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中
世
小
説
「
夢
物
語
」
に
つ
い
て
の
考
察 

米

田

 

明

美 

野
見
山 

亜
沙
美 

竹

内
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『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集 
第
１５
号
』(

注
１)

で
、
翻
刻
と
鑑
賞
本

文
を
記
し
た
「
夢
物
語
」
に
つ
い
て
、
『
論
集
』
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
詳
し

い
考
察
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
そ
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
報

告
し
た
い
。 

  

「
夢
物
語
」
は
、
個
人
蔵
の
未
発
表
の
中
世
小
説
で
、
古
筆
家
の
極
札
は
「
細

川
三
斎
」
と
極
め
る
も
、
そ
の
自
筆
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
筆
致
か
ら
室
町

末
期
か
ら
江
戸
初
期
あ
た
り
の
写
本
と
み
ら
れ
る
。
内
容
は
中
世
小
説
『
あ
め

わ
か
み
こ
（
天
稚
系
）
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
歌
数
及
び
そ
の
本
文
に
至

る
ま
で
、
書
写
の
伝
本
関
係
を
見
出
せ
る
ほ
ど
類
似
し
た
他
の
写
本
は
見
出
せ

ず
、
独
自
の
本
文
を
も
つ
。
加
え
て
書
名
「
夢
物
語
」
と
い
う
題
も
、
他
に
同

様
の
名
を
持
つ
本
は
見
出
せ
て
い
な
い(

注
２)

。
加
え
て
本
書
で
は
「
あ
め
わ

か
み
こ
」
で
は
な
く
一
貫
し
て
「
あ
め
わ
か
ひ
こ
」
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き

よ
う
。
た
だ
、
特
徴
と
し
て
、
『
風
葉
和
歌
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
る
散
逸
物

語
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
の
残
存
歌
を
二
首
と
、
詞
書
に
あ
る
歌
語
を
含
む
一
首

に
近
似
す
る
歌
を
有
し
、
そ
の
改
作
本
の
系
統
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。 

 

今
回
、
同
じ
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
と
類
似
し
た
和
歌
を
含
む
慶
応
義
塾
図
書

館
蔵
本
『
雨
わ
か
み
こ
』(

注
３)

と
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
『
あ
め
わ
か
み

こ
』(

注
４)

を
中
心
に
比
較
検
討
し
、
本
書
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
か

考
察
を
加
え
た
い
。 

 

一
、『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
と
の
関
係 

 

『
風
葉
和
歌
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
る
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
物
語
歌
は
、
次

の
三
首
で
あ
る
（
注
５
）。 

 
 

 
 

夢
の
や
う
に
て
よ
あ
よ
な
み
な
れ
け
る
人
に
今
は
か
よ
う
に
も
え

あ
る
ま
し
き
よ
し
申
て 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

夢
ゆ
ゑ
物
思
ひ
の
あ
め
わ
か
み
こ 

哀
と
は
思
ひ
出
し
や
人
し
れ
ぬ
夢
の
か
よ
ひ
ち
あ
と
た
え
ぬ
と
も 

（
恋
二
・
八
七
六
） 

 
  

 
 

御
か
へ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
宮 

こ
れ
や
さ
は
か
ぎ
り
な
る
ら
ん
う
は
玉
の
よ
な
よ
な
み
え
し
夢
の
か
よ

ひ
ち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
恋
二
・
八
七
七
） 

 
 

 
 

常
葉
院
の
御
位
の
と
き
ふ
ち
の
花
に
つ
け
て
心
の
松
に
か
か
る
藤

な
み
と
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
る
御
か
へ
し 
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夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
の
中
宮 

数
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
ゐ
の
藤
の
花
こ
こ
ろ
の
松
も
い
か
か
し
る
へ
き 

