
『宇

治

拾

遺

物

語
』
の

特

色

、-

1
巻

一
・
巻

五

の
説
話

を
中

心

に
ー

荻

原

美

津

子

は
じ
め
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
納

め
ら
れ

て
い
る
説
話

に
は
、
,他
書

に
同
話
が
発

見

さ
れ

て
い
る
も

の
が

か
な
り
あ

る
。
他
書
と

の
伝
承
関
係
を

一
覧

表

に

し

た

(注
1
)

「
説
話
目
録
」

に
よ
れ
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』

に
八
十
三
話
、
『
古
本
説
話

集
』

に
二
十

二
話
、
『
古
事
談
』

に
十
九
話

の
同
文
的
な
同
話
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
他

に
も
、
幾

つ
か

の
文
献

に
同
話
や
類
話
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
現
在

、

他
書

に
同
話
が
発
見
さ
れ
て

い
る
説
話

は
百
九
十
七
話
中
百
四
十

三

話

で

あ

る
。

こ
れ

に
対
し
、
数

は
少
な

い
が
、
残

る
五
十
四
話

の
説
話

に
は
、
他
書

に

　

見
る

こ
と

の
で
き
な

い
、
素
朴

で
、
親
し
み
や
す

い
内
容

の
も
の
が
多

い
。

本
論
文

で
は
、
後

者

の
説
話
を
中
心
に

『宇
治

拾
遺
物

語
』
の

特

色

を

探

り
、

こ
の
書
が
如
何
な
る
説
話
集

で
あ

る

の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て

ゆ
き
た

い
。

な
お
、
考
察

に
入
る
前

に
、

『
宇
治
拾
遺
物
語

』
と
こ
れ
と
多
く

の
同
話

を

持

つ
先
行
説
話
集
と

の
関

係
に

つ
い
て
記
し
て
お
く

。
ま
ず
、
『
今
昔
物
語
集
』

と

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
関
係

で
あ

る
が
、
両
書
が
親
子
関
係

に
あ
る
と

い
う

考

え
方

は
、
現
在

で
は
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
、
と
も

に

『
宇
治
大
納
言
物

語
』

(注
2
)

を
祖

本
に
し
た
兄
弟
関
係

に
あ

る
と

い
う

の
が
通
説
と
な

っ
て

い
る
。

『
古
本

説
話
集

』
と
の
関
係
も
、

こ
れ
と
同
様
、

『
宇
治
大
納
言
物
語
』
を
祖
本

に
し

(注
3
)

た
兄

弟
関
係

で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し
、

『
古
事
談
』
と

『
宇
治
拾
遺
物

語
』

は

(注
4
)

親
子

関
係

に
あ

る
と
言

わ
れ

て
い
る
。
さ
ら

に
、

こ
の
二
書

は
成
立
年
代

が
近

い
た
め
、
当
時
、
巷
間

に
流
布

し
て
い
た
話
な
ど
を
、
両
書

の
編
者
が
別

々
に

採
録

し
た
と

い
う

こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、

『
古
事

談
』
と
は
親

子
関
係

に
あ
り
、
か

つ
口
承
を

ふ
ま
え
た
兄
弟
関
係

に
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
伝
承
関
係

に
つ
い
て

は
、

こ
う
し
た
通
説

に
従

い
、
以

下

の
論
を
進

め
て
ゆ
く
。

一

冒

頭

句

に

つ

い

て

『
今
昔
物
語
集
』

で
は
全
て

の
説

話

の
冒
頭
句

が

「今

は
昔
」

に
統

一
さ
れ

て

い
る
が
、

こ
れ

に
対
し
、

『
宇
治

拾
遺
物
語

』
の
説
話

に
は
種

々
の
冒
頭
句

V
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が
見
ら
れ

る
。

「
今

は
昔
」

八
十

三
話

「
こ
れ
も
今

は
昔
」

六
十

五
話

「
昔
」

三
十

三
話

「
こ
れ
も
昔
」

三
話

「
こ
の
近
く

の
こ
と
な
る
べ
し
」

一
話

そ

の
他

(
直
接
書
き
出
し
た
も

の
)

十

二
話

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

で
は
、
こ
う
し
た
種

々
の
冒
頭
句

を
持

つ
説
話
が
、

一
見

し

た
と

こ
ろ
雑
然
と
並
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
冒
頭
句

の
使

い
分
け

に

は
、
何
か
意
味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
そ

れ
ぞ
れ

の
冒
頭
句

の
分
布
状
態
を
調
べ
て
み
た
。
以
下
、
特

徴
的
な
箇
所

を
挙
げ

て
み
る
。

(注

5
)

の(の(の(の(の(

巻

・

話

巻

一
第

十

一
話

～
巻

一
第

十
五
話

巻
二
第
六
話

～
巻
三
第

一
話

巻
三
第
八
話

～
巻
三
第
十
一
話

巻
四
第

九
話

～
巻

四
第

十
七
話

・

巻
五
第
四
話

～
巻
六
第

一
話

冒

頭

句

こ
れ
も
今

は
昔

昔今
は
昔

こ
れ
も
今

は
昔

こ
れ
も
今
は
昔

内

容

全
て

笑
い
話

英
雄
説
話
を
中
心
に

種
々
の
内
容

全
て

和
歌
説
話

主
に

霊
異
譚

主
に

笑
い
話

D(幻(ω(D(

巻
六
第
二
話

～
巻
六
第
八
話

巻
十
第
五
話

～
巻
十
第
十
話

巻
十
二
第
十
話
～

巻
十
二
第
二
十
二
話

巻

十
三
第

十

一
話

・～
巻
十

三
第
十

四
話

今

は
昔

・

今
は
昔

今
は
昔

今
は
昔

主
に

霊
異
譚

主
に

霊
異
譚

和
歌
説
話
と

倫
理
説
話

全
て

霊
異
譚

こ
う
し
て
み
る
と
、
同

一
の
冒
頭
句

は
あ

る
程
度
連
続
し
て

い
る

こ
と
、
そ

の
内
容
も

同

一
の
も

の
が
多

い
と

い
う

こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら

に
、

こ
れ
ら

は

そ
の
伝
承
関
係
も
同

じ
で
あ

る
こ
と
が
多

い
。
例
え
ぽ
、
㈲
と

㈹
は

「
こ
れ
も

今

は
昔
」

で
始

ま
る
説
話
だ
が
、

こ
れ
ら

の
ほ
と

ん
ど

は
、
現
在
、
他
書

に
同

話
が
発
見

さ
れ

て
い
な

い
も

の
で
あ

る
。
⑥
も
同
じ
く
、

「
こ
れ
も
今
は
昔
」

と
い
う
冒
頭
句

を
持

つ
説
話

で
あ

る
が
、

こ
ち
ら

は

『
古
事
談
』

に

同

話

が

発
見

さ
れ

て
い
る
も

の
が
多

い
。

㈲
の
説
話

は
全

て

『
古
本
説
話
集
』
に
、
ま

た
、
ω

の
説
話

は
全

て

『
今
昔
物
語
集
』

に
同
話
が
見
ら
れ
る
。

以

上
の
よ
う

に
、
同

一
の
冒
頭
句

に
よ

っ
て
始
ま
る
説
話
は
、
内
容

的
に
も

伝
承
的

に
も
共
通

し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ

こ
に

は

一
定

の
規

則
が
あ
る
よ

う

に
思
え

る
。
そ

こ
で
、

こ
の

一
定

の
規
則
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら

(注
6
)

