、
本
話
の
初
出
は

『
俊
頼
髄
脳
』
に
あ
る
、
能
因
が
俊
頼

の
父
大
納
言
経
信
に
語

っ
た
と
伝
え
る
も
の

で
あ
る
。
そ

こ
で
は

「初
春
の
は

つ
ね
の
今
日
の
玉
は

、
き
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
く

玉
の
緒
」
の
和
歌

の
注
釈
と
し
て
導
か
れ
た

も
の
で
あ

っ
て
、
田

舎
で
の
子
日
の
習
俗
、
美
称
と
し
て

「
玉
」
字
を
用
い
る
こ
と
、

京
極
御
息
所
の
醍
醐
天
皇
入
内
の
折
、
宇
多
院
に
横
取
り
さ
れ
る

説
な
ど
が
述

べ
ら
れ
た
後
に
語
ら
れ
る
。

物
語
で
は
九
十
歳
に
及
ぼ
う
か
と

い
う

老
齢

と
さ
れ
て
い
る

が
、
志
賀
寺
上
人
が
は
た
し
て
ど
う
い
う
人
物
で
あ

っ
た
か
は
不

明
で
あ
る
。
対
し
て
、
京
極
御
息
所
は
左
大

臣
時
平

の
娘
褒
子
、

容
姿
に

つ
い
て
本
文
中
に
は
ふ
れ
ら
れ
な

い
が
、
『
俊
頼
随
脳
』

に
語
ら
れ
る
宇
多
院
が
奪

っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
宇

多
院
と
河
原
院
に
泊
ま

っ
た
折
に
は
融
の
霊
が
現
れ
て
御
息
所
を

求
め
た
と
い
う

(
『
古
事
談
』
巻

一
ノ
四
、
『
江
談
抄
』
巻
三
な

ど
)。
元
良
親
王
と
の
恋
も
伝
え
ら
れ
て
お
り

(『
元
良
親
王
集
』
)
、

魅
力
的
な
女
性
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
推
測

で
き
る
。
〔こ
ま
た
こ
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こ
に
描
か
れ
た
、
僧
が
貴
女

へ
の
恋
心
を
告
白
し
て
対
面
を
得
、

そ

の
思

い
を
晴
ら
す
と
い
う
物
語
は

『
発
心
集
』
「
玄
賓
、
念
を

亜

相
の
室
に
係
く
る
事

不
浄
観
の
事
」
(巻
四
ノ
六
)
に
同
じ

い

(夫
の
大
納
言
が
仲
介
す
る
点
、
玄
賓
が
正
装
す
る
点
は
異
な

る
)
が
、
玄
賓
が
貴
女
の
姿
に
不
浄
観
を
凝
ら
し
て
妄
念
を
克
服

す

る
の
と
比

べ
て
、
恋
し
い
人
の
手
に
ふ
れ
た
こ
と
で
気
を
晴
ら

す

志
賀
寺
上
人
の
方
が
よ
り
人
間
味

(俗
人
味
)
が
あ
る
と
い
え

よ
う
か
。

本

話

は

「
初

春

の
」

歌

に

対

す

る

注

釈

に

そ

え

て

以

後

の
歌

学

書

に
継

承

さ

れ

る

。
〔三

そ

れ

ら

の
中

で

は

「
玉

は

は

き

」

「
ゆ

ら

く

」

「
玉

の
緒

」

と

い

っ
た

語

句

の
注

解

や

子

日

の
習

俗

の
説

、

ま

た

『
万

葉

集

』

中

に

同
歌

が

大

伴

家

持

作

と

し

て
あ

る

こ
と

か

ら

誰

の
真

作

か

と

い
う

こ

と

と

と

も

に

話

題

と

し

て
取

り

上

げ

ら

れ

る

。

『
詞

林

采

葉

抄

』

で

は

「
初

春

の
」

歌

を

家

持

歌

と

し

な

が

ら

も

「
彼

志

賀

寺

ノ

上

人

宮

息

所

ノ
御

手

ヲ

賜

テ
、

此

歌

ヲ

詠

シ

ケ

ル

、

当

所

論

詠

ト

申

ナ

カ

ラ

心

ノ
中

哀

ニ

コ

ソ
」

と

の

評

が

記

さ

れ

る

。

た

だ

し

、

『
袖

中

抄

』

で

は

「
無

名

抄

云

、

…

…

」
、

『
古

来

風

体

抄

』

で
は

「
俊

頼

朝

臣

口
伝

に

申

し

た

る
は

、

…

…

能

因

法

師

の

、

大

納

言

経

信

卿

に

か

た

り

け

る

と

て
申

し

た

る

は

、

…

…

」

な

ど

と

『
俊

頼

髄

脳

』

に

基

づ
く

旨

が

記

さ

れ

、

そ

こ

で

の
物

語

は

、

叙

述

が

短

く

な

る

場

台

は

あ

っ
て

も

説

話

と

し

て

の
内

容

的

な

成

長

、

変

容

は

ほ

と

ん

ど

み
ら

れ

な

い

。

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
記
し
と
ど
め
ら
れ
る
中
で
、
上

人
諦
が
知
識
と
し
て
も
広
が
り
を
も

っ
た
こ
と
は
和
歌
の
実
作
の

面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
(歌
番
号
は

『
新

編
国
歌
大
観
』
に
よ

る
。
以
下
も
同
じ
)

手
に
と
り
て
ゆ
ら
く
玉
の
を
絶
え
ざ
り
し
人
ば
か
り
だ
に
あ

ひ
み
て
し
か
な

公
能

(『
久
安
百
首
』

一
六
二

・
恋
)

し
る
し
あ
れ
と
い
は
ひ
そ
初
む
る
玉
ば
は
き
と
る
手
ば
か
り

の
契
な
り
と
も

(
『長
秋
詠

藻
』
四
八
六

・
初
恋
)

玉
箒
手
に
と
る
ほ
ど
も
思
き
や
か
り
に
も
恋
を
志
賀
の
山
人

家
隆

(『
六
百
番
歌

合
』
八
四
八

・
老
恋
)

こ
れ
ら
の
歌
は
志
賀
寺
上
人
の
恋
心
を
汲
ん
だ
も
の
と
解
さ
れ

る
。
近
世
の
連
歌
学
書

で
あ
る

『
産
衣
』
に

は

「
玉
箒
」
の
項

の

内
、
「
初
春

の
」
歌
に
対
す
る

『
歌
林
良
材

抄
』

の
説
を
引
い
た

あ
と

「
さ
れ
共
、
恋
の
題
に

ハ
し
が
寺
の
上

人
の
心
を
よ
め
る
歌

お
ほ
し
と
也
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
三
)

志
賀
寺
上
人
説
話
が
語
ら
れ
た

の
は
歌
学

書
だ
け
に
止
ま
ら
な

い
。
歌
学
の
世
界
を
出
た
上
人
諦
は
、
そ
の
流
布
に

つ
れ
内
容
、

理
解
に
も
変
化
が
現
れ
は
じ
め
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
(巻
三
)
、
有
明
の
月
と
の
関
係
を
告
白

し
た
後
深
草
院
二
条
に
、
後
深
草
院
が
答
え

る
場
面
。
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不

思

議

な

り

け

る

御

契

か

な

。

…

…

昔

の
た

め

し

に

も

、

か

、
る

思

ひ

は

人
を

分

か

ぬ

事

な

り

。

柿

本

の

僧

正

、

染

殿

の

后

の
物

の
気

に

て

、

あ

ま

た

の

仏

菩

薩

の

力

尽

く

し

た

ま

ふ

と

い

へ
ど

も

、
つ
ゐ

に

は

こ
れ

に
身

を
捨

給

に

け

る

に

こ

そ

。

志

賀

寺

の

聖

に

は

、

「
ゆ

ら

ぐ

玉

の

緒

」

と

、

情

け

を

残

し

た

ま

ひ

し

か

ば

、

す

な

は

ち

一
念

の
妄

執

を

改

め

た

り
き

。

(新

日

本

古

典

文

学

大

系

)

「
心
得
て
、
あ
ひ
し
ら
ひ
申
せ
」
と
二
人
の
関
係
を
受
け
入
れ

る
後
深
草
院
が

「
昔
の
た
め
し
」
と
し
て
口
に
し
た
上
人
諜
は
ご

く
短

い
も
の
で
あ

っ
た
。
「
情
け
を
残
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、
す
な

は
ち

―
念
の
妄
執
を
改
め
た
り
き
」
と
語
ら
れ
る
の
は
、
御
息
所

が
土

人
の
好
意
を
受
け
止
め
て
歌
を
返
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

上
人

の
妄
念
も
晴
れ
た
と
い
う
こ
と
。
か

つ
て
の
御
息
所
の
行
為

を
二
条
に
手
本
と
し
て
示
し
た
院

の
心
中
に
あ

っ
た
物
語
は
、
恋

し
さ
に
堪
え
き
れ
ず
心
情
を
吐
露
し
た
上
人
と
そ
の
思
い
に
応
え

た
御

息
所
と
い
う
も
の
で
あ

っ
て
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
描
か
れ
た

と
こ
ろ
と
同
じ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ

が
、
そ
の

一
方
で
は
次
に
み
る
よ
う
に

『
俊
頼
髄
脳
』
と
は

語
り

の
位
相
を
異
に
し
た
文
脈
も
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
本
話
の
も

っ
て
い
た
世
界
に
や
や
変
化
が
現
れ
る
よ
う
に
思
う
。

『
宝

物

集

』

(
巻

五

・
第

二

種

七

巻

本

)
、

「
不

邪

淫

」

に

つ

い

て
述

べ

る
件

。

浄
蔵
法
師
が
験
徳
を
あ
ら
は
す
を
は
り
に
、
真
の
弟
子
を
ま

う

け

、

滋

賀

の

上

人

の
行

業

を

つ

み

し

、

貴

女

に

ゆ

つ

る

事

あ

り

き

。

花

山

の

法

王

の
、

十

善

の
位

を

す

て
給

ひ

し

、

乳

母

子

に

お

ち

た

ま

ふ

。

和

泉

の
僧

正

の
高

位

に

の
ぼ

り

、

国

母

に

名

を

た

つ
事

有

。

明

達

律

師

は

母

を

お

か

し

、

順

源

法

師

は

む

す

め
を

嫁

ぐ

。

こ

の

道

に

お

ゐ

て

し

の
び

が

た

く

そ

み

え

侍

る

め

る

。

…

…

滋

賀

聖

人

の

、

貴

女

に

行

業

を

ゆ

つ

る

と

云
は

、

京

極

の

御

息

所

、
時
平
左

大

臣

の

む

す

め

、

滋

賀

寺

へ
ま

い

り

給

へ

り

け

る

を

、

み

た

て

ま

つ
り

て
、

対

面

し
給

へ
り

け

る

を

よ

ろ

こ
び

て
、

御

手

を

と

り

て

よ

み

侍

り

け

り

。

初
春
の
は
つ
音
の
け
ふ
の
玉
は

ン
き
手
に
と
る
か
ら
に

ゆ
ら
ぐ
玉
の
を

と
な
が
め
て
、
今
生
の
行
業
を
ゆ
づ
り
た
て
ま

つ
る
と
云
事

な
り
。
(以
下

『
万
葉
集
』

の
家
持
歌

、
宇
多
法
皇
の
横
取

り
の
こ
と
)

(新
日
本
古
典
文
学
大
系
)

「
第
三
に
不
邪
淫
と
申
は
、
」
と
語
り
出
さ
れ
た
本
件
は
、
女

人
罪
業
観
の
も
と
、
天
竺
震
旦
の
僧
や
仙
人
が
女
性
ゆ
え
に
身
を

誤

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
「
吾
朝

の
事
は
あ

ま
り
に
耳
近
に
侍
れ

ど
も
、
そ
れ
も
少
々
申
侍
る
べ
き
也
」
と
し

て
引
用
箇
所
に
続
く
。

こ
こ
で
の
志
賀
寺
上
人
説
話
は
、
上
人
の
行
動
の
描
写
の
み
で

御
息
所
の
応
対
に
は
ふ
れ
な
い
。
『
俊
頼
髄

脳
』
の
物
語
後
半
部
、

御
息
所

「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
返
歌
を
記
さ
ず

、
結
果
と
し
て
」⊥
人

の
思
い
が
晴
れ
た
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
。
上
人
か
ら
御
息
所

へ
の
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思
い
が

つ
の
り
、
行
業
を
譲

っ
た
と
い
う
段
階
で
物
語
は
閉
じ
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も

「
み
た
て
ま
つ
」

っ
て
か
ら

「
対
面
」
に
至
る

ま
で
に

『俊
頼
髄
脳
』
に
描
か
れ
た
上
人
の
煩
悶
は
あ

っ
た
の
か
、

出
会

っ
た
そ
の
場
で
手
を
取

っ
た
と
も
読
み
う
る
文
章
で
あ
る
。

『
宝
物
集
』
筆
者
が
本
話
を
書
き
記
す
に
あ
た

っ
て
、
上
人
が
御

息
所
に

「
行
業
を
ゆ
づ
」

っ
た
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
の
で
あ
ろ

う

こ
と
は
、
こ
の
短

い
叙
述
の
中
に
同
句
が
三
度
記
さ
れ
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「行
業
を
ゆ
づ
」
る
と