（
雑
一
・
一
一
八
一
） 

そ
れ
に
対
し
本
書
の
歌
は
、
帝
の
歌
と
し
て
「
人
し
れ
ず
今
や
今
や
と
あ
ふ

こ
と
を
心
の
末
に
か
か
る
藤
波
」
（
三
丁
裏
）
と
あ
る
。
「
心
の
末
」
の
「
末
」

は
「
松
」
の
意
で
あ
ろ
う
。『
風
葉
和
歌
集
』（
雑
一
・
一
一
八
一
）
歌
の
詞
書

中
の
常
葉
院
の
歌
の
一
部
「
心
の
松
に
か
か
る
藤
な
み
」
と
一
致
す
る
。
ま
た

こ
の
歌
に
対
す
る
妹
姫
の
返
歌
は
、
「
数
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
井
の
桜
花
心
の
ま

つ
も
か
ひ
や
な
か
ら
む
」（
四
丁
表
）
と
し
、『
風
葉
和
歌
集
』
歌
は
三
句
「
藤

の
花
」
五
句
「
い
か
が
し
る
へ
き
」
で
あ
る
が
、
「
夢
物
語
」
歌
は
「
桜
花
」

「
か
ひ
や
な
か
ら
む
」
と
相
違
す
る
も
の
の
、
他
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。 

 

次
に
『
風
葉
和
歌
集
』
（
恋
二
・
八
七
七
）
歌
に
、
類
似
す
る
歌
と
し
て
妹

姫
の
詠
歌
「
こ
れ
や
さ
は
限
り
な
る
べ
き
む
ば
玉
の
夜
々
み
つ
る
夢
の
通
ひ
路
」

（
七
丁
表
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
句
四
句
に
少
し
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

詠
者
に
関
し
て
も
後
の
中
宮
で
あ
り
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
物
語
歌
の
影
響
は
見

て
取
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
三
首
に
関
す
る
類
似
歌
に
つ
い
て
は
、
既
に
勝
俣
隆

氏
が
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
と
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
に
収
歌
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
（
注
６
） 

 

二
、
和
歌
の
比
較 

 

本
書
で
は
、
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
歌
と
類
似
す
る
二
首
を
含
む
計
十
三
首
の

歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
で
は
十
七
首
、
慶
応

義
塾
図
書
館
蔵
本
で
は
十
六
首
の
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
二
書
は
、
本
書

よ
り
も
三
、
四
首
ほ
ど
多
く
の
歌
を
有
し
て
い
る
。
（
本
稿
末
尾
の
和
歌
一
覧

表
参
照
） 

三
書
の
歌
を
比
較
し
て
ま
ず
わ
か
る
こ
と
は
、
本
書
の
和
歌
十
三
首
に
つ
い

て
、
い
ず
れ
も
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
と
が
類
似
歌

を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
十
三
首
は
、
多
少
語
句
や
語
順
に
相
違
は

見
ら
れ
る
が
、
歌
意
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
特
に
、
本
書
の
九
番
目
、

十
二
番
目
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
の
そ
れ
と
一
致
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
類
似
歌
十
三
首
の
詠
者
及
び
歌
が
詠
ま
れ
る
順
番
に
つ
い

て
も
、
三
書
の
間
に
齟
齬
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
書
の
す
べ
て
の
歌
と

二
書
の
大
半
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

次
に
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
の
歌
で
、
本
書
に

は
な
い
歌
を
手
掛
か
り
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら

の
歌
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
と
言
う
と
、
①
妹

姫
入
内
の
宣
旨
が
あ
り
、
あ
め
わ
か
み
こ
が
去
る
場
面
、
②
誕
生
し
た
若
君
を

妹
姫
が
見
る
場
面
、
③
若
君
出
産
の
後
、
大
臣
宅
に
戻
っ
た
妹
姫
が
あ
め
わ
か

み
こ
に
逢
え
な
い
こ
と
を
嘆
き
悲
し
む
場
面
、
④
妹
姫
が
新
帝
（
東
宮
）
の
元

へ
入
内
し
た
こ
と
を
知
っ
た
院
（
先
帝
）
が
、
大
臣
に
恨
み
を
い
う
場
面
で
あ

る
。 ① 

場
面
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
、
妹
姫
入
内
の
宣
旨
が
あ
っ
た
夜
に
あ
め