の
冒
頭
句

と

「
説
話
目
録
」

に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
伝
承
関
係

の

一
覧
表

と
を
組

み
合

わ
せ
て
考
察
を
行
な

っ
て
み
た
。
そ

の
結

果
、
次

の
ω
か
ら
㊥

の
四
点
が

明
ら

か
に
な

っ
た
。

ω

『
古
本
説
話
集
』

に
同
文
的
な
同
話
が
見
ら
れ
る

二
十

二
話

の
説

話

の

う
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ち
、
巻
七
第
四
話
と
巻
十
五
第
六
話
を
除

い
た

二
十
話
は
、

「
今

は
昔
」

と

い
う
冒
頭
句

を
持

つ
。
内
容
か
ら
見

る
と
、
そ

の
約
半
数

に
あ
た
る
九
話
ま

で
が
和
歌
説
話

で
あ

る
。
(『
古
本
説
話
集
』
と

『
宇
治
拾
遺
物

語
』

に
共
通

す

る
説
話

に
和
歌
説
話
が
多

い
の
は
、
上
巻

に
和
歌
を
中
心
と
し
た
説
話
を

多

く
集

め
て
い
る

『
古
本
説
話
集
』

の
性
格

に
よ

る
も

の
と
思
わ
れ
る
)
。

⑭

『
今
昔
物
語
集
』

に
同
文
的
な
同
話
が
見
ら
れ

る
八
十
三
話

の

説

話

の

う

ち
、
そ

の
半
数
近
く
が

「
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持
ち
、
次

い
で
「
昔
」

と

い
う
冒
頭
句
が

三
割
近
く
を
占

め
て
い
る
。
内
容
的

に
は
種

々
の
話

が
あ

る
。
た
だ

し
、

こ
の
中

で

「
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
説
話
に
、
巻
十
三

第

四
話

「
亀

を
買

ひ
て
放

つ
事
」

の
よ
う
な
昔
話
風

の
話
が
含

ま
れ
て

い
る

こ
と
は
注
目

し
た
い
o

の

『
古
事
談
』

に
同
文
的
な
同
話
が
見
ら
れ

る
十
九

の
説
話

の
う
ち
、
そ

の
八

割
近
く
が

「
こ
れ
も
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
。

こ
れ

は

前

述

の

「
今

は
昔
」
・
「
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
説
話

に
比
べ
、
主
人
公
が
時
代

的

に
新

し
い
人
物

で
あ

る
こ
と
が
多
く
、

『
宇
治
拾
遺
物

語
』

の
編
纂

さ
れ

た
時
期

に
近

い
頃

の
話

で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

ω
他
書

に
同
話
が
発
見

さ
れ

て
い
な

い
五
十
四
話

の
説
話

の
う
ち
、
半
数

の
二

十

七
話
が

「
こ
れ
も
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
。
内
容

的
に
は

口
誦

的
な
笑

い
話
が
多

い
。

こ
れ
も
の
と
同
様
、
主
人
公
が
時
代

的
に
新

し
い
人

物

で
あ

る
こ
と
が
多

い
。

こ
れ

に
比
べ
て
、
数

は
少
な

い
が
、

「
昔
」
.
「
こ

れ
も
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
説
話
も
あ
る
。

こ
の
中

に
は
巻

一
第

三
話

「
鬼

に
瘤
取
ら
る
る
事
」
や
巻
九
第

八
話

「
博
打
聟

入

の
事
」

と
い

っ
た
口

誦
的
な
昔
話
風

の
話
が
含
ま
れ
て

い
る
。

以
上

の
こ
乏
か
ら
、
冒
頭
旬
と
伝
承
関
係

の
間

に
は
、
次

の
よ
う
な
規
則
が

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
.

①
ω

・
⑭
よ
り
、
『宇
治
大
納

言
物

語
』
を
祖

本
と

し
て
い
る
説
話

に
は
、
「
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
も

の
が
多

い
。

②
⑭

・
ω
よ
り
、

口
誦
的
な
昔
話
風

の
説
話

に
は
、

「
昔
」
ま

た
は

「
こ
れ
も

昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
も

の
が
多

い
。

③
の

・
◎
よ
り
、
時
代

的

に
新
し

い
説
話

や

口
誦
的
な
説
話

(
こ
れ

は
②

に
お

け
る

口
誦
的
な
昔
話
風

の
説
話

よ
り
時
代

的
に
新

し
い
も

の
)

に
は
、

「
こ

れ
も
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
も

の
が
多

い
。

こ
の
う
ち
、
①
に
含
ま
れ
る
説
話

は
祖
本

の
特
色

を
受
け
継

い
で
い
る
可
能
性

が
非
常

に
強

い
た
め
、

『
宇
治
拾
遺
物
語

』

の
特
色

を
探

る
の
に
は
適
当

で
な

い
。
ま
た
、
②

は
数
が
少
な

い
の
で
、
参
考

程
度

に
留

ま
ら
ざ

る
を
得
な

い
。

こ
れ
ら

に
対
し
、
③
に
含

ま
れ
る
説
話

の
う
ち
、
現
在
、
他
書

に
同
話
が
発
見

さ
れ
て

い
な

い
二
十
七
話
が

、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
独
自

の
説
話
と

し
て
、
そ

の
特
色
を
最
も
顕
著

に
表
わ
す
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
二
十
七
話

の
説
話

は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
全
十
五
巻

に
お
い
て
次

の

よ
う
に
分
布

し
て

い
る
。

巻

一
↓

八
話

、
巻
二
↓
○
話
、
巻

三
↓

二
話
、
巻

四
↓

一
話
、
巻
五
↓

八
話
、

巻

六
↓
○
話
、
巻

七
↓

一
話
、
巻

八
↓

二
話
、
巻
九
↓
○
話
、
巻
十
↓
○
話
、

巻

十

一
↓

二
話
、
巻

十
二
↓
○
話
、
巻
十

三
↓
○
話
、
巻
十
四
↓

二
話
、
巻

十
五
↓

一
話

(計

二
十
七
話
)

(注
7
)