い
う
文
句
は

『
俊

頼
髄
脳
』
に
は
み
え
な

い
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
袖
中
抄
』
に

あ

る

「
我
年
九
十

ニ
ヲ
ヨ
ビ
ハ
ベ
リ
ナ
ム
ズ
ル
ニ
七
十
年

ハ
ヒ
ト

ヘ
ニ
後
生
菩
提
ノ
イ
ト
ナ
ミ
也

キ
ミ
ニ
ミ
ナ
廻
向
シ
タ
テ
マ
ヅ

ル

ペ
シ
」
と
の
叙
述
が
比
較
的
近
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
当
然
、

「
廻
向
シ
タ
テ
マ
ヅ
ル
」
と

「
行
業
を
ゆ
づ
」
る
と
で
は
異
な
る
。

(
四
)前

後
の
説
話
で
は
、
浄
蔵
法
師
は

「
珍
皇
寺
の
北
に
あ
る
八
坂

の
塔

の
ゆ
が
み
た
る
を
、
護
法
し
て
な
を
さ
す
る
ほ
ど
の
験
を
も

ち
な

が
ら
、
子
を
ま
う
く
る
」
、
花
山
法
皇
は

「
乳
母
子
に
中
務

と
云
女
房
に
お
ち
給
ふ
」
と
語
ら
れ
、
天
竺

の

一
角
仙
人
は

「
玉

女

の
あ
そ
ぶ
と
み
て
心
を
う
つ
し
て
、
験
を
う
し
な
ふ
」
と
記
さ

れ

る
。
『
宝
物
集
』
筆
者
の
至
上
と
す
る
仏
法
の
前
に
お
い
て
、

恋
愛

の
迷

い
が
い
か
に
大
き
な
障
害
と
な
る
か
を
語

っ
て
い
る
わ

け

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
上
人
諦
の
あ
り
方
は
ど
う
か
。
前
後
の

文
脈
と
は
別
に
本
話
だ
け
を
好
意
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
説
話
に
付
さ
れ
る
読
み
は
可
変
的

で
あ

っ
て
、
志
賀
寺
上
人

も
他

の
列
挙
さ
れ
る
人
々
と
同
じ
く
、
僧
位

に
あ
り
な
が
ら
愛
執

に
抗
し
き
れ
な
か

っ
た
人
物
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
ま
ず

『
俊
頼
髄
脳
』
と
の
距
離
が
認

め
ら
れ
よ
う
。

『太
平
記
』
中
の

「
身
子
声
聞
、

一
角
仙

人
、
志
賀
寺
上
人
事
」

の
段

(巻
三
七
)
で
の
上
人
諄
は
御
息
所
が

「
志
賀

ノ
花
園
ノ
春

ノ
気
色
ヲ
御
覧
ジ
」
た
折
の
出
会
い
と
し
、

上
人
は
湖
畔
で

「湖

水
水
波
閑
ナ
ル
ニ
向
テ
、
水
想
観
ヲ
成
テ
、
心
ヲ
澄
シ
テ
ロハ
一
人

立
給
タ
ル
」
と
設
定
、
歌
の
贈
答
の
他
に
は

二
人
が
ほ
と
ん
ど
言

葉
を
交
わ
さ
な
い
、
御
息
所
返
歌
の
上
句
を

「
極
楽

の
玉
の
台
の

蓮
葉
に
」
と
す
る
な
ど
独
自

の

一
話
を
構
成

し
、
『
俊
頼
髄
脳
』

に
通
じ
る
面
も
あ
る
。
五̂
)
だ
が
、
文
脈

の
中

で
み
る
と
き
、
身

子
声
聞
、

一
角
仙
人
を
含
め
た
三
説
話
に
対

し
て

「
カ

、
ル
道
心

堅
固
ノ
聖
人
、
久
修
練
行
ノ
尊
宿
ダ

ニ
モ
、
遂
ガ
タ
キ
発
心
修
行

ノ
道
ナ
ル
ニ
、
家
富
若
キ
人
ノ
浮
世
ノ
絶
ヲ
離
レ
テ
、
永
ク
隠
遁

ノ
身
ト
成
ニ
ケ
ル
、
左
衛
門
佐
入
道
ノ
心
ノ
程

コ
ソ
難
有
ケ
レ
」

と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
段

「
尾
張
左
衛
門
佐
遁
世
事
」
に
語
ら

れ
た
斯
波
氏
頼
の
出
家
、
お
よ
び
そ
の
道
心

の
堅
固
さ
を

い
う
逆

説
と
し
て
位
置
す
る
。
仏
教
者
と
し
て
の
あ

り
方
と
、
人
と
し
て

断
ち
が
た
い
恋

の
心
と

の
葛
藤
と
い
う
視
点
か
ら
本
話
が
用
い
ら

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「
行
業
を
ゆ
づ
」
る
と
い
う
表

現
は
他
作
品
中
の
上

人
諦
に
も
み
え
る
。
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『
源

平

盛

衰

記

』

(
巻

四

八

)

で

は

建

礼

門

院

の
六

道

語

り

の

う

ち

、

宗

盛

・
義

経

と

の
噂

が

立

っ
た

と

語

ら

れ

た

後

、

畜

生

道

の

例

え

、

姦

淫

の
問

題

と

し

て

述

べ
ら

れ

る

]
例

に

挙

げ

ら

れ

る

。

寛
平
法
皇
の
京
極
御
息
所
は
時
平
大
臣
の
御
娘
、
志
賀
寺
詣

の
御
時
、
彼
の
寺
の
上
人
心
を
懸
け
奉
り
、
今
生
の
行
業
を

譲
り
奉
ら
ん
と
申
せ
ば
、

よ
し
さ
ら
ば
真
の
道

の
し
る
べ
し
て
我
を
い
ざ
な

へ
ゆ
ら

ぐ
玉
の
緒

と
打
詠
め
給

ひ
て
御
手
を
授
け
給

ひ
け
り
。
二e

(新
定
源
平
盛
衰
記
)

前
後
に
は
天
竺
の
例
と
し
て
術
婆
詞
、
鳩
那
羅
太
子
の
恋
、
震

旦
で
は
則
天
武
后
と
張
文
成
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
説
話
が
引
か
れ
、

「吾

が
朝
に
は
」
孝
謙
天
皇
と
道
鏡
、
業
平
と
五
条
后
あ
る
い
は

二
条

后
、
染
殿
后
と
柿
本
僧
正
、
女
三
宮
と
柏
木
な
ど
物
語
、
歴

史
に
著
名
な
男
女

の
名
が
並

ぺ
ら
れ
る
。
前
の

『
宝
物
集
』
ほ
ど

に
は
否
定
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
に
み
る
お
伽
草
子
作
品
と
同

じ
く
、
「恋

の
例
し
」
尽
く
し
の
観
が
あ
る
。
た
だ
し
建
礼
門
院

の
語

り
と
し
て
恋
愛
全
般
を

「畜
生
道

に
言
ひ
な
さ
れ
た
り
」
と

し
て

一
括
し
て
い
る
点
注
意
し
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
は
、
上
人
の
恋
を
積
極
的
に
妄
執
と
し
て
語
る

一
群
が

あ
る
。
そ
の
恋
の
た
め
に
上
人
の
姿
形
が
鬼
と
化
し
た
と
い
う
の

で
あ

る
。

『
三
国
伝
記
』
「
志
賀
寺
聖
人
恋
路
事
」
(巻
六
第
二
七
)

和

云

、

志

賀
寺

土

人

ト

云

フ
聖

ア

リ

。

京

極

ノ
御

息

所

ト

申

シ

テ
、

時

平

左

大

臣

女

、

比

叡

参

リ

シ
給

ピ

ケ

ル
道

ニ
テ

見

合

、

御

手

ヲ
ト

ラ

へ
奉

リ

テ

、

初

春

ノ

ハ

ツ
ネ

ノ

今

日

ノ

玉
箒

手

ニ

ト

ル

カ

ラ

ニ

ユ
ラ

グ

タ

マ

ノ
緒

此

ノ

歌

家

持

ノ
集

二
有

リ

、

ト

詠

ジ

テ

、

多

の

行

業

ヲ
譲

、

忽

二
紺

青

鬼

ト

成

リ

ケ

ル

コ

ソ

ヲ

ソ

ロ

シ
ケ

レ

。

(
中

世

の

文

学

)

こ
こ
で
も
時
間
の
経
過
が
不
分
明
で
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
み
ら

れ
た
自
ら
の
長
年
の
修
行
を
思
い
返
し
て
逡

巡
し
、
そ
れ
で
も
恋

し
さ
に
堪
え
き
れ
な
か

っ
た
上
人
の
姿
は
な

い
。
そ
の
思

い
を
受

け
止
め
る
御
息
所
の
押
さ
え
の
効

い
た
対
応
は
描
か
れ
る
こ
と
す

ら
な

い
。
上
人
が
恋
に
狂
う
姿
が
前
面
に
押

し
出
さ
れ
る
印
象
の

本
話
の
主
題
は
、
続
け
て
記
さ
れ
る
述
婆
伽
、
張
文
成
と
と
も
に

恋
に
身
を
失
う
例
で
あ

っ
て

「
可
恐
、
可
慎
」
と
結
ば
れ
る
の
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
恋
に
と
ら
わ
れ
る
恐
ろ
し
さ
に
あ
る
。

紺
青
鬼
説
話
は
柿
本
僧
正
と
染
殿
后

の
説
話
を
め
ぐ

っ
て
成
長

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ

る
の
は
恋
の
妄
執

で

あ
り
、
そ
の
虜
と
な

っ
て
鬼
と
化
す

る
僧

の
姿

で
あ

っ
た
。
毛
)

志
賀
寺
上
人
課
が
紺
青
鬼
説
話
の
影
響
を
受
け
る
の
は
、
恋

の
物

語
の
登
場
人
物
が
僧
と
后
と
い

っ
た
相
似
が
大
き

い
で
あ
ろ
う
が

穴
)、
そ
れ
に
加
え
て
、
上
人
諦
を
伝
え
る

人
々
が
上
人
の

「
行

業
を
譲
る
」
姿
に
何
も
か
も
投
げ
出
し
て
恋
に
没
入
し
て
い
く
様
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を

読

み

と

っ
た

か

ら

で

は

な

か

ろ

う

か

。

上

人
の
紺
青
鬼
化
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
。

『
河
海
抄
』
巻

二
十

(手
習
)
「
よ
き
女
の
す
み
給
し
所
に
す
む

つ
き

て
」
の
注
と
し
て

『
古
事
談
』
『
松
月
上
人
記
』
記
載

の
真

済

・
染
殿
后

の
紺
青
鬼
説
話
を
引
い
た
あ
と
、

此
滋
賀
上
人
朝
惣
上
人
等
如
此
例
お
ほ
し
如
何

〔九
)

(角
川
書
店

『
紫
明
抄
河
海
抄
』
)

と
記
さ
れ
、
注
釈
、
学
問
の
世
界
に
も
志
賀
寺
上
人
の
鬼
化
が
語

ら
れ

て
い
た
。

『
妻
鏡
』

志

賀

寺

の
聖

人

は

、

三

密

の
行

に

功

を

運

び

し

か

ど

も
、

一

念

の
妄

心

に

依

て
、

青

鬼

と
成

と

云

り

。
(
日

本

古

典

文

学
大

系

)

『
和

漢

朗

詠

集

和

談

抄

』

「
恋

」

一
九

二

「
我

恋

は

」

歌

の
注

釈

の

う

ち

。

彼

ノ

天

竺

ノ
述

口

伽

ハ
、

后

ヲ
恋

テ

、

ボ

ム

ラ

ト

ナ

リ

、

我

朝

ノ
上

人

モ

、

其

下

モ

エ

ヲ
志

賀

寺

ヤ

、

ヲ

モ
キ

カ

上

の

サ

ヨ
衣

、

ア

ヲ

キ

鬼

ト

ソ
成

ニ
ケ

ル

。
(一9

(
和

漢

朗

詠

集

古

注

集

成

二
)

こ
う
し
て
み
る
と
、
志
賀
寺
上
人
の
鬼
化
の
源
と
し
て
柿
本
僧

正
の
説
話
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
上
人
に
対
し
て
も
独
自
に
、
恋

の
た
め
に
身
を
変
じ
た
と
認
め
る
説
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

歌
学
書

の
中
で
『俊
頼
髄
脳
』
と
同
じ
話
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
、

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
よ
う
に
原
態
を
伝
え

る
上
人
諺
が
あ
る

一

方
で
、
歌
学
書
の
世
界
を
離
れ
た
上
人
諄
は
、
差

し
出
し
た
手
と

そ
れ
を
受
け
る
と
い
う
小
さ
な
動
作
に
込
め

ら
れ
た
高
潔
さ
と
思

い
や
り
、
あ
る
い
は
和
歌
を
通
じ
た
恋
の
昇
華
を
語
る
の
で
は
な

く
、
仏
教
の
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て

「
恋
の
断

ち
が
た
さ
、
恐
ろ
し
さ
」
、
究
極

の
姿
と
し

て
は
妄
執

の
た
め
に

鬼
と
変
ず
る
、
と
語
る
文
脈
に
乗
せ
ら
れ
る

こ
と
が
多

い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
が
連
続
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判