わ
か
ひ
こ
が
現
れ
、
恨
み
を
言
い
つ
つ
、
自
身
が
あ
め
わ
か
ひ
こ
で
あ

る
と
名
乗
る
。
歌
を
詠
み
か
わ
し
た
後
、
あ
め
わ
か
ひ
こ
は
去
っ
て
い

き
、
妹
姫
は
悲
し
み
な
が
ら
独
り
歌
を
詠
む
。
「
も
し
や
」
と
思
い
あ

め
わ
か
ひ
こ
を
待
つ
が
来
る
こ
と
も
な
く
、
帝
か
ら
ま
た
手
紙
が
送
ら

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
で
は
、
本
書

と
同
じ
よ
う
な
展
開
で
は
あ
る
も
の
の
、
あ
め
わ
か
み
こ
が
去
っ
た
後

の
妹
姫
の
様
子
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
、
そ
の
中
で
妹
姫
が
「
夢
に
た
に

見
え
こ
ぬ
人
の
う
つ
り
か
の
何
と
て
ふ
か
く
身
に
は
し
む
ら
ん
」
と
詠
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む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
で
は
、
少
々
違
っ
た
展

開
が
み
ら
れ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
あ
め
わ
か
ひ
こ
は
妹
姫
の
も
と
に

姿
を
現
し
、
す
ぐ
に
自
分
が
あ
め
わ
か
ひ
こ
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
慶

応
義
塾
図
書
館
蔵
本
で
は
、
去
る
直
前
に
自
身
が
あ
め
わ
か
み
こ
で
あ

る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
正
体
を
明
か
す
言
葉
の
末
に
、「
う

つ
ゝ
に
は
お
も
か
け
は
か
り
か
へ
る
と
も
こ
ゝ
ろ
は
き
み
に
そ
ふ
か

と
も
し
き
」
と
詠
じ
、
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
妹
姫
の
様

子
も
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
本
書
よ
り
は

詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
書
に
い
て
は
詳
細
に
描

写
さ
れ
て
い
た
り
、
後
に
明
か
さ
れ
た
り
す
る
部
分
が
、
本
書
で
は
簡

潔
に
、
早
々
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
描
写
や
展
開
が
簡
略
で
あ
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
②
の
場
面
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ

う
。
若
君
が
誕
生
し
、
そ
の
若
君
を
妹
姫
が
見
る
場
面
で
あ
る
。
東
北
大
学
図

書
館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
で
は
、
あ
め
わ
か
み
こ
と
瓜
二
つ
の
若
君

を
見
て
、
妹
姫
は
嘆
き
悲
し
み
、
涙
を
流
し
な
が
ら
歌
を
詠
む
。 

 

「
ひ
め
き
み
何
と
な
く
御
ら
ん
し
や
ら
せ
給
へ
は
、「
今
、
ち
の
な
か
に
て
、

な
ん
の
い
ろ
め
は
見
え
ね
と
も
、
か
ゝ
や
く
は
か
り
に
う
つ
く
し
く
わ
た
ら

せ
給
ふ
御
か
ほ
つ
き
、
雨
わ
か
御
子
に
ち
か
い
給
は
ぬ
事
の
ふ
し
き
さ
よ
。」

と
お
ほ
し
め
し
て
、
御
い
き
の
し
た
に
そ
お
ほ
し
め
し
つ
ゝ
け
給
ふ
。 

 
 
 

夢
な
ら
は
ゆ
め
に
も
や
ま
て
あ
さ
ま
し
や 

こ
は
い
か
な
り
し
わ
す
れ
か
た
み
そ 

 

御
な
み
た
も
れ
出
給
ふ
。
」 

 
 
 
 
 

  

（
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
） 

 

「
な
に
と
な
く
し
り
め
に
御
ら
ん
し
け
れ
は
、
た
ゝ
い
ま
む
ま
れ
お
ち
て
、

な
に
の
あ
や
め
も
み
ゆ
ま
し
け
れ
と
も
、
た
ゝ
ゆ
く
ゑ
な
く
、
わ
か
れ
し
あ

め
わ
か
み
こ
の
か
た
ち
に
た
か
ふ
事
そ
ま
し
ま
さ
ぬ
。
ひ
め
き
み
、
こ
れ
を

御
ら
ん
し
て
、 

 
 