、
こ
う
し
て
見

る
と
、
巻

一
と
巻
五

に
各

々
八
謡
ず

つ
と
、

こ
の
二
巻
に
集
中

し

て

い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ

こ
で
、
次

の
項

で
は
、
他
書

に
同
話

が

見

ら

れ

ず
、

「
こ
れ
も
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句
を
持

つ
説
話

の
う
ち
、
特

に
、

巻

一

と
巻

五
に
収
載
さ
れ

て
い
る
説
話
を
基

に
し
て
、

『
宇
治

拾
遺
物
語

』

の
特
色

を
明
ら

か
に
し
て
ゆ

こ
う
と
思
う
。
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二

巻

一
・
巻
五
の
説
話
か
ら

巻

一
第

二
話

「
丹
波
国
篠
村
平
茸
生

ふ
る
事
」

で
は
、
不
浄
説
法

を
し
た
僧

は
平
茸

に
生
ま
れ
変
わ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
不
浄

説
法

と

い
う

の
は
、
も

ち
ろ

ん
僧
と
し

て
許
さ
れ
ぬ
行
為
で
あ
る
が
、

こ

の
話

に
は
、
そ
れ

に
対
す

る
強

い

否
定
や
仏
教
的
な
戒

め
の
態

度
と

い
う
も

の
が

ほ
と
ん
ど
感

じ
ら
れ
な

い
。

「編

者
は
、

こ
う
し
た
僧
に
あ

る
ま
じ
き
行
為

と
い
う
も

の
を
.
ど

の
よ
う

に
捉
え

て

い
る

の
だ
ろ
う
か
。
以

下
、
僧
を
主
人
公
と

し
た
説
話
を
基

に
、

こ
の
点

に

つ
い
て
考

え
て
み
よ
う

。

巻

一
第

五
話

「
随
求
陀
羅
尼
額

に
籠
む

る
法
師

の
事
」
、

続
く
巻

一
第
六
話

「
中
納

言
師
時
法
師

の
玉
茎
検
知

の
事
」

は
、

い
ず
れ
も

「
い
か
さ
ま
僧
」
が

主
人
公
で
あ

る
。
両
話

と
も
主
人
公
が
物

々
し

い
格
好
を
し

て
登
場
し
、
人

々

を
だ
ま
す
と

い
う
形
を
と

っ
て
い
る
が
、

こ
れ

は

「
尊
き
僧
」

に

見

せ

か

げ

て
、
多
く

の
喜
捨

に
預

ろ
う
と
す
る

た
め
の
演
出

で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼

ら
は

い
か
に
も
真

面
目
く
さ

っ
た
顔

で
、

「
額

の
傷

は
随
求
陀
羅
尼
を
籠

め
た
時

の

も

の
だ
」

(「
随
求
陀
羅
尼
額

に
籠
む

る
法
師

の
事
」
)
と
か
、
「
煩
悩
を
断
ち
切

る
た
め
自
分
自
身

の

一
物

を
切
り
取

っ
た
の
だ
」
(
「
中
納
言
師
時
法
師

の
玉
茎

検

知

の
事
」
)

と
い
う
嘘

を

つ
い
て
お
り
、

こ
れ

は
僧
と
し

て
誠

に
許
し
が
た

い
行
為

で
あ

る
。
し
か
し
、
編
者

は
こ
の
僧

の
行
為
を
否
定
す
る
わ
け

で
も
な

く
、
説
話

の
結

び
に
教
訓
的
な
言
葉
も
付
け

て
は
い
な

い
。

「
こ
う

い

っ
た
こ

と
を
仕

出
か
す
奴
も
世

の
中

に
は
い
る
ん
だ
よ
。
ま

っ
た
く
あ
ぎ
れ
て
し
ま
う

ね
」

と
い

っ
た
寛
容
な
態
度

で
主
人
公
を
見

つ
め
て

い
る

の
で
あ
る
。

だ
ま
さ

れ

た
人

々
も
怒

る
の
で
は
な
く
、
あ
ま
り

の
馬
鹿
馬
鹿

し
さ

に
、
思

わ
ず
笑

い

出

し
て
し
ま

っ
て

い
る
。

こ
の
人

々
の
朗
ら
か
な
笑

い
声

は
、

そ

の
ま
ま
編
者

自
身

の
笑

い
声

で
も
あ
り
、
困

っ
た

こ
と
を
仕
出
か

し
た
主
人

公
を
見

つ
め
る

編
者

の
姿
勢

を
象
徴

し
た
も

の
と
言
え

よ
う
。

こ
こ
に
、
編
者

の
ほ

の
ぼ

の
と

し
た
、
暖

か
な
人
柄
が
感

じ
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
僧

に
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
し
て
お

い
て
、

そ

の
化

け

の
皮

を

剥

さ
れ

て
も
、
な
お
、
平
気

で
い
る
と

い
う
ず
う
ず
う
し

い

「
い
か
さ
ま
僧
」

も

い
る
が
、
巻

一
第
十

一
話

「
源
大
納
言
雅
俊

一
生
不
犯

の
鐘
打

た

せ

た

る

事
」

の
主
人
公

の
よ
う

に
、
自

分
が
僧

で
あ

る
こ
と
と
人
間

で
あ

る
こ
と

の
間

に
は
さ
ま
り
、
苦
し
む
小

心
者

の
僧

も

い
た
。
こ
の
僧

は

「
い
か
さ

ま
僧
」

の

場
合
と
は
異
な
り
、
自
分
自
身

で

「
か
は

つ
る
み
」
を

し
て
い
る

こ
と
を
告
白

し

て
人

々
の
笑
わ
れ
者
と
な

っ
た
た
め
に
、

む
し
ろ
哀

れ
な
感

じ

さ

え

受

け

る
。
編
老
は
こ
こ
で
、
厳

し
い
戒
律

の
中

に
あ

っ
て
俗
人
的
行
為
を
捨

て
切
れ

な

い
僧

の
苦
し
み
を
、

「
「
悪

い
事
だ
」
と
決

め

つ
け

た
り

は
し
な

い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
そ

の
正
直
す
ぎ

る
僧

の
態
度

に
好
感
さ
え
持

っ
て
い
る

よ
う

に
思
わ

れ
る
。
こ
こ
に
、
弱

い
人
間

を
見

つ
め
る
編
者

の
寛
容
な
態
度
が
表
わ
れ

て
い

る
。

こ
の
説
話
も

ま
た
、

人

々
.の
笑

い
声

の
中

で
幕
が
降

ろ
さ
れ
、
教
訓
的
な

言
葉
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

(注
8
)

以
上

の
説
話
は
、
全
て
民
間
笑
話

と
思

わ
れ

る
話

で
あ

る
が
、

こ
れ
ら

は
庶

民
性
に
志
向

し
た
新

興
仏
教
が
、
時
代

の
転
換
期

に
お
い
て
台
頭
し

て
き

た
結

果
、
文

学

の
世
界

に
登
場
し
た
も

の
で
あ

る
。
こ
う
し

た
話
を

口
語
り

に
よ
り

聞

き
知

っ
た
編
者

は
、

「
ま

っ
た
く
あ
き
れ

た
僧
も

い
た
も

の
だ
な
」
と
苦
笑

し
な
が

ら
、

こ

の
作

品
に
書
き
留

め
た
の
だ

ろ
う
。
そ

こ
に
は
、
既
成

の
概
念

な
ど
に
は
囚

わ
れ
な

い
編
者

の
人
間
把
握

の
態
度
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ど

の

説
話
も
多
く

の
会
話
文
を
用

い
る
こ
と

に
よ
り
、
事
件
や
主
人
公

の
心
理
を
巧

み
に
表
現

し
、
親

し
み
や
す

い
文
章

に
仕
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

僧

で
さ
え
、

こ
れ

ほ
ど

「
性

に
係
わ
る
事
件
」
が
多

い
の
だ
か
ら
、

ま
し
て

一
般

の
人

々
の
問

に
、

こ
う
し

た
事
件
が
起
き
な

い
は
ず
が
な

い
。
巻

一
第

十

}24「



四
話

「
小
藤
太
聟
に
お
ど
さ
れ
た
る
事
」

は
、
そ

の
代
表
的
な
作
品
と

い

っ
て

よ
か
ろ
う
。

こ
の
話

で
最
も
注
目
す
べ
き

こ
と

は
、
男
性

の

「
あ

の
物

」
に
関
す

る
写
実

的
な
描
写

で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
、
前
掲

の

「中

納
言
師
時
法

師

の
玉
茎
検
知

の
事
」

に
も
言
え

る
こ
と

で
あ
る
。

○
さ

て
小
侍

の
十

二
三
ば
か
り
な
る
が
あ
る
を
召
し
出
で
て
、

「
あ

の
法
師

の
股

の
上
を
、
手
を
広
げ

て
上
げ
下

し
さ
す
れ
」
と

の
た
ま

へ
ぽ
、

そ

の

ま

ま
に
、

ふ
く
ら
か
な
る
手
し

て
、
上
げ
下
し
さ
す
る
。

(中

略
)
あ

や

に
く

に
さ
す
り
伏

せ
け
る
程

に
、
毛

の
中
よ
り
松

茸

の
大

き
や
か
な
る
物

(注
9
)

の

の
ふ
ら

ふ
ら
と
出

で
来

て
、
腹

に
す

は
す

は
と
打
ち

つ
け
た
り
。

鎚(

(「
中
納
言
師
時
法
師

の
玉
茎
検
知

の
事
」
)