じ
が
た
い
が
、
登
場
人
物
二
人
の
立
場
が
僧

と
后
と
い
う
僧
俗
、

身
分
の
別
を
越
え
よ
う
と
し
た
恋

で
あ
る
こ
と
、
に
よ

っ
て
好
奇

の
目
で
捉
え
ら
れ
る

一
面
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ

う
。現

在
で
は
、お
伽
草
子
は
か

つ
て
い
わ
れ

て
い
た
よ
う
に
単
純
、

幼
稚
な
読
者
向
き
の
平
易
な
読
み
物
と
し
て

の
み
あ

っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
個
々
の
物
語
中
に
は

『
古
今
和

歌
集
』
『
伊
勢
物
語
』

な
ど
の
古
典
注
釈
と
の
連
関
を
は
じ
め
と
し

て
学
問
と
し
て
の
文

学
営
為
の
反
映
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
二
こ
志
賀
寺
上

人
諦
も
お
伽
草
子
中
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
語
る

「
恋
の
例
し
」

と
し
て
諸
処
に
散
見
す
る
。

三̂
)
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今

回
の
調
査
で
見
出
し
え
た
上
人
諄
は
決
し
て

一
様
な
あ
り
方

で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
内
で
の
必
要
に
応
じ
、
そ
の
叙
述

に
は
長
短
か
な
り
の
幅
が
あ
る
。
以
下
に
個
々
の
本
文
を
物
語
中

で
の
使
用
場
面
、
特
徴
な
ど
を
参
考
と
し
て
加
え
つ
つ
挙
げ
る
。

参
考
と
し
て
お
伽
草
子
と
の
近
さ
が
い
わ
れ
る
仮
名
草
子
の
二
作

品

(『
恨

の
介
』
『
薄
雪
物
語
』
)
も
付
し
た
。
な
お
本
文
の
掲
出

に
あ
た

っ
て
は
私
に
漢
字
、
句
読
点
、
歌
句
に

「
」
を
付
け
る
な

ど
表

記
を
改
め
た
。

②

『
秋
月
物
語
』
(室
町
時
代
物
語
大
成

一

八
)

三
条
の
御
息
所
は
、
人
の
思
ひ
を
懸
か
ら
じ
と
て
志
賀
寺
の

上
人
に
御
手
ば
か
り
を
結
び
給
ふ
と
か

や
。

中
将
か
ら
の
文
を
拒
む
愛
敬
の
君
に
愛
子
の
君
が
人
か
ら
の
好
意

を
受
け
止
め
る
こ
と
の
大
切
を
説
く
場
面
。
引
用
箇
所
の
前
に
は

小
町
零
落
の
話
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
上
人

の
恋

の
相
手
が

「
三

条
御
息
所
」
と
さ
れ
る
が
、
誤
解
、
混
乱
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。

①

『
じ
ぞ
り
弁
慶
』
(
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
六

一
八
九
)

か
の
志
賀
寺
の
上
人
の
、
京
極
の
御
息
所
を
見
奉
り
て
、
思

ひ
の
炎
に
焦
が
れ
け
ん
も
か
く
や
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。

熊
野
別
当
が
、
参
籠
す
る
二
条
大
納
言
の
姫
を
見
初
め
る
場
面
、

別
当

の
心
中
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
直
前
、
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ

た
御
簾

の
隙
間
か
ら
見
か
け
た
姫

の
姿
に

一
目
惚
れ
し
た
別
当
が

「
我

が
房
に
帰
り
て
勤
め
せ
ん
と
す
れ
ど
も
、
胸
の
炎
に
身
を
焦

が
し
、
仏
に
向
か

っ
て
大
息
を
の
み
つ
き
給
ふ
」
と
あ
り
、
我
が

身
を
上
人
の
あ
り
さ
ま
に
重
ね
て
思
う

の
で
あ
る
。
本
筋

で
あ
る

熊
野

別
当
の
心
情
を
例
え
る
た
め
に
添
え
ら
れ
た
に
す
き
ず
、
上

人
課

は
切
り

つ
め
ら
れ
た
叙
述
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
本
作
品
の

源
と

考
え
ら
れ
る

『
義
経
記
』
『
弁
慶
物
語
』
に
は
こ
の
よ
う
な

描
写

は
な
い
。

③

『
判
官
み
や
こ
は
な
し
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
十
二

三
六

五
)

京
極

の
御
息
所
は
い
か
な
れ
ば
、
志
賀
寺
の
上
人
に
情
け
を

か
け
、
御
手
ば
か
り
を
許
し
給
ふ
。

女
房
更
級
の
手
引
き
を
得
た
御
轡
司
が
鬼

一
法
眼
の
三
女
に
対

面
、
「
御
側
近
く
居
直
り

て
問
わ
ぬ
思
ひ
の
物
語
を
の
た
ま
ふ
」

場
面
。
後
に
み
る

『
浄
瑠
璃
十
二
段
』
に
も
著
名
な
次
々
と
古
今

の
恋
の
例
し
を
繰
り
出
す
、
枕
問
答
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
前
後
に
業
平
と
二
条
后

の
話
、
足
利
山
妙
天
神
の
話
が

そ
れ
ぞ
れ
語
ら
れ
る
。

④

『
み
な
つ
る
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
十

三

三
八
八
)

志
賀
寺
の
上
人
は
八
十
三
の
御
年
、
京

極
の
御
息
所
を
恋
奉

り
、
御
手
ば
か
り
を
賜
り
し
も
及
ぼ
ぬ
恋
と
承
り
候
、
昔
が
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今
に
至
る
ま
で
尽
き
せ
ぬ
物
は
恋
路
な
り
。

『
判

官
み
や
こ
ぱ
な
し
』
と
似
た
結
構
の
物
語
。
し
ん
け
い
の
末

女
皆

鶴
に
義
経
は

「
そ
れ
が
し
も
及
ば
ぬ
恋
の
物
語
、
語
り
聞
か

せ
参
ら
せ
ん
」
と
口
を
開
く
。
上
人
諄
に
は
じ
ま
り
、
以
下
に
天

竺

の
阿
閤
夫
人
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
、
業
平
と
二
条
后
、
光
源
氏
と

紫
上
、
柏
木
と
女
三
宮
、
桂
海
律
師
と
梅
若
、
小
町
と
深
草
少
将

の
故
事
を
続
け
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
上
人
の
年
齢
を
八
十
三
歳
と

す

る
が
、
同
様
の
記
述
は

『
御
茶
物
か
た
り
』
『
雀
さ
う
し
』
『
た

ま

む
し
の
さ
う
し
』
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
『
薄
雪
物
語
』
に

も

み
え
る

(
た
だ
し

『
雀
』
は
七
十
四
歳
)
。
『
俊
頼
髄
脳
』
以

来
、
修
行
七
十
年
生
年
九
十
に
及
ぷ
、
あ
る
い
は
八
十
に
あ
ま
る

と

あ
る
も
の
の
明
確
に
年
齢
を
記
し
た
も
の
は
な
い
。
直
接
本
話

と

つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
老
人
の
年
齢
と
し
て
八
十
三
歳

に
は
ひ
と

つ
の
文
学
伝
統
が
あ
る
こ
と
を
森
正
人
氏
が
指
摘
さ
れ

て

い
る
。
(―三
)
従

っ
て
こ
の
年
齢
設
定
も
そ
の
伝
統
に
準
じ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

⑤

『
大
原
御
幸
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
三

八
二
)

御

息

所

は

志

賀

寺

の

上

人

に

、

「
ま

こ

と

の
道

に

し

る

べ
せ

よ

」

と

て
、

御

手

を

与

へ
給

ひ
き

。

『
平
家
物
語
』
に
よ
る
。
前
記
と
同
じ
く
建
礼
門
院
六
道
語
り
の

う

ち
畜
生
道
の
例
え
で
あ
る
。
天
竺
の
術
婆
詞
、
鳩
那
羅
太
子
、

本

朝
で
は
孝
謙
天
皇
、
染
殿
后
、
女
三
宮
を
挙
げ
る
。
「
大
方
、

夏
虫
や
秋
の
小
鹿
、
草
む
ら
を
恨
み
、
森

の
獣
ま

で
も
、
た
だ
こ

の
道
に
迷
ひ
て
命
を
失
ふ
習
ひ
、
罪
深
く
そ
覚
ゆ
る
」
と
語
ら
れ
、

恋
を
い
ず
れ
は
身
を
滅
ぼ
す
姦
淫
の
問
題
と

し
て
否
定
的
に
捉
え

る
。

⑥

『
赤
松
五
郎
物
語
』
(室
町
時
代
物
語
大

成

一

七
)

我
が
朝
の
志
賀
寺
の
上
人
は
、
京
極
の
御
息
所
を
恋
奉
る
。

御
情
け
深
く
し
て
、
御
手
ば
か
り
を
賜

り
け
る
と
か
や
。

播
磨
国
の
赤
松
五
郎

の
見
た
夢

の
中
で
の
物

語
。
業
平
と
二
条
后

の
逢
瀬
を
み
た
五
郎
が
、
自
分
も
二
条
后
と
会

っ
て
み
た
い
と
尼

公
に
取
り
次
ぎ
を
頼
む
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。
上
人
諦
の
前
に
は

張
文
成
と
楊
貴
妃
の
話
を
引
き
、
身
分
違

い
の
恋
が
成
就
す
る
例

と
し
て
語
ら
れ
る
。

⑦

『
御
茶
物
か
た
り
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
三

八
〇
)

こ
こ
に
例

へ
の
候
そ
や
、
志
賀
寺
の
上

人
は
八
十
三
に
て
、

二
条
の
后
を
恋
さ
せ
給
ふ
と
き
、
御
手
ば
か
り
と
や
ら
ん
、

又
、
御
茶
ば
か
り
と
や
ら
ん
、
き
こ

へ
し
に
、
浜
の
真
砂
の

数
々
に
、
心
を
尽
く
し
給
ふ
と
も
、
頭

の
雪
は
春
来
れ
ど
、

ま
た
溶
け
や
ら
ぬ
心
地
し
て
、
三
途
の
胸

の
思
ひ
と
な
ら
せ

給
ふ
と
承
る
。

「
茶
と
い
う
事
は
、
ひ
き
か
え
く

て
も
、
年
寄
り
た
る
人
も
精

を

延

ぺ
、

心

を

い
さ

め

息

災

な

る

事

、

疑

ひ

な

し

。

こ

こ

に

例

へ
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の
候

そ
や

」

と

あ

っ
て

引

用

箇

所

に
続

く

。

本

文

で

は

「
ち

ゃ
」

と

「
て

」

の
洒

落

で

あ

ろ

う

が

、

そ

れ

は

措

い

て

も
老

人

の
恋

と

い
う

点

を

正

面

に
据

え

て

い

る

の

は

本

作

の
特

徴

で
あ

る
。

狂

言

『
枕

物

狂

』

で

も

シ

テ

の
老

人

が

語

る

「
恋

の

恐

ろ

し

い
物

語

」

に

上

人

諦

、

柿

本

紀

僧

正

説

話

が

挙

げ

ら

れ

る

。
二
四
)
ま

た

こ

こ

で

は

上

人

の
恋

の
相

手

を

二

条

后

と

す

る

。
『
た

ま

む

し

の

さ

う

し

』

『
恨

の

介

』

(
『
秋

月

物

語

』

は

三

条

御

息

所

)

で

も

混

同

さ

れ

て

い

る

。

二
条

后

は

業

平

と

の
恋

で
著

名

で
あ

り

、

恋

の

例

し

と

し

て
も

し
ば

し

ば

上

人

護

と

前

後

し

て

引

か

れ

る
。

本

稿

は

じ

め

に

述

べ
た

よ

う

に

、

京

極

御

息

所

も
恋

す

る
女

性

と

し

て

有

名

で

あ

り

、

そ
れ

ゆ

え

の
混

乱

か

と

思

わ

れ

る

。

⑧

『
道
成
寺
物
語
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
十

二
九
六
)

志
賀
寺
の
上
人
は
道
心
堅
固

の
聖
な
れ
ど
も
、
京
極
の
御
息

所
に
恋
慕
し
て
御
手
の
契
り
に
浮
き
名
を
流
し
。

「
そ
れ
淫
欲

の
道
ほ
ど
恐
ろ
し
き
物
は
あ
ら
じ
。
」
と
語
り
出
さ

れ
た
物
語
の
序
に
あ
た
り
、

一
角
仙
人
、
花
山
法
皇
の
説
話
に
挟

ま
れ

る
。
三
話
を
挙
げ
た
後
、
「
此
の
他
、
女
の
た
め
に
世
を
失

い
、
命
を
滅
ぼ
せ
し
人
々
、
古
、
今
ま
で
そ
の
例
し
多
き
中
に
」

と
し
て
道
成
寺
の
物
語

へ
導
入
さ
れ
る
。
花
山
法
皇
の
説
話
を
引

く
の
は

『
宝
物
集
』
に
同
じ
。
上
人
諜
は

「
浮
き
名
を
流
し
」
と

あ

っ
て
、恋

の
不
幸
を
い
う
否
定
的
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑨

『
い
そ
ざ
き
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
補

遺

一

四
二
七
)