 

ゆ
め
な
ら
は
ゆ
め
に
て
や
ま
て
あ
さ
ま
し
や 

 
 

 

こ
は
い
か
な
り
し
わ
す
れ
か
た
み
を 

 

か
や
う
に
う
ち
く
ち
す
さ
ひ
た
ま
ひ
て
、
御
な
み
た
ま
つ
さ
き
た
ち
け
る
。
」 

（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
） 

そ
れ
に
対
し
、
本
書
で
は
、 

「
さ
て
姫
君
、
若
君
を
御
覧
ず
る
に
、
あ
り
し
夢
人
の
か
た
ち
容
貌
に
す
こ

し
も
た
が
ひ
給
は
ず
。
夢
な
ら
ば
夢
に
て
果
て
も
せ
で
、
よ
し
な
き
忘
れ
形

見
か
な
と
、
い
よ
い
よ
ゆ
か
し
く
の
み
ぞ
お
ぼ
し
け
る
。」 

と
あ
め
わ
か
ひ
と
違
う
と
こ
と
が
な
い
若
君
を
見
て
「
ゆ
か
し
く
」
思
う
の
で

あ
る
。「
夢
な
ら
ば
夢
に
て
」「
忘
れ
形
見
」
と
い
う
語
句
に
、「
ゆ
め
な
ら
は
」

歌
の
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
二
書
に
比
べ
か
な
り
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
③
の
場
面
で
詠
ま
れ
る
「
こ
と
の
葉
を
」
の
歌
は
、
東
北
大
学
図
書

館
蔵
本
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
場
面
自
体
、
本
書
や

慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵

本
が
持
つ
独
自
本
文
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
俣
隆
氏
に

よ
っ
て
、「
内
容
的
に
は
、
古
そ
う
な
印
象
が
あ
り
、
古
態
を
伝
え
て
い
る
も

の
か
ど
う
か
検
討
す
る
に
値
し
よ
う
。」
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）
。 

 
最
後
に
、
④
の
場
面
に
見
ら
れ
る
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
東
北
大
学
図
書

館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
と
歌
に
異
同
が
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
院

（
先
帝
）
が
、
大
臣
に
恨
み
を
い
う
場
面
で
、
院
が
大
臣
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
書
に
は
見
ら
れ
な
い
場
面
で
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
本
書
と
二
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書
に
お
い
て
、
結
末
部
で
の
展
開
が
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
本
書
に
は
見
出
せ

な
い
の
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
、
三
書
の
和
歌
を
比
較
し
て
き
た
。
本
書
と
の
伝
本
関
係
を
見
出

せ
る
ほ
ど
近
似
し
た
本
文
を
持
つ
本
は
他
に
な
く
、
独
自
の
本
文
を
も
つ
「
夢

物
語
」
で
は
あ
る
が
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
本
書
の
独
自
性
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
に
あ

っ
て
、
本
書
が
有
し
て
い
な
い
和
歌
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
く
と
、
二
書
に
比

べ
て
本
書
で
は
描
写
が
簡
易
で
簡
潔
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
物
語

が
進
む
に
つ
れ
て
、
二
書
と
は
異
な
っ
た
展
開
を
迎
え
る
こ
と
も
本
書
の
特
徴

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
竹
内 
彩
） 

 

三
、
軍
記
物
語
と
の
関
係 

本
書
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
軍
記
物
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
や
、
仏
語

が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
前
述
『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院

論
集 

第
１５
号
』
鑑
賞
本
文
注
釈
を
参
照
。）
便
宜
上
、
軍
記
物
語
に
よ
く
見

ら
れ
る
表
現
を
「
軍
記
用
語
」
、
仏
語
を
「
仏
教
用
語
」
と
呼
び
、
本
書
に
見

ら
れ
る
軍
記
用
語
を
数
点
取
り
上
げ
て
み
た
い
。 

 