○
衣

を
ぽ
顔

に
被
き
な
が
ら
、
あ

の
物
を
か
き
出
し
て
、
腹

を
そ
ら
し
て
、

け

し
け

し
と
起

し
け
れ
ば

(
後
略
)
跚

(「
小
藤
太
聟

に
お
ど
さ
れ
た
る
事
」
)

こ
う

い

っ
た

「
あ

の
物
」

に
関
す
る
写
実
的
な
表
現
は
、

こ
れ
ま

で
の
王
朝

文

学

の
そ
れ
と

は
趣
き
を
異

に
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
他

に
も
、
巻
五
第

十

一

話

「
仲
胤
僧
都
地
主
権
現
説
法

の
事
」

に
お
い
て
、

犬
は
人
の
糞
を
食
ひ
養

を
ま
る
な
り
・
姻碑

と

い
う
表
現

が
あ

る
が
、

こ
の

「
糞

」
と

い
う
言
葉
も

王
朝
文
学

で
は
使
わ
れ

な

い
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
、
時
代

の
流
れ

に
伴
う
文
学

の
移
り
変
わ
り
が

見
ら
れ
る
。

「
小
藤
太
聟

に
お
ど
さ
れ
た
る
事

」
に
続
く
巻

一
第

十
五
話

「
大
童
子
鮭
盗

み
た
る
事
」
も
性

に
ま

つ
わ
る
説
話
で
あ

る
。
こ
れ

は
、
鮭

を
盗

ん
で
懐

に
入

れ

た
盗
賊
が
、

こ
の
鮭
を
運
ぶ
人
夫
頭
に
見

つ
か

っ
て
し
ま
い
、
着
物

の
前

を

無
理
矢
理

に
開
か
れ
た
時

に
、

あ

は
れ
、
も

つ
た
い
な
き
主
か
な
。

こ
が
や
う
に
裸

に
な
し
て
あ

さ
ら

ん

に
は
、

い
か
な
渇
女
御
、
后
な
り
と
も
、
腰

に
鮭

の

=

一尺
な
き
や
う
は

あ

り
な

ん
や
。
珈く

と
、
「鮭
」
に

「
裂
」
を
掛
け

た
駄
洒
落
を
言

い
放

っ
た
と

い
う
話

で
あ
る
。
政

治

的
に
不
安
定
な
時
期
だ

っ
た
だ
け

に
、
現
実

の
社
会

で
は
盗
賊
な
ど
が
多

く

は
び
こ

っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。

こ
の
説
話

は
、
そ
う

い

っ
た
盗
賊
を
主
入
公
に

し
た
話

で
は
あ

る
が
、
そ

こ
に
は
暗
さ

は
な
く
、
む
し

ろ
馬
鹿
げ
た
洒
落

に
よ

っ
て
人

々
の
笑

い
を
呼
び
起

こ
し
て
い
る
憎

め
な

い
盗
賊

の
姿
が
描
か
れ
て

い

る
。

こ
こ
に
、
編

者
の
人
間
把
握

に
お
け

る
基
本
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
会
話
文

を
多
く
使
用
す

る
こ
と

に
よ
り
、
主

人
公

の
性
格
や
心

の
動

き
を
よ
く
表

わ
し
て
い
る
点
も
注
目

さ
れ

る
。
例
え
ば
、
人
夫
頭
か
ら
鮭
を
盗

ん
だ

の
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ

た
時

に
は
、

さ
る
事
な
し
。
何

を
証
拠

に
て
か
う

は
の
た
ま
ふ
ぞ
。
わ
主
が
取
り
て
、

こ
の
童
鬟

ふ
す
る
な
り
.
踊

と
言

い
、
こ

の
あ

た
り
ま
で
は
ま
だ
平
然
と
構
え

て
い
る
が
、
人
夫
頭
が

二
人

と
も
懐
を
調

べ
て
み
れ
ぽ

わ
か
る
と
、
着
物
を
脱
ぎ
始

め
る
と
、

拗

さ
ま
で
や
は
あ

る
べ
き

。
伊

と
、
だ
ん
だ
ん
逃

げ
腰

に
な

っ
て
く

る
。
そ

し
て
、

つ
い
に
自
分

の
着
物
を
無

理
矢
理

に
脱
が
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
今
度

は
開
き
直

っ
た
よ
う

に
、
先
程

の
駄

洒
落
を
言

い
放

つ
。

こ
う
し
た
会
話
文

に
よ
り
、

そ

の
時

々
の
主
人
公

の
心
の

動
き
が
手

に
取
る
よ
う

に
わ
か
る
。
文
学

的
に
も
高
度

な
作
品
と
言
え

よ
う
。

こ
れ
ま

で
挙
げ
て
き
た
説
話

の
主
人
公
が
全
て
男
性
で
あ

っ
た
の
に
対

し
、

巻

五
第
七
話

「
仮
名
暦
あ

つ
ら

へ
た
る
事
」
は
、
珍
し
く
女
性

を
主
人
公

に
し

た
笑

い
話

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

で
た
ら

め
な
仮
名
暦
を
信
じ
て
、
何

日
も
大
便

を
我
慢

し
て
い
た
女
房
が
、
と
う
と
う
堪
え
き
れ
ず
に
洩
し
て
し
ま

っ
た
と
い
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う
内
容

の
話

で
あ
る
が
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
お
い
て
、

こ
う

し
た
若

い
女

性

の
生
理
現
象
を
笑

い
の
種

に
し
た
説
話

と
い
う
の
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、

こ
の

話

の
他

に
は
巻
三
第

二
話

「
藤
大
納
言
忠
家
物

い
ふ
女
放
屁

の
事
」
に
見
え
る

だ
け

で
あ

る
。
そ
れ
も
男
性
を
主
人
公

に
し
た
話

に
比
べ
る
と
、
か
な
り
軽

い

タ

ッ
チ
で
描

か
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
、
女
性
を
主
人
公
に
し
た
性

に
ま

つ
わ
る

話
と

い
う
も

の
が
、
男
性

の
そ
れ
に
比
べ
て
、

か
ら

っ
と
し
た
明

る
い
笑

い
に

な
り
に
く

い
場
合
が
多

い
た
め
、
編
者

は
女
性

を
主
人

公
に
し
た
話
を
な
る
べ

く
避
け

る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

『
今
昔
物
語
集
』
や

『古

事

談
』
な
ど

の
先
行
説
話
集

に
、