又
、
日
本
に
て
は
、
ま
つ
志
賀
寺
の
上

人
は
御
息
所
を
恋
奉

り
、
御
手
ば
か
り
の
情
け
に
て
、
六
十
余
年
の
行
を
空
し
く

な
し
て
、
三
界
を
流
浪
し
給
ふ
。

後
妻
打
ち
の
物
語
を
語
り
終
え
た
後
、
「
世
界
の
人
は
皆
女
房
ゆ

へ
に
、
身
を
も
家
を
も
失
ふ
な
り
」
と
周
幽

王
と
褒
似
、
玄
宗
と

楊
貴
妃
、
上
人
諦
、
小
町
と
深
草
少
将
、
月
盆
経
説
話
を
引
く
。

「
⊥ハ
十
余
年
の
行
空
し
く
な
し
て
、
三
界
を

流
浪
し
給
ふ
」
と
あ

る
通
り
、
恋

の
不
幸
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
た
だ
そ
の
後
の

論
は
道
成
寺
説
話
、
業
平
色
好
み
、
西
行
の
発
心
成
仏
に
ふ
れ
て

恋
心
を
晴
ら
す
こ
と
の
大
事

へ
と
展
開
す

る
。
『
道
成
寺
物
語
』

と
同
じ
く
女
人
忌
避
観
が
底
流
す
る
。

⑩

『
横
笛
物
語
』
(影
印
室
町
物
語
集
成

第

一
輯
)

志
賀
寺
の
上
人
は
、
京
極
の
御
息
所
を
恋
ひ
奉
り
、
願
わ
く

は
妙
な
る
御
手
ば
か
り
を
賜
り
候

へ
と

、
六
十

四

年
の
行

ほ
う
を
空
し
く
な
し
て
、
三
界
流
転
し
給
ふ
も
、
無
用
の
恋

の
末
な
り
。

『横
笛
物
語
』
の
冒
頭
に
、
女
三
宮
が
柏
木
と
通
じ
て
薫
を
産
ん

だ
こ
と
に
続
け
て
記
さ
れ
る
。
『
横
笛
滝
口

の
草
子
』
諸
本
の
う

ち
、
如
上
の
女
三
宮

の
こ
と
、
上
人
諄
を
置
く
の
は
本
書

(慶
応

義
塾
図
書
館
蔵
室
町
末
期
写
本
)
の
み
で
あ

る
。
上
人
諦
の
後
、

「
見
る
恋
、
聞
く
恋
、
恨
む
恋
、
逢
ふ
て
逢
は
ぬ
恋
こ
そ
中
々
よ
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し
な

け
れ
。L
と
あ
り
、
横
笛
の
物
語
本
編
を

一
つ
の
恋
の
顛
末

の
物
語
と
読
ん
だ
事
を
明
か
し
て
い
る
。
上
人
謹
は
そ
の
折
り
に

思

い
出
さ
れ
た
、
不
幸
な
結
末
を
む
か
え
る

「
恋
の
例
し
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

⑪

『
雀
さ
う
し
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
七

一
=

七
)

我

朝

の

志
賀

寺

の
上

人

は
御

息

所

を

恋

し
ま

い

ら

せ

候

て
、

七

十

四

の
年

、

南

面

の

日

隠

し

の
際

ま

で

召

さ

れ

し

に
、

御

数

珠

を

着

、

さ

に

ま

い
ら

せ
候

、

あ

く

る
と

て

、

「
初

春

の

初

音

今

日

の
玉

箒

手

に

取

る

か

ら

に

揺

ら

ぐ

玉

の
緒

」

と

申

給

ふ

に

、

御
息

所

、

御

返

事

「
よ

し
さ

ら

ば

ま

こ
と

の
道

の

し

る

べ
し

て
我

を

誘

へ
ゆ

ら

く

玉

の
緒

」

と

あ

そ

ば

し
た

り

き

。

鳩

の
阿
閣
梨
が
雀
の
姫
愛
女
に
言

い
寄
る
場
面
、
鳩
の
語
り
。
本

作

品
に
お
い
て
懸
想
す
る
鳩
が

「
年
寄
り
」
の

「
阿
閣
梨
」
で
あ

る
と
い
う
設
定
自
体
、
志
賀
寺
上
人
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
雀

の
姫
が
鳩
を

「
広
縁
の
傍
ら
ま
で
召
し
て
、
御
簾
の
内
」

に
て
対
面
す
る
こ
と
も
同
趣
向
、
語
り
手
の
鳩
と
上
人
と
が
だ
ぶ

ら
さ
れ

て
い
る
。
「
か
か
る
道
に
迷
う
こ
と
、
我
が
身

一
つ
に
限

ら
ず

」
と
し
て
引
か
れ
る
恋
の
例
し
は
、
釈
迦
と
耶
輸
陀
羅
、
三

蔵

と
波
斯
匿
王
女
、

}
行
阿
閣
梨
と
楊
貴
妃
、
志
賀
寺
上
人
、
浄

蔵

と
染
殿
后
で
あ
る
。
二
五)
ま
た

『
ふ
く
ろ
う
』
で
も
、
直
接
上

人

護
を
述

べ
る
箇
所
は
な
い
が
、
八
十
三
歳
の
老
ふ
く
ろ
う
が
若

い
鶯

姫

に

恋

す

る

と

こ

ろ

か

ら
始

ま

っ
て

お

り

、

れ

る

。
二
六
)

影
響
が
考
え
ら

⑫

『
た
ま
む
し
の
さ
う
し
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
八

二
五
三
)

昔
、
志
賀
寺
の
上
人
は
八
十
三
の
年
、
御
息
所
を
見
初
め
給

ひ
て
よ
り
恋
と
な
り
、
御
手
を
取
り
給

ひ
て
詠
み
給
ふ
と
き

く
、
「
初
春
の
初
音

の
今
日
の
玉
箒
手

に
取
る
か
ら
に
揺
ら

ぐ
玉
の
緒
」
と
あ
そ
ば
し
、
二
条

の
后

へ
贈
り
給

へ
ば
、
や

が
て
御
返
歌
に
、
「
い
ざ
さ
ら
ば
ま
こ
と
の
道
に
し
る
べ
し

て
我
を
誘
ゑ
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」
と
か
や
あ
そ
ば
し
、

つ
い
に

一
夜
は
な
び
き
給
ふ
と
承
る

い
ほ
む
し
が
玉
虫
姫

へ
送

っ
た
恋
文
。
い
ほ
む
し
が

「
心
に
思
う

様
、
年
寄
り
と
申
、
し
か
も
入
道
様
し
て
若
き
姫
君
の
方

へ
玉
章

を
送
ら
ん
事
、
恥
ず
か
し
く
は
思

へ
ど
も
」

と
い
う
の
は

『
雀
さ

う
し
』
と
同
じ
く
、
登
場
人
物
の
設
定
自
体

が
志
賀
寺
上
人
諄
の

パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
先
行
す

る
古
典
作
品
を

さ
か
ん
に
も
ど
い
て

み
せ
る
異
類
物

の
世
界

で
あ
る
。
「
つ
い
に

一
夜
は
な
び
き
給
ふ

と
承
る
」
と
従
来
な
い
展
開
を
加
え
る
の
は
、
い
ほ
む
し
が
玉
虫

を
口
説
き
落
と
す
た
め
の
付
加
。
ま
た
御
息
所

(
後
に
は

二
条
后

と
あ
る
が
、
当
然
同

一
人
物
を
指
す
だ
ろ
う
)
返
歌

の
初
句
を

「
い

ざ
さ
ら
ば
」
と
す
る
。
こ
れ
は

『
浄
瑠
璃

十
二
段
草
紙
』
『
新
古

今
聞
書
』
『
薄
雪
物
語
』
に
同
じ

(
た
だ
し

『
薄
雪
』
は
上
人
歌

と
す
る
)。
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⑬

『
ひ
め
ゆ
り
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
十

―

三
三
七
)

又
、
志
賀
寺
の
上
人
は
京
極
の
御
息
所
を

一
目
見
て
、
あ
ら

美
し
と
ゆ
ふ
雲
の
胸
の
月
を
隠
し
、
深
夜
の
窓
の
前
に
は
灯

火
を
掲
げ
、
持
経
を
開
け
ば
し
ん
な
ら
ん
を
き
り
、
文
字
を

埋
み
、
壇
に
上
り
鈴
を
振
れ
ば
、
阿
畔

の
二
字
を
忘
れ
て
た

だ
荘
然
と
う
ち
あ
き
れ
て
御
座
し
ま
す
。
御
息
所
聞
給
ひ
、

人
の
思
ひ
を
蒙
る
は
恐
ろ
し
き
事
也
と
、
上
人
を
召
て
僅
か

に
御
簾
越
し
に
御
手
を
さ
し
出
し
給

へ
ば
、
上
人
御
手
を
取

り
、
顔
に
あ
て
て
、
「
初
春
の
初
音
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取

ば
か
り
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」
と
詠
じ
、
護
摩
の
壇
張
廃
れ
、
金

仏
苔
む
し
、
絵
像
風
に
乱
れ
、
尊
位
の
行
徳
忽
ち
に
空
し
く

な
り
侍
り
け
る
と
か
や
。
か
く
尊
き
人
だ
に
も
、
恋
路
の
因

果
は
免
れ
給
は
ず
と
こ
そ
承
れ
。

牡
丹

の
局
が
姫
百
合
に
、
智
者
上
人
も
恋
に
は
迷
う
こ
と
の
例
と

し
て
語
る
。
上
人
諺
の
前
に
は
和
泉
式
部
と
風
猛
山
土
人
の
話
を

挙
げ

る
。
御
息
所
に
恋
し
た
上
人
の
苦
悩
が
詳
細
に
描
か
れ
、
の

ち
身

を
滅
ぼ
す
こ
と
ま
で
述

べ
る
。

⑭

『
は
に
ふ
の
物
語
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
十

三
二
二
)

又
、
志
賀
寺
の
上
人
も
京
極

の
御
息
所
を
恋
参
ら
せ
て
、
人

目
も
顧
み
ず
参
り
給
ひ
け
れ
ば
、御
息
所
御
手
を
出
し
給
ふ
。

彼
上
人
、
御
手
を
取
ら
せ
給
ひ
て
額
に
当
て
て
、
よ
う
つ
を

覚
え
ず
泣
き
給
ひ
て
、
「
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」

と
い

へ
る
歌
を
詠
み
て
、
九
十
年
に
及
び
侍
り
て
候
に
、
か

ば
か
り
の
悦
侍
ら
ず
、
い
ま
は
心
に
懸

か
る
事
な
け
れ
ば
弥

陀
の
浄
土

へ
生
ま
る
べ
し
、
此
縁
を
以

て
必
導
き
参
ら
せ
ん

と
な
り
。
さ
て
こ
そ
は
、
御
息
所
の
御
返
事
に
も
、
「
よ
し

さ
ら
ば
ま
こ
と
の
道
の
し
る
べ
し
て
我
を
誘

へ
ゆ
ら
く
玉
の

緒
」
と
は
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
(…
常
陸
帯

の
事
…
)

ま
た
、
限
り
な
き
御
息
所
も
上
人
な
ど

に
さ

へ
嘆
き
を
止
め

給
ふ
ぞ
か
し
。

届
け
ら
れ
た
文
に

つ
れ
な
い
返
事
を
す
る
大
納
言

の
姫
に
弁
の
局

が
語
り
聞
か
せ
る
場
面
。
本
作
品
中
に
は
様

々
な
和
歌

の
故
事
が

引
か
れ
る
こ
と
、
前
掲
本
文
も

『
俊
頼
髄
脳

』
に
近

い
文
章
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歌
学
書
系
統

の
典
拠
に
よ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

⑮

『
愚
痴
中
将
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
四

一
一
六
)

志

賀

寺

の
上

人

は

、

京

極

の

御

息

所

を

見

奉

り

、

そ

の
悌

忘

ら

れ

で

、

御

簾

の
際

迄

参

り

、

妙

な

る

御

手

を

給

て

、

「
手

に

取

る

か

ら

に

ゆ

ら

く

玉

の

緒

」

と

詠

じ

、

「
我

を

誘

へ
」

と
宣

給

て
、

ま

こ

と

の
道

に

入

、

心

の
月

曇

り

な

く

お

は

せ

し

か

ど

も

、

情

の
道

に

は

迷

ひ

給

ふ

。

二
十
余
歳
と
な

っ
て
も
男
女
の
道
、
大
和
言
葉
を
知
ら
ぬ

「
惚
れ

人
」
三
位
中
将
に
、
そ
の
母
が
教
え
諭
す

場
面
。
「
夫
婦
の
道
」
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は
伊

弊

諾

・
伊

弊

再

に

は

じ
ま

り

、
佐

世

姫

、
宇

治

橋

姫

、
源

氏

、

業

平

、

柿

本

僧

正

と

染

殿

后

、

白

楽

天

の
詩

句

を

説

く

。

⑯

『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
(
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
御
伽
草
子

集
』
)

い
か
な
れ
ば
志
賀
寺

の
上
人
は
、
御
年
八
十
三
と
申
す
に
、

京
極
の
御
息
所
を
恋
ひ
た
て
ま

つ
り
給
ふ
。
御
息
所
は
、
あ

ま
り
に
そ
の
面
影
の
い
ぶ
せ
さ
に
、
御
年
十
七
と
申
す
に
、

御
簾
の
外
ま
で
御
出
あ
り
て
、
御
手
ば
か
り
を
奉
る
。
上
人

は
御
手
ば
か
り
を
賜
は
り
て
、

一
首

の
歌
を
ぞ
あ
そ
ば
し
け

る
。
「
初
春
の
初
音
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら

く
玉
の
緒
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
御
息
所
聞
こ
し
め
し
て
、
「
い