軍
記
物
語
に
仏
教
用
語
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ

ろ
う
が
、
本
書
も
同
様
の
形
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
ま
い
。
例
え
ば
、

我
が
子
で
あ
る
若
君
を
迎
え
に
き
た
あ
め
わ
か
ひ
こ
に
対
し
、
姫
君
は
「
我
れ

王
土
に
あ
り
な
が
ら
宣
旨
を
背
き
ひ
と
り
住
む
事
、
た
だ
君
ゆ
ゑ
ば
か
り
」
と

話
し
か
け
る
。
こ
こ
で
言
う
「
王
土
」
と
は
、
帝
が
統
治
す
る
国
土
の
こ
と
を

指
し
て
お
り
、
帝
か
ら
の
求
婚
を
断
っ
て
ま
で
独
り
身
を
貫
い
て
い
る
姫
君
の

一
途
な
心
を
表
わ
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
帝
の
治
め
る
国
を
「
王
土
」
と

表
現
し
て
い
る
例
は
決
し
て
多
く
な
い
。
前
稿
の
注
釈
に
挙
げ
た
『
保
元
物
語
』

と
『
徒
然
草
』、
そ
れ
以
外
に
は
『
沙
石
集
』
と
『
太
平
記
』
に
見
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
そ
の
姫
君
の
言
葉
を
受
け
た
あ
め
わ
か
ひ
こ
は
、「
生
死
無
常
、
会

者
定
離
の
理
を
よ
く
よ
く
お
ぼ
し
め
し
て
御
嘆
き
あ
り
。
か
く
て
わ
が
を
下
界

に
お
き
医
王
に
仕
へ
ぬ
人
や
あ
る
べ
き
。
十
善
の
御
身
と
は
申
せ
ど
も
、
我
が

子
を
召
し
遣
は
れ
む
事
は
、
さ
す
が
に
憫
な
き
御
事
な
り
。
こ
の
つ
い
で
に
つ

れ
て
上
が
る
べ
し
」
と
返
す
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
医
王
」
は
、
仏
や
菩
薩
、

ま
た
は
薬
師
如
来
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
用
例
も
『
梁
塵
秘
抄
』
に
一

例
、『
平
家
物
語
』
に
五
例
、『
太
平
記
』
に
九
例
と
偏
り
が
あ
る
。（
注
８
） 

 

そ
の
後
、
若
君
を
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
姫
君
は
嘆
き
悲
し
む
の
だ
が
、
そ