女
性
を
主
人
公

に
し
た
性

に
ま

つ
わ
る
説
話

が

見
ら
れ

る
こ
と

か
ら
考
え

て
も
、
編
者
が

こ
の
種

の
話
を
ま
る
で
知
ら

な
か

っ

た
と

は
思
え
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
敢

え
て
書

こ
う
と
し
な
か

っ
た
の
は
、

編
者
が
性

に
ま

つ
わ
る
説
話

に
求

め
て
い
た
も

の
が
、
明

る
く
、

お
お
ら
か
な

笑

い
で
あ

っ
た
か
ら

で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ

の
こ
と
は

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
当
時

の
戦
乱

の
様
子
を
描

い
た
説
話
を

ほ
と

ん
ど
持

た
な

い
と

い
う

こ
と

に
も
通
ず
る
。
昔

の
戦
乱
や
武
士

の
様
子

を

描

い
た
説
話

は
あ

る
が
、
当
時

の
戦
乱

の
様
子
を
描

い
た
も

の
は
、
巻
四
第

十

四
話

「
白
河
院

お
そ

は
れ
給

ふ
事
」
と
巻
八
第

五
話

「東

大
寺
華
厳
会

の
事
」

の
二
話
だ
け

で
あ
り
、
そ
れ
も
前

者
で
は
前

九
年

の
役

に

つ
い
て
、
後
者

で
は

東
大
寺
炎
上

に

つ
い
て
ほ
ん
の
少
し
触
れ
ら
れ
た
程
度

の
も

の
で
あ

る
つ
戦
乱

の
最
中

に
、
そ

の
戦
乱

の
様
子
を
描
け
ば
、
や

は
り
生

々
し
く
《
重
苦

し
い
雰

囲
気
が
漂
う

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
編
者

は
そ
れ

を
避
け

た
も

の

と

思

わ

れ

る
。
さ
ら
に
、

盗
賊
を
扱

っ
た
話

に
し
て
も
、
前
掲

の

「
大
童
子
鮭
盗
み
た
る

事
」

の
よ
う
に
全
く
残
忍
性

を
持

た
ず
、
ど

こ
と
な
く
憎

め
な

い
人
物

を
主
人

公

に
す

る
傾
向
が

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
は
多

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と

か
ら
、
編
者

は
こ
の
書

の
編
纂

に
あ
た
り
、
:
「
エ
ロ

・
グ

ロ
」

の
甚
だ

し
い
話

を
切
り
捨

て
る
と

い
う
態
度
を
と

っ
た

こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、
編
者

が

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
単
な
る
教

訓

の
書

や
備
忘
録

と
し
て
で
は
な
く
、
多

く

の
人

々
に
楽
し
ん

で
読

ん
で
も
ら
う
書

と
し
て
編
纂

し
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

「
仮
名

暦
あ

つ
ら

へ
た
る
事
」

は
、
女
性
を
主
人
公

に
し
な
が

ら
も
、

こ
う
し
た
編
纂
意
図

に
反
す

る
こ
と

の
な

い
話

で
あ

っ
た
た
め
、

こ
こ

に
載

せ
ら
れ

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
『
宇
治

拾
遺
物

語
』
に
お
け
る
笑

い
は
、
「
性

に
係

わ
る
事
・

件
」
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
も

の
が
多
く
見
受

け
ら
れ

る
が
、

こ
の
他

の

話

材
を
用

い
た
笑

い
話

に
も
注
目
す

べ
き
作
品
が
あ

る
。
例
え
ぽ
、
巻

一
第
十

二
話

「
児

の
掻
餅
す

る
に
空
寝

し
た
る
事
」
、

続
く
巻

一
第
十
三
話

「
田
舎

の

児
桜

の
散

る
を
見

て
泣
く
事
」

は
、
と
も

に
子
供

の
心
理
を
巧
み
に
捉

え
た
傑

作

で
あ
り
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
代
表
作
と
言
え
る
も

の
で
あ

る
。

「
児

の
掻
餅
す
る

に
空
寝
し
た
る
事
」

で
は
、
省
け
る
言
葉
が

ま
る
で
な
い

.
程
、
簡
潔
な
文
章

で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
状

況

の
設
定

か
ら

主
人
公

の
心

理
、
さ
ら

に
周
囲

の
人

々
の
笑

い
声

に
至
る
ま
で
鮮
明

に
描

か
れ

て
い
る
。

一

度
呼
ぼ
れ
て
、
す
ぐ
に
起

き
た

の
で
は
、
ぼ

た
餅

の
出
来
上

る
の
を
待

っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
も
う

一
度
呼
ば
れ

る
ま

で
待
と
う
と

い
う
主
人
公

の
配
慮

。
こ
の
配
慮

は
全
く
子
供
ら

し
く
な

い
も

の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
も

う

一
度
起

こ
し
に
来

て
く
れ
る

の
を
待

っ
て

い
る
が
、

ム
シ
ャ
ム
シ

ャ
と
盛

ん
に
食

べ
る
音
が
聞

こ
え
る
。

こ
の
ま
ま

で
は
ぼ
た
餅

が
な
く

な

っ
て

し
ま
う

の
で
は
な

い
か
と

心
配
す
る
主
人
公
。
こ

の
あ
た
り
か
ら
、
だ

ん
だ

ん

子
供
ら

し
く
な

っ
て
く
る
。
も
し
、
こ
れ
が
大

人
だ

っ
た
ら
、
恥
を

か
く

こ
と

を
避
け
る
た

め
、
残

念
だ
が
ぼ
た
餅

を
あ
き
ら

め
て
、
そ

の
ま

ま
寝

て
し
ま
う

だ
ろ
う
。

(中

に

は
、

口
惜
し
さ

の
あ

ま
り
、

ま
ん
じ
り
と
も

し
な

い
で
夜
を

明
か
し
て
し
ま
う
人
も

い
る
か
も

七
れ
な

い
が
)