ざ
さ
ら
ば
真
の
道
に
し
る
べ
し
て
我
を
誘

へ
ゆ
ら
く
玉
の

緒
」
上
人
は
御
手
ば
か
り
を
賜
は
り
て
、
三
度
御
胸
に
押
し

当
て
て
、

つ
ひ
に
そ
の
恋
遂
げ
た
り
し
か
ば
、
御
息
所
は
た

だ
な
ら
ず
、
御
懐
妊
あ
り
て
、
ほ
ど
な
く
越
前
の
国
、
敦
賀

の
津
と
海
津
の
境
な
る
、
愛
発
山
に
て
御
産
の
紐
を
ぞ
解
き

給
ふ
。
か
れ
を
取
り
上
げ
見
給

へ
ば
、
面
は
六

つ
、
御
手
は

十
二
あ
り
。
も
と
は
あ
ら
し
山
と
申
せ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
は

じ
め
て
、
あ
ら
ち
山
と
そ
申
し
け
る
。
か
の
者
や
が
て
兜
率

天
に
上
が
り
給
ひ
て
、
八
十
億
劫
を
経
て
、
そ
の
後
梵
天
よ

り
天
下
り
、
敦
賀
の
津
に
、
気
比
大
菩
薩
と
現
れ
て
、
北
陸

道
を
守
護
し
給
ふ
も
、
さ
な
が
ら
恋
路
と
承
れ
。

御
曹
司
が
浄
瑠
璃
姫
に
古
今
の
恋

の
例
し
を

語

っ
て
自
ら
の
思
い

を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
口
説
く
場
面
。

二
人
が
結
ば
れ
た
と

す
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
『
浄
瑠
璃
物
語
』
諸
本
に
よ
り
上

人
諄
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
二
七
)ご
く
単
純
化
す
れ
ば
次

の
よ

う
に
な
る
。
「
八
十
三
歳

の
上
人
が
十
七
歳

の
御
息
所
に
恋
し
て

イ
結
ば
れ
、
愛
発
山
で
出
産
す
る
が
異
常
児

で
あ
り
、
ロ
の
ち
気

比
大
菩
薩
と
な
る
」
(
イ
に
上
人
が
竹
生
島

で
祈
願
と
す
る
本
が

あ
り
、

ロ
に
中
天
竺

(前
掲
で
は
兜
率
天
)
を
経
る
と
す
る
本
が

あ
る
)
。
姫
と
の
会
話
の
中
、
御
曹
司
が

「
及
ば
ぬ
恋
」

の
例
と

し
て
繰
り
出
す
説
話
は
数
多

い
が
、
こ
の
箇

所
で
は
三
蔵
と
波
斯

国
王
姫
宮
、
志
賀
寺
上
人
、
小
町
零
落
、
柏

木
と
女
三
宮
が
ひ
と

ま
と
ま
り
と
し
て
語
ら
れ
る
。

⑰

『西
行
』
(岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
室
町
物
語
集
』
上
)

我
が
朝
、
志
賀
寺
の
上
人
は
、
京
極
の
御
息
所
志
賀
寺

の
花

見
の
下
向
の
時
、
車

の
物
見
よ
り
御
息
所
の
御
姿
を
人
目
見

奉
り
、
思
ひ
に
憧
れ
、
御
車
の
返
り
給

ふ
後
に
付
き
、
そ
ら

恐
ろ
し
け
れ
ど
も
都
ま
で
御
供
申
、
中

門
に
停
み
給
ふ
。
女

房
達
、
「
如
何
な
る
人
ぞ
」
と
の
給

へ
ば
、
土
人
答

へ
て
曰

く
、
「
我
は
是
、
志
賀
寺
の
上
人
な
り

。
車

の
物
見
よ
り
御

息
所
の
御
姿
を
人
目
見
奉
、
こ
れ
ま
で
参
り
た
る
」
由
申
給

へ
ば
、
女
房
達
、
こ
の
由
申
さ
せ
給

へ
ば
、
御
息
所
聞
こ
し

召
し
、
「
さ
様
に
上
人
と
申
す
程

の
人
是
ま
で
来
り
給
ふ
事
、
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よ

く

よ

く

の

心

な

る

べ

し
。

人

の
思

ひ

程

恐

ろ

し

き

事

は

無

し

。

さ

ら

ば

、

日

隠

ま

で
呼

び

て
手

を

与

へ
て
帰

さ

ん

」

と

て
、

南

殿

の

日

隠

の
前

へ
召

さ

れ

て
御

簾

の

内

よ

り

さ

し

も

厳

し

き

手

を

出

し
給

ふ

。

「
上

人

、

是

を

御

情

と

し

給

へ
」

と

仰

け

れ

は

、

土

入

は

、

御

手

を

給

候

御
情

の
わ

り

な

さ

の

程

を

観

じ

、

涙

に

咽

び

つ

つ
、

時

し

も

春

の
初

め

な

り

け

れ

ば

、

思

ひ
連

ね

て

か

く

ば

か

り

、

「
初

春

の
初

子

の
今

日

の

玉

帯

手

に

取

る
か

ら

に

ゆ

ら

く

玉
緒

」
御

息

所

、
御

返

事

に

、

「
よ

し

さ

ら

ば

真

の
道

に

し

る

べ
し

て
我

を

誘

へ
ゆ

ら

く

玉

緒

」

と

御

返

事

あ

り

け

れ

ば

、

上

人

、

恭

御

心
ざ

し

か

な

と

思

召

、
そ

れ

よ

り

志

賀

寺

へ
帰

ら

せ
給

ひ

弥
大

道

心
起

こ

し

、

「
御

息

所

と

も

仏

に

成

し
給

へ
」

と

祈

り
給

へ
ば

、

誠

に

そ

の

報

ひ
に

や

、
御

息

所

も

有

難

く
成

仏

の
本

意

を

遂

げ
給

ふ

。

病

に
伏
す
西
行
を
そ
ら
さ
や
が
宮
中
か
ら
見
舞
い
に
来
た
場

面
、

そ
ら
さ
や

の
語
り
。
「
も
し
又
恋
と
い
ふ
心
そ
や
。
さ
も
あ

ら
ば
、
心
深
く
て
か
な
ふ
ま
じ
。
昔
も
さ
る
例
し
あ
り
」
と
語
る

恋
の
例
し
尽
く
し
の
内
。
こ
の
箇
所
が
今
回
見
出
し
た
最
も
長
大

な
上
人
諦
で
あ
る
が
、
本
作
品
が
必
ず
し
も
個
々
の
挿
入
説
話
に

筆
を
さ
く
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
引
用
箇
所
の
前
後
は
次
の
よ
う

で
あ

る
。

…

…
唐

の
玄

宗

皇

帝

の

楊

貴

妃

、

一
行

阿

閣

梨

と

名

を

取

り

給

ふ

。

一
角

仙

人

は

玉

女

に

近

づ

き

、

一
期

の
行

、

又

は

業

を

失

ふ

。
(
前

掲

、
志

賀

寺

上

人

諦

)
三

河

の
寂

照

定

基

は

、

赤
坂

の
遊
君
に
契
り
を
結
び
し
が
、
遊

君
に
別
れ
て
後
は
道

心
を
起
こ
し
、
入
唐
渡
天
を
遂
げ
、
石
橋
を
渡
り
ぬ
。
弘
法

大
師
よ
り
後
、
此
の
橋
を
渡
る
人
は
二
人
あ
り
け
り
。
柿
本

紀
僧
正
、
染
殿
后
を
恋
ひ
、
御
手
洗
川

に
寝
覚
め
し
て
、
青

き
鬼
と
成
り
給
ふ
。
:
:
:

楊
貴
妃
と

一
行
阿
閣
梨
、

↓
角
仙
人
と
玉

女
、
あ
る
い
は
寂
照

と
遊
君
、
柿
本
紀
僧
正
と
染
殿
后
な
ど
が
引

か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
説
話

の
骨
組
み
だ
け
を
記
す
叙
述
は
、
た
と
え
ば
前
節
の
『
源

平
盛
衰
記
』
に
挙
げ
た
上
人
諜

の
前
後
、
「
震
旦
に
は
、
…
…
唐

の
玄
宗
皇
帝
の
楊
貴
妃
は

一
行
阿
閣
梨
に
心
を
う

つ
し
て
、
処
口な

き
上
人
を
流
し
給
ふ
。
吾
が
朝
に
は
…
…
文

徳
天
皇
の
染
殿
后
は

清
和
帝
御
母
儀
、
太
政
大
臣
忠
仁
公
の
御
娘
な
り
。
柿
本
紀
僧
正

御
修
法
の
次
に
思
ひ
を
懸
け
奉
り
、
紺
青
鬼
と
変
じ
て
御
身
に
近

付
き
た
り
け
ん
」
と
い

っ
た
箇
所
と
似
た
態
度
で
あ

っ
て
、
『
西

行
』
に
あ

っ
て
上
人
諺
が
例
外
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
較

的
丁
寧
に
書
き
込
ま
れ
た
文
章
表
現
は
何
ら

か
の
典
拠
に
よ

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
上
人
が
発
起

し
、
御
息
所
も
成
仏

を
遂
げ
た
と
語
り
収
め
る
点
は
、
『
い
そ
ざ

き
』
に
引
か
れ
た
西

行
自
身

の
物
語
、
「
西
行
法
師
も
女
院
を
恋

奉
り
、
少
し
の
御
情

け
の
添
な
さ
に
道
心
を
起
こ
し
、
諸
国
を
巡

り
、
行
ひ
す
ま
し
て

女
院
を
も
助
け
奉
り
、
我
が
身
も
成
仏
し
け

る
と
か
や
」
と
い
う

叙
述
に
重
な
る
面
も
あ
る
。
本
筋
で
あ
る

『
西
行
』
を
中
心
と
し

て
入
籠
型
に
そ
う
い
っ
た
梗
概
化
し
た
西
行

の
物
語
の
影
響
も
あ
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る

の
か

も

し

れ

な

い
。

参
考
と
し
た
仮
名
草
子
二
作
品
は
次
に
簡
略
に
挙
げ
る
。

⑱

『
恨
の
介
』
(日
本
古
典
全
書

『
仮
名
草
子
集
』
上
)

是
は
古

へ
の
志
賀
寺
の
、
そ
の
上
人
は
い
た
づ
ら
に
二
条
の

后
を
恋
い
伏
し
て
御
手
ば
か
り
た
ま
は
る
。

恨

の
介

か

ら

姫

へ
の

口

説

き

の

手

紙

。

「
よ

し

な

き

恋

」

の

例

と

し

て
、

夏

虫

火

に

入

る

故

事

と

と

も

に

記

さ

れ

る

。

⑲

『
薄
雪
物
語
』
(
同
右
)

む

か

し

も

さ

る

例

し
あ

り

。
志

賀

寺

の
上

人

は

八

十

三

の

歳

、

京

極

の

御

息

所

を

恋

奉

り

て

、

大

内

山

に

た

た

ず

み
給

ふ

。

后

は

あ

は

れ

に

お

ぼ

し

め

し

、

御

簾

ま
近

く

召

さ

れ

つ

つ
、

瑠

璃

を

の

べ
た

る
御

手

ば

か

り

を

さ

し
出

し
給

ふ

。

上

人

炭

の
折

れ

の

や

う

な

る
御

手

ば

か

り

に

て
、
后

の
御

手

を

取

り

、

額

に

押

し

あ

て

引

き

て

一
首

、

「
い
ざ

さ

ら

ば

ま

こ

と

の

道

の

し

る

べ
し

て
我

を

誘

へ
ゆ

ら

く

玉

の
緒

」

と

あ

そ

ば

し

た

る
と

申

候

ま

ま

、

…

…

薄

雪
か
ら
男

へ
の
拒
否
の
手
紙
。
本
来
御
息
所
の
歌
を
上
人
の
詠

と
し
、
別
れ
の
歌
と
読

み
替
え
て
い
る
。

以
上
、
志
賀
寺
上
人
の
恋
と
い
う
同

一
の
素
材
な
が
ら
、
叙
述

方

法
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
て
い
た
。
概
し
て

一
編

の
物
語
を
立

ち
上
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
よ
り
も
、
ほ
ん
の

一
瞬
で
も
想
起
さ
れ

れ
ば
用
を
果
た
す

一
片
の
知
識
と
し
て
の
あ

り
方
の
方
が
要
請
さ

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り

も
、
恋
の
物
語
と
し
て
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
、
正
反
対
と

い

え
る
両
方
の
文
脈
に
乗
せ
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
。

で
は
志
賀
寺
上
人
謹
と
同
じ
く

「恋

の
例

し
」
に
挙
げ
ら
れ
る

他
の
説
話
の
状
況
は
ど
う
か
。
い
ま
柏
木
と
女
三
宮
、
柿
本
紀
僧

正
と
染
殿
后
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
み
る

(本
文
は
略
す
が
上
人

鐸
と
同
程
度
に
簡
略
な
描
写
で
あ
る
)
。
二
八
)
柏
木
と
女
三
宮

の

場
合
、

一
目
惚
れ
の
例
、
秘
め
た
恋
の
例
、
恋
に
身
を
失
う
例
に

挙
け
ら
れ
、
拠
り
所
で
あ
る

『
源
氏
物
語
』

の
世
界
そ
の
ま
ま
の

反
映
で
あ
る
。
ま
た
柿
本
紀
僧
正
と
染
殿
后

の
場
合
は
、
僧
の
恋
、

紺
青
鬼
説
話
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
ち
ら
も
原
話
か

ら
の
離
れ
具
合
、
読
み
の
転
換
は
み
ら
れ
な

い
。
お
そ
ら
く
源
で

あ
る
物
語
の
拘
束
力
の
強
さ
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
展
開
の