し
か
し
、

」
こ
の
主
人
公

の
場

一
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合

、
恥
を
か
く

こ
と
を
恐

れ
る
気
持

ち
よ
り
、
食

べ
た
い
と

い
う
欲
求

の
方
が

強

か

っ
た
た
め
、

つ
い
に
、

と
ん
で
も
な

い
時

に

「
は
あ

い
」
と
返
事
を
し
て

し
ま
う

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
子
供
ら

し
い
、
素
直
な
感
情
が
表
現
さ
れ

て
い

る
。

こ
の
場
合

の
子
供

ら
し
さ
と
は
、
す

な
わ
ち
人
間
ら

し
さ

で
あ
る
。
編
者

は
乙

に
す
ま
し
た
人
間

の
上
面
よ
り
、
そ

の
人
間
が
本
来
持

っ
て
い
る

は
ず

の

性
格
や
感
情
に
注
目
し
て

い
た

の
で
あ

る
。

「
田
舎

の
児
桜

の
散

る
を
見

て
泣

く
事
」

で
は
、
桜

の
花

の
散

る
の
を
見

て

「
も

の
の
あ

は
れ
」
を
感

じ
た
僧
と
、

こ

の
桜

の
花

を
散
ら

し
て
い
る
風
が
自

分

の
父

の
作

っ
た
麦

の
花
ま
で
散
ら
し
、
そ

の
た
め
に
収
穫
が
減

る
の
で
は
な

い
が
と

心
配
し
て
泣

い
た
田
舎

の
子
供

と

の
感

覚

の
違

い
が

み
ご

と
に
描

か
れ

て

い
る
。

こ
の
子
供

の
持

つ
感

覚
は
、
王
朝
人

の
忌
み
嫌
う
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
新
し

い
、
そ
し
て
、
生
活

に
密

着
し
た
庶
民

の
感
覚
が
文
学

に
取
り

上
げ
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
う

こ
と
は
、
時
代

の
流

れ
に
従

っ
て
、
衰
、兄

つ
つ
あ

る
貴
族
文
化

に
取

っ
て
変
わ
ろ
う
と
す
る
新
し

い
文
化

の
芽
ば

え
が
、

文
学

に
反
映

し
た
も

の
と
し

て
注
目
さ
れ
為
。

～

こ
の
二

つ
の
説
話

か
ら

は
、

こ
れ
ま

で
の
文
学

で
は
、
話
材
と
し
て
あ

ま
り

取

り
上
げ
ら
れ

る
こ
と

の
な

か

っ
た

「
子
供

の
心
理
」
と

い
う
も

の
に
対
す
る

編

者

の
関

心
と
理
解

の
深

さ
が
窺

わ
れ

る
。

こ
の
他

に
も
、
巻
五
第
六
話

「
同

清

仲

の
事
」

の
陪
従

の
よ
う
に
、
身
分
が
低

い
も

の
で
あ

る
ゆ
え
、
王
朝
文
学

で
は
ほ
と
ん
ど
登
場

す
る
こ
と
の
な
か

っ
た
人
物
を
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

で

は
主
人
公
と
し
て
活

躍
さ
せ
て
い
る
場
合
が
多

く
見
ら
れ
、

こ
こ
に
階
級
意
識

を
離
れ
、
全
て

の
人

々
に
深

い
興
味

を
持

っ
て
い
た
編
者

の
説
話
収
集

の
姿
勢

が
窺
わ
れ
る
っ

三

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
特
色

以
上
、
巻

一
・
巻

五
の
説
話

の
う

ち
、
他
書

に
同
話
が
見
ら
れ
ず
、

「
こ
れ

(注
10
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も
今

は
昔
」
と

い
う
冒
頭
句

を
持

っ
た
説
話

の
考
察
を
行
な

っ
て
き
た
が
、

こ

れ
か
ら
得
ら
れ

た
特
色

は
、
次

の
七
点

で
あ

る
。

O

口
誦
性

を
多
分

に
含

む
笑

い
話
が
多

い
。

⇔

人
間

心
理

の
描
写
が

巧
み
で
あ

る
。

⇔
会

話
文

が
多
く
使

わ
れ
て
い
る
。

㈲
王
朝
文
学

で
は
見

ら
れ
な
い
人
物
が
登
場
す

る
。

㈲
短
編

の
も

の
が
多

い
。

㈹
仏
教
色
が
薄

い
。

㈹
教
訓
性
が
ほ
と
ん
ど

見
ら

れ
な

い
.

次

に
、

こ
の
七

つ
の
特
色
が
、
単

に
巻

一
・
巻

五
か
ら
選
ぽ
れ

た
説
話

に
お

け
る
共
通
点

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
全
体

の
特
色
と

し
て

も
認

め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
巻

一
・
巻

五
以
外

の
説
話

に
お

い
て
、

こ
れ
ら

の
特

色
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
O

の
特
色

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
は
、
笑

い
話
が

二
十

八
話
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
他
書

に
同
話

が
発
見

さ
れ
て
い
な

い
説

話

は
十
九
話

で
あ
り
、
約
七
割
を
占

め
る
。
こ
れ
ら
は

口
語

り
を
直
接
採
録

し

た
と
思

わ
れ

る
も

の
が
多

い
。
前
述

の
よ
う

に
、

『
宇
治
拾
遺
物
語

』
は
書
承

性

の
濃
厚
な
説
話
集

で
あ

る
が
、

こ
の
笑

い
話

に
属
す
る
説
話

は
、
他
書

に
同

話
が
発
見

さ
れ

て
い
な

い
も

の
が
多

い
。
だ
か
ら
、

『
宇
治
拾
遺
物

語
』
独
自

の
作
風

を
備
え

た
説
話

で
あ

る
と
言
え

よ
う
。

ω

の
特
色

を
持

つ
説
話
と

し
て
は
、
巻
十

一
第
六
話

「
蔵
人
得
業
猿

沢

の
池

の
龍

の
事
」
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
9

こ
れ

は
、
自
分

で
で
た
ら
め
な

こ
と
を
言

っ
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て
お

い
て
、
終

い
に
は
、

そ

の
で
た
ら

め
が
本
当
な

の
で
は
な

い
か
と
錯
覚
す

る
よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く
人
間

心
理

の
変
化
を
見
事

に
描
写
し
た
作
品

で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
、
編
者

は
主
人
公

の
愚
か
し

い
行
為
を
批
判

し
て
お
ら
ず
、

「
鼻

蔵
」
と

「
鼻
暗
」
と

い
う
、

い
わ
ば
語
呂
合
わ
せ

の
お
か
し
み
に
よ
り
幕
を
降

ろ
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
彼

の
寛
容

な
人
間
把
握

の
態
度
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
説
話

は
、
他
書

に
同
話
が
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
編
者
自
身

の
創
作
に

ょ
る
も

の
か
、
あ

る
い
は
、

口
語
り

に
よ
る
話
を
筆
録
し
た
も

の
か
詳
か
で
は

な

い
が
、

い
ず
れ

に
せ
よ
、

『
宇
治
拾
遺
物

語
』
独
自

の
説
話
と
し
て
、
そ

の

特
色
を
知
る
上

で
は
重
要
な
作
品
で
あ

る
。

㊨

の
特
色
を
持

つ
説
話
と
し
て
は
、
巻

九
第

四
話

「
く

う
す
け
が
仏
供
養

の

事
」
、
巻

十

一
第

九
話

「
空

入
水

し
た
る
僧

の
事
」
、
巻
十

四
第
七
話

「
北
面

の

女
雑

仕
六

の
事
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。

い
ず
れ
も
他
書

に
同
話

は
発
見
さ

れ

て
お
ら

ず
、
編
者

の

「
説
話
作
家
」
と

し
て
の
技
量
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ

て
い
る
作
晶
と
言
え

る
。
特

に
、

「
空
入
水
し
た
る
僧

の
事
」

は
、
会

話
文
を

多
く
用

い
る
こ
と

に
よ
り
、
人
間

心
理

の
描
写
を
巧
み
に
行
な

い
、
ま
た
、
僧

を
主
人
公

に
し
な
が
ら
も
仏
教
色

は
薄

く
、
教

訓
性
も
な

い
笑

い
話

で
あ

る
と

い
う
風

に
、
先

に
挙
げ
た
七

つ
の
特

色

の
ほ
と
ん
ど
を
含

ん
で
お
り
、

こ
れ

こ

そ
最

も

『
宇
治
拾
遺
物
語

』
的

な
作

品
と
言
え

よ
う
。

函

の
特
色
を
持

つ
説
話

と
し
て
は
、
巻
九
第

八
話

「
博
打
聟
入

の
事
」
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
博
打
と

い

っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ

ー
的
職
業

は
、
王
朝
文
学

で
は

あ

ま
り
注
目

さ
れ

て
い
な

か

っ
た
も

の
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
貴
族
中
心

で
あ

っ

た
文
学

が
、
徐

々
に
で
は
あ

る
が
、
庶
民

の
文
学

へ
と
移
り
変
わ

っ
て
ゆ
く
様

子
が
窺

え
る
。

こ
の
説
話

は
、
先
行
文
献

に
同
話
が
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ

の
内

容

や
文
体

か
ら
見

て
も

口
承

に
よ
る
説
話

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ

れ
と
同
系

の
話
は
、
現
在

に
至
る
ま
で
、
民
話
と

し
て
多
く

の
地
方

で
語
り
継

が
れ
て

い
る
。
こ

の
他

に
も
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
は
、
我

々
が
よ
く
知

っ

て
い
る

「
こ
ぶ
取
り
爺
さ

ん
」
や

「
舌
切
り
雀
」
と

い

っ
た
話
と
同
系

の
も

の

が
、
巻

一
第

三
話

「
鬼

に
瘤
取
ら
る
る
事
」
、
巻
三
第

十
六
話

「雀

報
恩

の
事
」

(
い
ず
れ
も
他
書

に
同
話

は
見
ら
れ
な

い
)