な
い
分
、
こ
れ
ら
の
説
話
が
引
用
さ
れ
る
文

脈
も
志
賀
寺
上
人
諦

ほ
ど
の
幅
を
も
た
な
い
。

四

で
は
個
々
の
作
品
に
描
か
れ
る
上
人
諺
を

そ
の
構
成
要
素
に
分

析
し
、
そ
の
語
ら
れ
る
文
脈
、
上
人
諺
に
要
請
さ
れ
た
意
義
を
確

認
し
て
み
た
い
。
次
の
項
目
を
立
て
て
試
み

る
。

is



A

1
外
出
す
る
御
息
所

2
御
息
所
を
見
初
め
る
上
人

3
御
息
所
を
訪
ね
る
上
人

B

上
人
に
手
を
取
ら
せ
る
御
息
所

C

上
人
の
歌
句

D

御
息
所
の
歌
句

E

後
日
談

(
上
人
が
御
息
所
に
恋
す
る
描
写
は
A
2
と
し
た
。
E
は
上
人
が

満
足
帰
参
し
て
以
降
の
展
開
と
み
ら
れ
る
も
の
。
多
少
の
差
は
生

じ
る
か
と
思
う
が
、
本
文
の
叙
述
に
沿

っ
た
も
の
で
あ
る
。
)

さ

て
表

(次
頁
)
に
ま
と
め
る
と
、
お
伽
草
子
作
品
に
お
い
て

求
め
ら
れ
た
志
賀
寺
上
人
諺
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
上
人
と
御
息
所
の
出
会
い
、
再
会

(A
1
、
A
3
)
や
和

歌
の
贈
答
の
描
写

(
C

・
D
)
の
取
捨
は
自
由
で
あ

っ
て
、
必
須

の
項

目
と
し
て
は
、
御
息
所
に
恋
す
る
上
人
の
姿

(
A
2
)
と
そ

の
上
人
の
思
い
に
対
し
て
手
を
取
ら
せ
る
御
息
所
の
行
為

(B
)

で
あ

っ
た
。
後
日
談

(E
)
を
付
す
る
の
は
語
り
手
の
意
図
し
た

文
脈
に
沿
わ
せ
る
た
め
の
読
み
の
方
向
指
示
で
あ
る
。

上
人

・
御
息
所
の
歌
句
に
こ
だ
わ
ら
な
い
引
用
が
半
数
に
及
ぶ

と
い
う
の
は
、
本
話
が

「初
春
の
」
歌
に
対
す
る
注
釈
説
話
の
位

置
か
ら
は
離
れ
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(五

ま
た
表
の
下
段
に
示
し
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
語
り
の
中
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
こ
で
誰
が
語
る
の
か
、
そ
の
語
り

手
に
よ

っ
て
土
人
諌
の
用
い
ら
れ
る
意
義
に
あ
る
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
「
恋

の
例
し
」
だ
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
語

り
手
が
男
の
場
合
、
相
手
は
女
で
上
人
謹
は

「
口
説
く
」
た
め
、

自
分
に
都
合
が
よ
い
例
-
恋
の
成
就
し
た
例

し
ー
と
し
て
使
わ
れ

る
。
反
対
に
語
り
手
が
女
の
場
合
、
相
手
は

必
ず
し
も
男
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
相
手
が
男
の
場
合
は

「
恋

の
先
例
」
を
教
え
、

相
手
が
女
の
場
合
は
先
例
を
教
え
る
こ
と
に
加
え
、
そ
の
聞
き
手

が
迷
う
恋
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
勧
め
る
理

由
の

―
つ
と
し
て
用

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
文
中

の
上
人
諦
に
つ
い
て
、
前
に

「
一
編
の
物
語
」
よ
り
も

「
】
片
の
知
識
」
と
し
て
の
あ
り
方
と
述
べ
た
。
表
に
戻

っ
て
、

後
日
談

(
E
)
は
上
人
謹
引
用
者
の
主
張
で
あ
る
か
ら
除
い
て
、

あ
ら
た
め
て
そ
こ
に
記
さ
れ
た
物
語
を
見
直

す
と

『横
笛
物
語
』

『
雀
さ
う
し
』
の
間
に
そ
の
構
成
要
素
の
多

寡
か
ら

一
線
を
画
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う

(
も
ち
ろ
ん
今

の
考
察

に
限

っ
て
の
便
宜
的

な
操
作
で
あ
る
)。

大
ま
か
に
そ
の
傾
向
を
み
る
と
、
後
半
グ

ル
ー
プ
で
は
歌
句
が

記
さ
れ
る
。
ま
た
全
体
に
叙
述
が
長
く
な

っ
て
お
り
、
上
人
は
恋

し
、
御
息
所
は
ど
う
対
処
し
た
か
、
と
双
方

の
行
為
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
前
半
の
グ
ル
ー
プ
は
、
二
人
の
名
と
そ
の
間
に

交
わ
さ
れ
た

一
つ
の
行
為
を
ほ
ぼ

一
文
で
描

き
き
る
。
偶
然
の
出

会
い
か
ら
思
い
に
堪
え
き
れ
ず
参
内
す
る
ま

で
の
経
過
は
す
で
に

物
語
の
中
に
解
消
さ
れ
て
当
然
の
前
提
と
な

っ
て
お
り
、
上
人
か

ら
御
息
所

へ
の
恋
が
そ
の
ま
ま
に
投
げ
出
さ

れ
る
。
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作
品

じ
ぞ
り
弁
慶

秋
月
物
語

判
官
み
や
こ
ぱ
な
し

み
な

つ
る

大
原
御
幸

赤
松
五
郎
物
語

御
茶
物
か
た
り

道
成
寺
物
語

い
そ
ざ
き

横
笛
物
語

雀
さ
う
し

た
ま
む
し
の
さ
う
し

ひ
め
ゆ
り

は
に
ふ
の
物
語

愚
痴
中
将

浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙

西
行

恨
の
介

薄
雪
物
語

〉
一

○

鳶.・

 

○000000000000○ ○

〉
ω

○00000

 

0

bσ
000000000000000・ ・

O0000000

 

△

∪○・ ・0000

 

△

団○ ○ ○・ ・…

物
語
の
場

〈文
脈
〉

熊
野
別
当
心
中
語

愛
子
か
ら
愛
敬

へ
の
語
り

〈諭
し
〉

義
経
か
ら
姫

へ
の
語
り

〈
口
説
き
〉

義
経
か
ら
み
な

つ
る

へ
の
語
り

〈
口
説
き
〉

建
礼
門
院

の
六
道
語
り

〈
内
省
〉

五
郎
か
ら
尼
公

へ
の
語
り

〈
口
説
き
伝
言
〉

茶
の
効
用

〈
延
命
〉

序

・
物
語

へ
の
導
入

践

・
物
語
後
の
評
語

序

・
物
語

へ
の
導
入

鳩
か
ら
雀

へ
の
語
り

〈
口
説
き
〉

い
ほ
む
し
か
ら
玉
虫

へ
の
恋
文

〈
口
説
き

〉

牡
丹
局
か
ら
姫
百
合

へ
の
語
り

〈
諭
し
〉

弁
の
局
か
ら
姫

へ
の
語
り

〈
諭
し
〉

母
か
ら
中
将

へ
の
語
り

〈
諭
し
〉

義
経
か
ら
姫

へ
の
語
り

〈
口
説
き
〉

そ
ら
さ
や
か
ら
西
行

へ
の
語
り

〈
諭
し
〉

恨
の
介
か
ら
姫

へ
の
手
紙

〈
口
説
き
〉

薄
雪
か
ら
男

へ
の
手
紙

〈拒
絶
〉

(
『
秋

月

』

の

△

は

「
人

の

思

ひ

を

懸

か

ら

じ
」

を

上

人

の
恋

と

解

し

た

も

の
)

(
『
薄

雪

』

の

△
は

「
い
ざ

さ

ら

ば

」

歌

を

上

人

歌

と

す

る

こ

と

に

よ

る

)
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否
定
的
な
意
義
を
も

っ
て
上
人
諜
を
用
い
て
い
る

『
道
成
寺
物

語
』
『
い
そ
ざ
き
』
『
横
笛
物
語
』
と
、
『
み
な

つ
る
』
『
赤
松
』

な
ど
逆
に
我
が
恋
の
成
就
を
願

っ
て
語
ら
れ
る
場
合
も
同
じ
よ
う

に
要
素
の
少
な
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す
。
そ
れ
は
語
ら
れ
る

}
説
話

を
良
否
の
な
い
条
目
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
表
現
内
容
を
そ
き
落
と

し
て

こ
そ
可
能
な
の
で
あ
り
、
出
来
上
が

っ
た
説
話
の
意
味
の
可

変
性
を
存
分
に
生
か
し
た
利
用
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ

し

て
物

語

は

、

『
秋

月

』

「
御

息

所

は

…

…

御

手

ば

か

り

を

結

び

給

ふ

」
、

『
判

官

』

「
京

極

の
御

息

所

は

…

…

御

手

ば

か

り

を

許

し

給

ふ

」
、

あ

る

い

は

『
道

成

寺

』

「
志

賀

寺

の

上

人

は

…

…

恋

慕

し

て

…

…

浮

き

名

を

流

し

」

『
い
そ

ざ

き

』

「
志

賀

寺

の

上

人

は

…

…

恋

奉

り

…

…

三

界

を

流

浪

し

給

ふ

」

な

ど

の

よ

う

に

、

上

人

か

御

息

所

か

、

ど

ち

ら

か

一
方

に

重

心

を

置

い

て

の
語

り

を

構

え

る
。

特

に

御

息

所

を

中

心

と

し

て
語

っ
て

い

る

場

合

、

上

人

諌

を

引

用

す

る

作

品

に

お

い

て

、

「
だ

か

ら

あ

な

た

も

私

に

(
あ

の
方

に

)

心

を

開

い

て

…

…

」

と

い
う

わ

け

で
あ

る

。

上

人

謹

の

中

で

の
主

体

的

な

行

為

者

を

変

更

す

る

こ
と

で
、

語

り

手

が

本

話

を

使

用

す

る
意

図

を

明

確

に

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

 
つ
の

事

柄

し

か

述

べ
ら

れ

て

い
な

い

こ
と

、

そ

う

し

た

物

語

叙

述

の
変

化

の
中

で
取

り

こ
ぼ

さ

れ

て

い

っ
た

も

の

は

多

い
だ

ろ

う

。

出

会

い

の

場

面

や

上

人

の
容

姿

が

そ

れ

で
あ

り

、

心

理

描

写

も

そ

の

】
つ
で

あ

る

。

『
ひ

め

ゆ

り

』

に

こ

そ

A

2

か

ら

A

3

に

う

つ
る
間

の
描

写

は

詳

し

い

(
そ

れ

は

続

く

退

廃

へ
の
序

と

な

る

)

が
、
そ
れ
以
外
で
は
上
人
の
苦
悩
は
ほ
と
ん

ど
顧

み
ら
れ
ず
、
御

息
所
が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
驚
き
も
描
か
れ
る

こ
と
は
な
い
。
二
人

の
心
理
描
写
が
省
略
さ
れ
た
物
語
の
展
開
は
単
線
的
で
あ
る
。

こ

こ

で

お

伽

草

子

作

品

以

外

で

の
上

人

潭

の
構

成

を

確

認

し

て

お

く

と

、

『
俊

頼

髄

脳

』

が

A

1

～

D

を

備

え

て

い

る

の

は

当

然

と

し

て
、

『
と

は
ず

が

た

り

』

11

(
A

2

)
・
D

『
宝

物

集

』

11
A

1

・
A

2

・
(
A

3

)
・
B

・
C

『
源

平

盛

衰

記

』

11
A

1

・
A

2

・
B

・
D

『
三

国

伝

記
』

11
A

1

・
A

2

・
B

・
C

・
E

な

ど

と

な

り

、

御

息

所

の
外

出

か

ら

語

り
起

こ
す

点

に

特

徴

が

あ

る

が

、
組

み

立

て

・
文

章

表

現

は

、

後

半

グ

ル
ー

プ

の
お

伽

草

子

中

で

の

あ

り

方

と

ほ

と

ん

ど

変

わ

ら

な

い

。

歌

学

書

が

『
俊

頼

髄

脳

』

に

依

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

つ

つ
同

話

を

始

め

る

の

に

対

し

て
、

如

上

の
作

品

で

は

す

で

に
知

識

と

し

て

の
利

用

に

傾

い

て

い

た

と

い
え

る
だ

ろ
う

。

た

だ

し

、

そ

こ

に

は

上

人

諜

の
方

向

を

決

定

す

る

「
行

業

を

譲

る

」

の

一
句

が

加

え

ら

れ

て

の

も

の

で

あ

っ

た

。お
伽
草
子
に
川
い
ら
れ
る
上
人
諌
で
は
、
そ
れ
以
前
の
物
語
中

で
読
み
の
分
岐
点
と
な

っ
た

「
行
業
を
譲
る
」
と
い
う
語
句
を
も

つ
も
の
は

「
例
も
な
い
。
そ
れ
は
本
説
話
の
捉
え
方
が
異
な

っ
て

い
る
こ
と
を
示
す
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
お
伽
草
子
中

の

上
人
諏
は
、あ
く
ま
で
骨
組
み
だ
け
が
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
読
者
の
前
に
は
そ
の
上
人
謳
を
語
る
男
女
の

恋
愛

の
物
語
が
展
開
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
る
上
人

謹

は
例
証
の

一
つ
、
や
は
り
傍
流
で
し
か
な

い
。
こ
の
点
、
『
宝

物
集
』
な
ど
の
作
品
も
上
人
諜
を
先
例
に
持
ち
出
す
こ
と
に
変
わ

り

は
な

い
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
上
人
諄
が
恋
す
る

・
さ
れ
る
二

人

の
問
で
は
な
く
、
語
り
手
の
主
張

(多
く
は
仏
教
者
と
し
て
ふ

さ

わ
し
い
態
度
か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
言
辞
)
を
連
ね
る
文
脈
中
に

あ

る
こ
と
が
大
き
く
異
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
御
息
所
は
訪
ね
て
き
た
上
人
の
容
姿
に
驚

き

、
そ
の
申
し
出
に
従

っ
て
手
を
差
し
出
し
た
。
お
伽
草
子
で
は

そ

の
間
の
描
写
を
省
筆
す
る
。
そ
し
て
御
息
所
が
手
を
差
し
出
す

に
あ
た

っ
て
は
別
の
理
由
を
用
意
し
て
い
る
。
心
理
描
写
を
削
り

条

目
化
す
る
叙
述
の
中

で
、
そ
れ
で
も
わ
ず
か
に
御
息
所
の
心
の

動
き
に
ふ
れ
る
と
き
、
「
人
の
思

い
は
恐
ろ
し
い
」
意
の
句
を
加

え

て
い
る
の
で
あ
る
。

前

掲

本

文

で

は

『
秋

月

物

語

』

(
「
人

の

思

ひ

を

懸

か

ら

じ

と

て

」
)

『
ひ
め

ゆ

り

』

(
「
人

の
思

ひ

を

蒙

る
は

恐

ろ

し

き

事

也

」
)

『
西

行

』

(
「
人

の

思

ひ
程

恐

ろ

し

き

事

は

無

し

」
)

で

御

息

所

が

上

人

へ
の
対

処

を

ど

う

す

る
か

と

い

う

こ
と

に

、
判

断

基

準

と

し

て

思

い
起

こ

し

て

い
る

。

ま

た

『
た

ま

む

し

の

さ

う

し

』

で
は

い

ほ

む

し

が

恋

文

に

、

自

分

と

の
交

際

の
利

点

と

し

て

「
一
は

御

利

益

、

二
に

は

人

の

思

ひ

を

懸

か

り

候

て
は

末

の

世

の

障

り

と

な

る

べ

し

」

と

綴

り

、

『
は

に

ふ

の
物

語

』

で

は

弁

の

局

が

姫

に

諭

す

別

の
箇

所

に

「
人

の
思

ひ

の

積

も

る

行

末

恐

ろ

し

さ

よ

」
と

語

る

。

『
ひ

め

ゆ

り

』

で
は

前

掲

上

人

諄

の
後

、

人

間

と

動

物

が

契

り

を

結

ぶ

こ

と

も

「
前

世

の
報

い
」

で

あ

り

、

「
い

は

ん

や

人

間

に

を

ひ

て

さ

の

み
思

ひ
を

蒙

る

こ
と

罪

深

し

」
と

も

い

う

。
さ

ら

に

『
秋

月
物

語

』

で
は

「
恋

を

受

け

ぬ

は

鬼

、

物

狂

い

と

な

る

」

と

の
句

も

み

え

る
。

別

に

、

『
を

こ

ぜ

』

の

お

こ

ぜ

姫

に

恋

し

た

山

の

神

の

文

に

あ

る

「
思

ひ

の
末

の

残

り

な

ば

、

君

が

身

の
上

い
か

に

せ

ん

。

せ

め

て
手

ふ

れ

し

し

る

し

と

て
、

御

返

事

給

は

ら

ば

、

御

う

れ

し
く

あ

る

べ
し

」
、

『
鴉

鷺

物

語

』

の

「
返

歌

せ

ぬ

は

七

生

舌

な

し

」

と

い

っ
た

表

現

も

、

人

を

恋

う

思

い

の
強

さ

、

そ

の

人

か

ら

懸

け

ら

れ

た

思

い
を

邪

樫

に

す

る

報

い
を

い

う

も

の

で
あ

っ
て

、

一
脈

通

じ

る

も

の
が

あ

ろ

う

。
三
S

恋

し

た

人

が

心

中

穏

や

か

で

な

い

の

と

同

様

に

、

そ

の
思

い

を

懸

け

ら

れ

た

方

も

大

変

な

の

で

あ

る

。

こ
れ
ら
は
お
伽
草
子
を
生
み
出
し
育
て
た
中
世
末
か
ら
近
世
初

期
の
時
代
、
社
会
の
人
々
に
よ
る
付
加
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
お
伽
草
子
で
は
公
家

の
恋

愛
だ
け
で
な
く
、
神

仏
か
ら
動
物
、
植
物
、
昆
虫
に
い
た
る
ま
で
、
命
あ
る
も
の
そ
れ

ぞ
れ
の
恋
愛
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
物
語
に
仕

立
て
ら
れ
る
。
ま
た

個
々
の
本
文
で
土
人
諜
の
前
後
に
記
さ
れ
る
説
話
を
挙
げ
た
が
、

そ
れ
は
お
伽
草
子
作
品
を
享
受
し
た
人
々
が

様
々
な
恋

の
物
語
を

知

っ
て
い
た
こ
と
の
証
で
も
あ
る
。

恋
が
人
に
及
ぼ
す
影
響
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
大
き
さ
に
対
す
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る

認

識

が

あ

る

。

こ

こ
に

「
行

業

を

譲

る
」

土

人

の

一
方

的

な

恋

の
物

語

か

ら

、

恋

を

す

る

・
さ

れ

る
男

女

双

方

に

関

わ

る

「
人

の

思

い
」

を

い
か

が

す

る

か

と

い
う

物

語

へ
の
展

開

が

認

め

ら

れ

る

の
で

は

な

か

ろ

う

か

。

以

上

、

ま

だ

ま

だ
遺

漏

が

あ

る

だ

ろ

う

し

、

今

後

の

検

討

に

残

さ

れ

る
部

分

も

あ

る
が

、

ひ

と

ま

ず

は

、

志

賀

寺

上

人
説

話

が

、

中

世

末

か

ら

近

世

初

期

の

時

代

の

表

現

を

ま

と

い

な

が

ら

、

「
恋

の
例

し

」

の

代

表

の

一
つ
と

し

て

の
姿

を

み

せ

て

い

る

こ
と

を

確

認

し

て
お

き

た

い
。

〈
注

〉

(
}
)
国
会

図
書
館

本

『
和
漢

朗

詠
注
』

(
和
漢

朗
詠
集
古

注
集

成

二
)

「
子
日

」

の
項

に

引
か

れ

る
志
賀

寺
上

人

諺

で
は
、

京
極

御
息

所
を

「
天

下

]
美
人

ニ
テ
」

と
形
容

す
る
。

(
二
)
志

賀

寺
上

人
護

に
ふ

れ

る
歌

学
書

、

注
釈

書

(
主
と

し

て
近
世

以
前

)
と
し

て
次

の
作

品
を
確

認
し
た

。

『
俊

頼
髄
脳

』
・
『
和
歌
童

蒙
抄
』
巻

二

「
子
日

」
項

・
『
古
来

風
体

抄
』

(
初

撰
本

・
再

撰
本

)
「
初
春

の
」
歌

注

・
『
和
歌

色
葉

』

四
七

「
初

春

の
」
歌

注

・
『
八

雲
御

抄
』

巻

四

「
初
春

の
」
歌

注

・
『
歌

林
良

材

抄

』

下

「
玉
は

、
き
事

」
・
『
藻

塩
草

』
巻

 
七

「
蕃

」
・
『
釣
舟
』

「
初

春

の
」
歌
注

・
『
伊
勢

物
語
集

注
』

―
段

(
古
歌

を
も

っ
て
詠

む

こ
と

)

・
『
和

漢
朗
詠
集

和
談
妙

』
「
恋

」

一
九

二
歌
注

・
国
会

図
書

館
本

『
和

漢

朗
詠
注

』
子

[口
項

(
三

)
『
七
人
付

宗
祇

判
詞

』

(
連
歌

貴

重
文

献
資

料
集

成

)

で
は

「
恋

に
な

く
さ

む
老

の
哀

さ
」

に

対
し

て

日
与
が

「
人
毎

に

ゆ
ら

く

玉

の

緒
暮
待

て
」

と
付

し
、
「
老

の
哀

さ
と

云
所
折

角
を

よ
く
と

れ

り

こ

Σ

に
ゆ

ら
く
と
を
き

た
る
寄
特

な
り

」
と
判

じ
ら

れ
て

い
る
。

ま

た
、

恋
や

子

日
と

は
直

結

し
な

い
が

、
正

徹
は

『
草
根

集
』

に

志
賀
寺
上

人
課

に
基
づ
く
歌

を
多

く
残

し
て

い
る
。

し
が

の
山

こ

こ
や
聖

の
あ

と
な

ら

む
霞

に

ゆ
ら

く

玉

の
を
や

な
ぎ

(
一
〇

〇

一
・
古
郷

春

)

手

に

と
ら
ぬ

初

音

の
け
ふ

の
郭

公

こ
れ

に

も

又
や

ゆ
ら

く

玉

の
を

(
二

=
二
四

・
初
郭

公
)

跡

ぞ
な

き

ゆ
ら

く
玉

の
を

年
を

へ
て
浪

の
み

こ
ゆ

る
志

が

の
古

寺

(
八
七

二
五

・
古
寺

)

他

に
も

二

=

三
二
、

一
〇

二
五

六
、

一
〇

二
五
七

な

ど
が

数

え

ら
れ

る
。と

こ
ろ

で

『
万

葉
集

』
巻

二
十

「
雑
歌

」

に
収

め

ら
れ

る
大

伴

家

持

の

「
初

春

の
」

歌

(
四

五

}
七
)