と
し
て
収

め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ

ら

の
説
話

か
ら
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
編
者
が
、

口
誦
性

を
多
分

に
含

ん
だ

民
間
伝
承

の
話
に
非
常

に
興
味

を
持

っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か

る
。

㈲

の
特
色
で
あ

る
短
編

性
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
限

っ
た

こ
と

で
は
な

く
、
説
話
文
学

全
体

に
言
え
る
特
色

で
あ

る
。
し
か
し
、
同

じ
短
編

で
あ

っ
て

(注
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も
、

『
古
事
談
』

の
よ
う

に
備
忘
録

の
域
を
脱

し
て
い
な

い
説
話
集

に
対
し
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

は
文
学
的

に
優
れ
た
説
話
を
多
く
持

っ
て

い
る
。

こ
こ
に

も
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
多
く

の
人

々
に
親
し

ん
で
も
ら

い
た

い
と
願
う
編

老

の
横
顔
が
窺
わ
れ
る
。

㈹

の
特
色

は
、
先
に
挙
げ
た

「蔵

人
得
業
猿
沢

の
池

の
龍

の
事
」

や

「
空

入

水
し
た
る
僧

の
事
」

な
ど
、

口
承
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
説
話
だ
け

で
な
く
、
書

承
伝
承
に
よ
る
説
話

に
お

い
て
も
見

る
こ
と
が

で
き

る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

は
全
体

の
四
割
以
上
が
仏
教
説
話

で
あ
り
、
そ

の
他

に
も
、
僧
を
主
人
公

に
し

た
説
話

や
仏
教
的
素
材

を
取
り
入
れ
た
説
話
を
多
く
持

つ
説
話
集

で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ

こ
に
は
仏
教
色
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
こ
れ
ら

の
説
話

・
は
仏
教
的
教
義

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ

の
説
話

の
持

つ
物
語
的
な
お
も
し
ろ
さ

に
よ

っ
て
採
録
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も

の
が
多

く
、

こ
こ
に
、
既
成

の
概
念

に

囚
わ
れ
な

い
編
者

の
自
由
な
精

神
が
感

じ
ら
れ
る
。

㈹

の
特
色

は
、
特
に

口
承
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
説
話

に
お
い
て

顕

著

で

あ

る
。
他
書

に
同
話
が
発

見
さ
れ
て

い
な
い
五
十
四
話

の
説
話

の
結
び

を
見

て
み

る
と
、
簡
単
な
後

日
譚
や
編
者

の
感
想
程
度

の
も

の
を
付
け

て
あ

る
も

の
が
多
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く
、
さ
ら

に
、

こ
う
し
た
結

び

の
言
葉

さ
え
持

た
な

い
も

の
も

か
な
り
あ
る
。

こ
れ
ら

に
対
し
、

「
だ
か
ら
、

こ
れ
こ
れ
し
て
は
い
け
な

い

(
ま

た
は
、
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
)
」

と
い

っ
た
教
訓
的
な
結
び

を
持

っ
た
説
話

は
、

こ
の
五

十
四
話

の
う
ち
、
巻

一
第

三
話

「
鬼

に
瘤
…取
ら

る
る
事
」
・
巻

三
第
十
六
話
「
雀

報
恩

の
事
」
・
巻
三
第

二
十
話

「
狐
家

に
火

つ
く

る
事
」
・
巻
十

三
第
五
話

「
夢

買
ふ
人

の
事
」

の
わ
ず

か
四
話

に
過
ぎ
な

い
。

一
方

、
他

書
に
同
話
が
発
見

さ
れ

て
お
り
、
書
承

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
説
話

の
結

び
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
同
文

の
度
合

が

大

き

い

『
古
本
説
話

集
』
と
は
、
本
文

だ
け
で
な
く
結
び

の
言
葉

ま
で
全
く
同

じ
で
あ

る
と

い
う
も

の
が
、
二
十
二
話

の
同
文
的

同
話

の
う
ち
十
話
も
あ

る
。
残

る
十

二
話
も
表
現

上

の
わ
ず
か
な
違

い
は
あ

る
が
、

ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ

る
と
言
え

る
も

の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対

し
、

『
今
昔
物
語
集

』
と

の
同
話

に
お
け

る
結
び

の

言

葉

に

は
、
両
書

の
間

に
か
な

り
の
違

い
が
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

巻
十
第

八
話

「
蔵

人
頓
死

の
事
」
と

『
今
昔
物
語
集
』
巻

三
十

一
第

二
十
九
話

ノ

ニ

ニ

タ

ル

「蔵

人
式
部
拯
貞
高
、
於
殿
上
俄
死

語
」

は
同
文
的
な
同
話

で
あ
る
が
、
両

話

の
結

び

の
言
葉

を
比
較

し
て
み
る
と
、
前
者

で
は
故
人
が
主
人
公

の
夢

に
現

わ
れ
て
、
泣

く
泣
く
手

を
す

っ
て
喜

ん
だ
と

い
う
後

日
譚
だ
け

で
結
ぽ
れ
て

い

る

の
に
対

し
、
後

者
は
そ

の
後

に
、

然

。バ
、
人
,為

。
ハ専

二情

可
有
キ
事
也

。

此
ヲ思

.

.
、

頭

.中
将
然

ル止
事

无
キ
人
ナ
。バ
、

然
モ
急
ト
寄
テ
被
俸
ケ
ル
也
ト
ナ
.
、

(注
12
)

此

.聞

ク
人
皆
頭

.中
将

.讃

.
ルト
ナ
.語
リ
伝

へ。
ルN
ヤ
。

と

い
う
言
葉

が
付

け
ら

れ
て
お
り
、
前
者

に
比

べ
て
教
訓
的

で
あ
る

こ
と
が
わ

か
る
。

こ
れ
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語

』
と

『
古
本
説
話
集
』

で
は
祖
本

の
説
話

に
あ

る
教
訓
や
感

想

の
言
葉

を
、

そ
の
ま
ま
忠
実

に
書
写

し
た
の
に
対
し
、

『
今
昔

(注
13
)

物

語
集
』
は
仏
教
説
話

の
結
集

を
志

し
た
説
話
集

で
あ

る
の
で
、
そ
れ

に
ふ
さ

わ
し

い
説

話
に
す
る
た
め
に
本
文

の
み
な
ら
ず
、
結
び

の
言
葉

に
も
改
変

.
加

筆

を
し
た
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。
こ
う

し
て
見

る
と
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の

淡

々
と
し
て
、
批
判
性

の
少

な
い
説
話

の
結
び
方

は
、
そ

の
ま
ま
祖
本

『
宇
治

大
納

言
物

語
』

の
性
格

で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

こ

の
よ
う
に
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
編
者

は
、
書
承

に
よ
る
説
話

の
場
合

は
、

そ

の
祖
本

に
教
訓

や
感
想

の
言
葉
が
付

い
て
い
れ
ば
そ
れ
を
忠
実

に
書
写

し
て
い
る
が
、

口
承

に
よ
る
説
話

の
場
合

は
、
特

に
教
訓
な
ど
付
け
ず

、
そ
れ

ぞ

れ
の
説
話

の
持

つ
興
味
あ

る
出
来
事

に
重
き
を
置

い
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。以

上

の
考
察

か
ら
、
先

に
挙
げ

た
七

つ
の
特
色

は
、

口
承

に
よ
る
と
思
わ
れ

る
説
話

に
お

い
て
、
特

に
顕
著

に
認

め
ら
れ

る
も

の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と

な

っ
た
。

四

む

す

び

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
よ
う

に
他
書
と

の
間
に
多
く

の
同
話
を
持

つ
説

話
集

は
珍

し
い
が
、

こ
れ
ら

の
説
話

の
ほ
と

ん
ど

は
祖
本

で
あ
る

『宇
治

大
納

言
物

語
』

の
文
章
を
忠
実

に
書
写

し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対

し
、
数

は
少

な

い
が
、

口
語
り

に
よ
る
話

(
『
宇
治
大
納
言
物
語
』

に
は
採
ら
れ
て
い
な

い

話
、
特

に
隆
国
以
降

の
時
代

の
話
)

で
編
者
自

身
が
聞
き
伝
え
た
も

の
を
書

き

留

め
た
と
思

わ
れ

る
説
話
が
採
録
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
は
『宇
治
拾
遺
物
語
』