は

、
正

月
内

裏

の
宴

に

て
詠

ま

れ
た

も

の
で
あ
り
、
賀

の
歌

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、
「
初

春

の
」
歌

を

本
歌

と

し
て
詠

ま

れ
た
歌

に

は

『
堀

河
百

首
』

の
仲

実

「
玉
ば

は

き

春

の
は

つ
ね

に
手
折
り

も

て
玉

の
を

長

く
さ
か

ゆ

べ
ら
な

り
」

(
二
三

・
子
臼

)
や

『
正
治

初
度

百

首
』

の
源
通

親

「
た
ま

ば

は
き

千

と

せ

の
春

を

い
は

ひ
て
も

子
日

の
ま

つ
は
あ

た
り

は
ら

は
ん

」
(
五

〇
八

・

春

)、

俊
成

「
た
ま

は
ば
き

は

つ
ね

の
松

に

と
り

そ

へ
て
君
を

ぞ

い
は

ふ
し
つ

の

こ
や
ま

で
」
(
一
一
〇

七

・
春

)
な

ど

の
よ
う

に
賀

、
子

日
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を
詠
ん

だ
も

の
が

}
方

に
は
あ

る
。

(
四
)
歌

学
書

に
伝

え

ら
れ

る
志
賀

寺
上

人
説

話

で

『
俊
頼

髄

脳
』

に

な

い
文

句

が
加
え

ら
れ

る
の
は
、
『
袖
中
抄

』

の
こ

の
箇
所

だ
け

と
思

わ

れ

る
。
他

作

品
で

の
あ

り
方

と
比
較

す

る
場

合

に

は
注
意

す

べ
き

点

だ
ろ
う
。

こ
の

「
譲

る
」
と

い
う
語

に

つ
い
て
は

口
頭
発

表
時

に
先

生
方

か

ら
ご
意
見

を
い
た
だ

い
た
。

こ
こ
に

い
う

「
譲

る
」
と

は

『
袖
中
抄

』

に

い
う

「
廻
向
」

す

る
と

い
う
意

味

に
近

く
、
「
譲

る
」

こ
と

で
上
人

の
積
年

の
行

業

が
な

く
な

っ
て
し

ま
う

の
で
は

な
く

、

そ
れ
が

ま

た

上
人
自
身

の
徳
を
高

め

る
行

為
で
も
あ

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

本

来
的

に
は

そ
う

で
あ

ろ
う

し
、
『
俊

頼
髄
脳

』

の
互

い
に

「
弥

陀

の

浄
土

」

へ
と
約

束
さ

れ

た
時
点

で
の
語

り
も

そ
こ
か

ら
外

れ

て
は

い

な

い
と
思

う
。

し
か

し
、

以
下
本

論

の
中

で

み
る

よ
う

に
、
本

話

が

次
第
に

「
僧
と

恋
」
と

い
う
観
点

か
ら
語

ら
れ
出
す

よ
う
に

な
る
と
、

上

人
像
が

純
粋

、
清

廉

な
姿

か

ら
愛
欲

の
為

に
何

も
か

も
投
げ

出

し

て

し
ま
う

、
破

戒

、
堕
落

の
僧

へ
と
ず

れ

て
い
く

向
き

も
あ

る

の
で

は
な

い
か

と
考

え

る
。

し
た
が

っ
て

い
ま
読

む

『
宝

物
集

』

の

「
ゆ

づ
」

る
を
献

身

的

に
で

は
な

く
、

む

し
ろ
私

欲

の
た
め

に

「
他
事

一

切
を
顧

み
る

こ
と
な
く
投

げ
だ

し
与

え
る
」
と
解
す

る
わ

け
で
あ

る
。

物
語
が

伝

え

ら
れ

て

い
く
な

か

で
微
妙
な

心

の
交
渉

を
描

き
き

れ

、

か

つ
受

け
止

め
き

れ

て
い
た

で
あ

ろ
う
か

。

し
ば

し
ば
柿

本
僧

正
説

話
と

並

置
さ

れ
る
志

賀
寺

上

人

の
姿

(
以
下

に
み

る
列
挙

説
話

の
中

で
は

も
ち
ろ

ん
、
『
楊
鴫
暁
筆

』
巻

=
二

「
怨

念
」

に
は

「
六
京
極
御

息

所
」
「
七
柿
本

紀
僧

正
」
と
あ
り
、
『
そ
し
り
草

』
で
も

「
六

真
済

」

「
七

朝
観

」
と
あ

る
。
『
と

は
ず

が

た
り

』
に

つ
い
て
は
保

留

)
が
、

両

話

と
も

「
僧

と
恋

」

と

い
う

に

と
ど

ま
ら
ず

、
次

第

に
恋

に
迷

っ

た
僧
と
見

な
さ
れ

て
い
く

の
を
証
し

て

い
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か

。

高

僧

と

そ

の
心

を
受

け

入
れ

た
貴
女

の
節

度
あ

る
応

対

を
語

る
姿

勢

が
、

か

つ
て
は

あ

っ
た

こ
と

を
認

め
な
が

ら

も
、

こ
こ

で
は
志

賀
寺

上

人

に
、

情
欲

の
虜

と

な

っ
た
先

例
と

し

て

の
姿

を

認
め

た

い
よ

う

に
思
う
。

そ
の
極

端
な

例
が
、
作
品
自
体

の
姿
勢

の
問
題

も
あ

る
が

、

『
そ
し
り

草
』

で
上

人
を

「
悪

僧

」
、
御

息

所
を

「
淫

婦
」
、

さ
ら

に

は

二
人

の
交
渉

を

「
手

を
取

か
は

せ
し

計

に
は
あ

る

ま
じ

」

と
す

る

記
述

に
表

れ

て

い
る

の
で
は

な
か

ろ
う

か

。
発
表

時

に
は

資
料

・
時

間
的

に

説
明

を

尽
く

せ
な

か

っ
た
と

こ

ろ
が
あ

る
が

、

こ

こ
に
再

考

し

た
と

こ
ろ
を

記
し
、

ご
叱

正
を
請

い
た

い
。

(
五
)
志
賀

は

『
古

今
集

』
紀
貫

之
歌

(
一

一
五
)
「
志

賀

の
山
越

え
に

女

の
多

く
会

へ
り
け

る
に

詠

み
て

つ
か
は

し

け

る

梓

弓
春

の
山

辺

を

越
え

く

れ
ば

道
も

さ
り

あ

へ
ず
花

ぞ
散

り

け

る
」

以
来
桜

の
名

所

と

し
て
知

ら

れ

る
。
ま

た
上

人
と

御
息

所

の
出

会

い

の
場

に

つ
い

て

梁

瀬

一
雄
氏

は

「
志
賀

寺
ー

俊
頼

口
伝
集

・
宝

物
集

・
源

平
盛

衰
記

・
太

平

記
、

比
叡
―

三
国
伝

記
、

北

野
-

枕
物

狂
」

の
三

分
類

を

示

さ
れ

た

(
「
狂
言

『
枕
物

狂
』

の

一
考
察
i

志

賀
寺
上

人
と

紀
僧

正
」

『
説
話
文
学

研
究
』
所

収
)
。
さ

ら
に
い
ま

『
延

慶
本
平

家
物
語

』
「
日

吉
詣

給
ケ

ル

ニ
」
、

『
新

古
今

聞
書

』

(
東
常

縁

)
「
志

賀

の
花

御
覧

に

お

は
し

ま
し

し
」
、
国
会

図
書

館

本

『
和
漢

朗
詠

注
』

「
志

賀

寺

へ
詣
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リ
給
タ

リ
シ
」

の
例
を
加

え

る
こ
と

が

で
き

る
。

(
六
)

ま
た

『
延
慶
本

平
家
物
語
』

に
も

同
様

の
描

写
が
あ

る
。

「
亭

子

ノ
院

ノ

の
女
御
京

極
御

息

所

ハ
、
時

平

ノ
大
臣

ノ
女

也
、

日
吉

詣
給

ケ

ル

ニ
、
志
賀

寺

聖
人

心

ヲ
奉

テ
懸

、
今
生

之

行
業

ヲ
奉
譲

シ

カ

バ
、
哀

ヲ
懸
給

テ
御
手

ヲ
タ

ビ
、
「
実

ノ
道

ノ
指
南

セ
ヨ
」

ト

ス
サ

マ
セ
給
キ

。
」

(勉

誠
社
)

(
七

)
神

野

志
隆

光

「
紺
青
鬼

孜
i

特

に
真
済

を
め

ぐ

っ
て
ー

」
(
『
国

語

と
国
文

学
』
昭

和
四

八

・

一
)
、
稲

垣
泰

一

「
高
僧

破
戒
謳

の
二

つ

の
形
-

真
済

・
志

賀
寺

上
人

・
久

米

仙
人

・
湛
慶

・
浄

蔵

諦
を

通

し

て
ー

(
『
金

城
学
院

大
学
論
集

国
文

学
編
』

昭
和

四
八

・
一
二

)
)
、
小

峯

和
明

「
怨

霊
か

ら
愛

の
亡

者

へ
f

位

争

い
伝
承

の
変

転
」

(
『
説

話

の
森
』

所

収
)
、
等

参
照
。

(
八
)
『
拾
遺
往

生
伝
』
中

一

「
大

法
師

浄
蔵
」

に
は
染

殿
后
と

金
峯
山

上

人

、

柿
本

紀
僧

正

の
関
係

と

同

じ
く
、

京
極

御
息

所
が
浄

蔵

の
護

法
に

よ

っ
て
病

平
癒
を

え
た
と

い
う
説

話
を
伝
え

る
。

(
九

)
近

世

の
志
賀

寺
上

人
謳

(
『
艶
道

通
鑑

』

(
日
本

思
想

大
系

『
近

世

色
道

論
』
)

の
補
注

参
照

)
で
は

上
人
を

「
朝
勧

」
(
『
艶

道
通
鑑

』

『
広

益

俗
説

弁
』
)

「
朝

観
」

(
『
そ
し
り

草
』
)
、
「
朝
寛

」

(
『
夢
想

兵

衛

胡

蝶
物

語
』
)
と

す

る
も

の
が
あ

る

が
、
『
河
海

抄
』

に

い
う

「
朝

惣

上
人

」
を
上

の

「
滋
賀
上
人

」

の
名

と

解
す

る
こ
と
が

で
き

れ
ば
、

上

人

の
名

を
付

し
た
最
も

早
い
例

と
い
え

る
。

(
一
〇
)

朗
詠

注
中

の
上

人
諏

と

い
う

こ
と

で
は
、

黒
田

彰
氏

は
見

聞

系

朗
詠

注

に

み
え

る
上
人

護
か

ら
宝

物
集

と

の
関
連

、

ま
た
注

釈
世

界

の
広

が
り

を
示
さ

れ
た

(
「
注
釈

中

世
注

釈
史

の

一
班
ー

見
聞

系

朗
詠
注

に

つ
い
て
」
『
説

話

の
講
座

』
3

所
収

)
。

(
〕

}
)
個

々

の
作
品

に

つ
い

て
の
論

考

は
、

そ

の

一
々
に

ふ

れ
え

な

い
ほ
ど

の
数

に
上

る
が

、

一
括
的

な

論
考

と

し

て
石
川

透

「
室

町

時

代
物

語
に
お

け

る

『
伊
勢

物
語
』

享
受

」
「
室

町
時

代
物
語

に

お
け

る

『
古

今

和
歌
集

』

享
受

L

(
『
室

町
文

学

纂
集

』

一

・
二
)

が
あ

る

。

(
 
二
)
注

七

に
挙
げ

た

三
氏

の
論

考

の
他

、
志

賀
寺

上

人
説

話

に

つ

い
て
お

伽
草

子
作

品
を

も
含

め
た

先

行
研

究

に
次

の
も

の
が
あ

る

。

片
桐

厚

子

「
志
賀

寺
上

人
説

話
が

後

世
文

芸

に
与
え

た

影
響

に

つ
い

て

」
(『
立
教
大
学

日
本
文
学

』
昭

和
五

二

・

一
二
)
、
米

沢
美
佐

「
『
薄

雪
物

語
』

に

み
ら

れ
る
志

賀
寺

上

人
説

話

を
め

ぐ

っ
て

」

(
『
中

世

近

世
文

学
研
究

』
昭
和
五

四

・
一
)

(
一
三

)
森

正
人

「
場

の
物
語

・
無

名

草
子

」

(
『
中
世

文
学

』

二
七

昭
和

五
七

・
一
〇

)。

(
一
四

)

一
方
謡

曲

の
中

で
は

『
恋
重

荷

』

と

の
関
連

が
考

え

ら
れ

る

も

の

の
、
志

賀
寺

上
人
を

直
接

の
題
材

と

し
た
曲

は
な

く
、
『
氷
室
』

の
詞
章

に

「
手
に
取

る
か

ら
に
揺

ら
ぐ

玉

の
、
翁
さ

び
た

る
山
陰

の

」

と
あ

る
程

度

で
あ

る

(
前
掲

注
六

梁
瀬
論
文

)
。

(
一
五

)
石

川
透

「
室
町

物
語

の
成

立

背
景
ー

『
雀

さ
う

し
』

の
成

立

i

」

(
『
國

學
院
雑
誌
』

平
成

三

・
一
)
、

前
掲
注

七
小
峯

論
文

に
も
言

及
あ
り

。

(
一
六

)
『
ふ

く
ろ
う
』

と
上

人
諌

の
関
連

は
、
市

古
貞

次

「
艶

書

小
説

の
考

察
」

(
『
中
世

小
説
と

そ

の
周

辺
』

所
収

)
に
指
摘
が

あ

る
。
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(
一
七

)
『
浄

瑠
璃
物
語
』

諸
本

は
森
武

之
助

『
浄
瑠
璃
物

語
研
究
』

参

照

。

(
一
八
)
私
見

で
は

「
恋

の
例

し
」
と
し
て
は
業

平
と

二
条

后
が
最
多

、

次

い
で
多

い
の
が
志

賀

寺
上

人
と

思
う

。
柏
木

と
女

三
宮

は

『
猿

源

氏
草
紙

』
『
花
子
も

の
ぐ

る
ひ
』
『
四
十

二
の
物
あ
ら

そ
ひ
』
『
鴉
鷺

合

戦
物

語
』

『
高

野
物

語
』

『
朝

顔

の
露
』
『
浄

瑠
璃
十

二
段

草
紙
』

『
大

原
御

幸

』
『
み
な

つ
る

』
、

紀
僧

正
と
染

殿
后

は

『
浄

瑠
璃

十

二
段

草

紙
』
『
雀
さ
う

し
』
『
愚
痴

中
将
』
『
大
原
御
幸

』
『
西
行
』
『
是
害
房

絵
』

『
善

界
坊
絵
詞

』
な
ど

を
参
照
。

(
―
九
)
同
時

代

の
歌
学
書

『
歌
林
良
材

抄
b
(
↓
条

兼
良

)
『
釣
舟
』
(
室

町
末

期
)

で
も

条
目
化

が
み
え

る
。

『
歌
林
良

材
抄
』
「
又
能
因
法

師

の
大
納

言
経

信
卿
と
語
り

け
る
説

云
、

京

極

の
御
息

所
を

志
賀

寺

の
老
法

師
恋

奉
り

て

見
参
申

し

け
る

。
御

息

所

の
御
手

を
給

て
、

此
歌

を
詠

じ
侍

と

い

へ
り

。
」

(
日
本

歌
学

大

系

)
『
釣
舟
』

「
京
極

の
御
息

所
を
志

賀
寺

の
上
人
恋

ま
し

ま
し

て
、
御

息

所

の
御
手

を
取
り

て
詠

ま
れ
け

る
歌
と
な

ん
申
侍

け
り

」
(
続
群

書
類

従

)

(
二
〇
)
他

に
も
同
様

の
表
現

と
し
て
次

の
例
も
挙

げ
ら
れ

る
。

『
横

笛
物
語

』
「
…
…
さ

れ
ば
小
野

小
町
は

、
人

の
思

ひ

の
末

と
を
り
、

後

に
は

あ
さ

ま
し
き

身

と
な

り
た

る
よ

し
う

け
給

は

る
。
殊

更
わ

り

な

き
は

、
此

恋

の
道
と

こ

そ
申
し
侍

る

。
」

(
日
本

古
典

文
学

大
系

)

『
鼠

の
草

子
』
「
小
⊥ハ
、

申
け

る
は
、
人

の
方
よ
り
文

を
え

て
返
事

せ

ぬ
三 人

○ は
五'
 来

世
に

て
は

深
き

と
承
り

候
L

(室
町
時
代
物
語
大
成
十

(
付

記

)
本
稿

は
、

関
西

軍
記

物
語

研
究

会
第

三
十

七

回
例
会

(
平
成

十

一
年

十

二
月
十

二
日

・
京

都
女

子
大

学

)

で
の
発

表
を

も

と

に

成

り
ま

す
。

席
上

貴
重

な
ご
意

見

を

下
さ

い
ま

し
た

先
生

方

に
感

謝

い
た
し
ま
す

。

(
し
ば
た

よ
し
な

り

・
博

士
後
期

課
程

)
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