の
中

で
も
、
ま

た
、
他

の
説
話
集

の
説
話
と
比
較
し
て
み
て
も
高
度

な
文
学
性

を
持

つ
説
話

で
あ
り
、

こ
こ
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
説
話
集
と
し
て

の
価
値

が
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

は
、
『
宇
治

大
納
言
物

語
』

の
精
神

を
受

一29　



け
継
ぎ

な
が
ら
も
、
そ

こ
に
編
者
自
身

の
筆

に
よ
る
説
話

を
織
り
込
む

こ
と

に

よ
か
、
祖
本

を
越
え
、
独
自

の
文
学
性
を
確
立
し
得
た
説
話
集
な

の
で
あ

る
。

〈
注
>

i

渡
辺
綱
也

・
西
尾
光

一
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
27

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

(昭

和
三
十
五
年
」五
月

岩
波
書
店
)
所
収
、
解
説
三
十
八
頁
～
四
十
七
頁
ゆ

2

中
島
悦
次

「
宇
治
拾
遺
物
語
の

「
序
」
に
沿
う
て
」

(
『文
学
』

昭
和
九
年

五
月

-岩
波
書
店
)

等
を
参
照
。

3
.
西
尾
光

一

『
中
世
説
話
文
学
論
』

(
昭
和
三
十
八
年
三
月

塙
書
房
)
所
収

「中
世
説
話
文
学
の
形
態
と
方
法
e
」

等
を
参
照
。

4

益
田
勝
実

「
古
事
談
と
宇
治
拾
遺
物
語
の
関
係

ー
徹
底
的
究
明
の
為
に
「
」

.
(

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『
説
話
文
学
』

〈
昭
和
四
十
七
年
十

一
月

有
精
堂
〉)

を
参
照
。

5
.
小
林
智
昭
氏
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
28

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

(昭
和
四
十
八
年

・.
六
月

小
学
館
刊
)
・の
解
説

(三
十

一
頁
～
三
十
三
頁
)
に
お
い
て
、

『
宇
治
拾
遺

物
語
』
の
百
九
十
七
話
の
説
話
を
9
世
俗
説
話
、
口
仏
教
説
話
、
⇔
混
淆
説
話
に
分

け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
、
e
ω
童
話

・
巷
談

の
類
、
ω
笑
い
話
、
㈲
霊
異
譚
、
ω

」㌔和
歌
説
話
、
㈲
倫
理

・
礼
節
譚
、
㈹
英
雄
説
話
、
ω
合
理
説
話
、
㈲
陰
陽
道
説
話
、

口
ω
霊
異

・
異
類
譚
、
ω
法
験
説
話
、
圖
そ
の
他
、
⇔
1
世
俗

・
、仏
教
混
淆
説
話
、

切
霊
異
譚
、「

ω
笑
い
話
、
個
そ
の
他
、
皿
世
俗

.
神
祗

.
仏
教
混
淆
説
話
、
と
類
別

さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
に
お
け
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
内
容
の
分
類
は
、
全

て
小
林
氏
の
分
類
に
従
う
。

6

注
1
に
同
じ
。

一
7

他
書
に
同
話
が
見
ら
れ
ず
、

「
こ
れ
も
今
は
昔
」
と
い
う
冒
頭
句
を
持
つ
説
話
の

.う
ち
、
巻

一
・
巻
五
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
以
下
の
十
六
話
で
あ
る
。

巻

一.第
二
話

「
丹
波
国
篠
村
平
茸
生
ふ
る
事
」

巻

一
第
五
話

「
随
求
陀
羅
尼
額
に
籠
む
る
法
師
の
事
」

、
巻

一
第
六
話

、
「
中
納
言
師
時
法
師
の
玉
茎
検
知
の
事
」

巻

一
第
十

一
話

「
源
大
納
言
雅
俊

一
生
不
犯
の
鐘
打
た
せ
た
る
事
」

巻

一
第
十
二
話

「
児
の
掻
餅
す
る
に
空
寝
し
た
る
事
」

巻

一
第
十
三
話

「
田
舎
の
児
桜
の
散
る
を
見
て
泣
く
事
」

巻

一
第
十
四
話

「小
藤
太
聟
に
お
ど
さ
れ
た
る
事
」

巻

一
第
十
五
話

「大
童
子
鮭
盗
み
た
る
事
」

巻
五
第

一
話

「
四
の
宮
河
原
地
蔵
の
事
」

巻
五
第
二
話

「伏
見
修
理
大
夫
の
許

へ
殿
上
人
行
き
向
ふ
事
」

・巻
五
第
六
話

「同
清
仲
の
事
」

巻
五
第
七
話

「仮
名
暦
あ
つ
ら

へ
た
る
事
」

巻
五
第
八
話

「
実
子
に
あ
ら
ざ
る
子
の
事
」

巻
五
第
九
話

「御
室
戸
僧
正
の
事
、

一
乗
寺
僧
正
の
事
」

巻
五
第
十
話

「
あ
る
僧
人
の
許
に
て
氷
魚
盗
み
食
ひ
た
る
事
」

巻
五
第
十

一
話

「
仲
胤
僧
都
地
主
権
現
説
法
の
事
」

8

後
藤
興
善
氏

「
『宇
治
拾
遺
物
語
』
鑑
賞
」

(『解
釈
と
鑑
賞
』

昭
和
十
六
年

二
月

至
文
堂
)

に
依
る
。
後
藤
氏
は

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
民
間
種
の
も
の

も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
巻

一
だ
け
を
見
て
も
、

「
随
求
陀
羅
尼

額
に
籠
む
る
法
師
の
事
」、
「中
納
言
師
時
法
師
の
玉
茎
検
知
の
事
」
、
「児
の
掻
餅
す

る
に
空
寝
し
た
る
事
」
、
「大
童
子
鮭
盗
み
た
る
事
」
な
ど
は
民
間
笑
話
で
あ
る
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

9

本
論
文
に
お
け
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
引
用
文
は
、
全
て
日
本
古
典
文
学
・全
集

28

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

(小
林
智
昭
校
注

・
訳

昭
和
四
十
八
年
六
月

小
学
館
)

に
依
り
、
O
中
に
そ
の
頁
数
を
付
し
た
。
・

10

こ
れ
に
該
当
す
る
説
話
は
注
7
で
述
べ
た
と
お
り
十
六
話
あ
る
が
、

本
論

文

で

は
、
そ
の
う
ち
代
表
的
な
十

一
話
の
説
話
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
行
な

っ
た
。

11

長
野
甞

一
氏
編

『
説
話
文
学
辞
典
』

(
昭
和
四
十
四
年
三
月

東
京
堂
出
版
)

百
十
九
頁
に
依
る
。
筆
者
の
石
井
次
彦
氏
は

『
古
事
談
』
の
説
話
は
備
忘
録
の
域
を

脱
し
な
い
、
言
う
な
ら
ば
非
文
学
的
な
説
話
で
あ
る
。
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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12

山
田
忠
雄
氏
他
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
26

『
今
昔
物
語
集
』
五

(
昭
和
三
十

八
年
八
月

岩
波
書
店
)

二
九
八
頁
。

13

注
11
に
同
じ
。
但
し
、
百
三
十
三
頁
。
筆
者
は
長
野
甞

一.氏
。

〈
付
記
〉

本
論
文
は
昭
和
五
十
三
年
度
卒
業
論
文

「
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

研
究
-
巻

一
・
巻
五
の

り

説
話
を
中
心
に
ー
」

の
第

一
章
第
四
節

「
冒
頭
句
に
つ
い
て
」、

第
二
章
第

一
節

「
巻

一

・
巻
五
の
説
話
か
ら
」
お
よ
び
同
章
第
二
節

「
『
宇
治
拾
遺
物
詔
』

の
特
色
」
を
中
心
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

【
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