の
美
し
さ
を
耳
に
し
た
帝
は
再
度
姫
君
の
入
内
を
望
む
。
承
諾
の
返
事
が
来
な

い
こ
と
に
業
を
煮
や
し
た
帝
は
、
姫
君
の
兄
に
あ
た
る
頭
中
将
を
呼
び
出
し
、

父
の
大
臣
と
姫
君
を
説
得
す
る
よ
う
宣
旨
を
下
す
。
承
っ
た
頭
中
将
は
、 

「
い
か
に
、
た
し
か
に
聞
き
給
へ
。
人
間
に
生
を
う
く
る
身
は
必
ず
四
つ
の

恩
を
受
く
る
な
り
。
天
地
の
恩
、
国
王
の
恩
、
父
母
の
恩
、
衆
生
の
恩
こ
れ

な
り
。
宣
旨
を
背
き
給
は
ば
国
王
の
恩
、
内
裏
へ
参
り
給
は
ず
は
父
母
の
恩
、

我
れ
を
は
じ
め
一
門
あ
ま
た
の
栄
華
を
さ
ま
た
げ
給
ふ
も
衆
生
の
恩
、
こ
れ

ら
を
背
き
給
ひ
、
真
の
道
に
入
り
、
浄
土
を
ね
が
い
給
ふ
と
も
、
後
生
は
無

間
の
く
る
し
み
を
う
け
、
多
生
曠
劫
は
ふ
る
と
も
、
若
君
に
生
ま
れ
あ
ひ
給

ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。」 

と
、「
四
つ
の
恩
」
を
挙
げ
て
姫
君
を
説
得
す
る
。
こ
の
本
文
に
類
似
す
る
記

述
が
、『
平
家
物
語
』
巻
二
「
教
訓
状
」
に
見
ら
れ
る
。（
注
９
） 

「
ま
づ
世
に
四
恩
候
。
天
地
の
恩
、
国
王
の
恩
、
父
母
の
恩
、
衆
生
の
恩
、

是
な
り
。
其
な
か
に
尤
も
重
き
は
朝
恩
な
り
。
」 

後
白
河
法
皇
を
軟
禁
し
よ
う
と
試
み
た
平
清
盛
を
、
嫡
子
の
重
盛
が
諫
め
る
場
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面
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
源
平
盛
衰
記
』
の
同
場
面
に
も
（
注
１
０
）、 

「
先
世
に
四
恩
と
云
事
あ
り
、
諸
経
の
説
相
不
同
に
、
内
外
の
存
知
各
別
也

と
云
ど
も
、
且
く
心
地
観
経
を
見
候
に
、
一
に
は
天
地
恩
、
二
に
は
国
土
恩
、

三
に
は
父
母
恩
、
四
に
は
衆
生
恩
是
也
。
以
知
之
人
倫
と
し
、
不
知
を
以
て

鬼
畜
と
す
。
其
中
に
尤
重
き
は
朝
恩
也
。
普
天
之
下
、
莫
非
王
土
、
卒
土
之

浜
莫
非
王
臣
、
さ
れ
ば
彼
頴
川
の
水
に
耳
を
洗
き
、
首
陽
山
に
蕨
を
折
け
る

賢
臣
も
、
勅
命
の
難
背
礼
儀
を
ば
存
と
こ
そ
承
れ
。」 

と
あ
り
、
本
書
を
含
め
て
、
い
ず
れ
も
朝
廷
を
疎
か
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と

説
得
す
る
場
面
と
し
て
共
通
し
て
い
る
。
（
注
１
１
） 

 

以
上
の
三
点
か
ら
、
本
書
に
は
「
軍
記
用
語
と
し
て
の
仏
教
用
語
」
が
多
く

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
本
書
は
、『
平
家

物
語
』
を
初
め
と
し
た
軍
記
物
語
の
本
文
を
下
敷
き
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る

可
能
性
も
一
考
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
野
見
山 
亜
沙
美
） 

 

四
、
「
夢
物
語
」
の
特
徴 

 

本
書
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
と
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
を
比
較
す
る
と
、

ま
ず
そ
の
本
文
の
量
に
関
し
、
本
書
は
圧
倒
的
に
短
い
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
一
面
の
字
数
や
枚
数
を
同
様
に
比
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
は
一
冊
で
は
あ
る
も
の
の
四
一
丁
を
有
し
、
お
よ
そ
一

七
〇
〇
〇
字
程
度
。
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
は
大
型
奈
良
絵
本
三
冊
で
、
字
数

と
し
て
は
お
よ
そ
二
五
〇
〇
〇
字
程
度
。
そ
れ
に
対
し
本
書
は
、
一
一
〇
〇
〇

字
に
も
満
た
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
二
書
に
比
べ
て
描
写
の
簡
略
さ
が
目
立
つ
。

冒
頭
部
か
ら
最
初
の
二
～
三
丁
あ
た
り
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
次
第
に
梗
概

本
的
な
傾
向
を
持
つ
。
当
初
親
た
ち
に
も
知
ら
れ
ず
あ
め
わ
か
ひ
こ
と
契
り
を

結
び
、
妹
姫
が
帝
か
ら
の
入
内
の
仰
せ
の
手
紙
に
返
歌
し
た
こ
と
に
対
し
、
あ

め
わ
か
ひ
こ
が
恨
み
を
述
べ
る
場
面
で
、
本
書
で
は
、 

「
い
か
に
や
、
君
、
さ
し
も
我
が
申
せ
し
事
も
、
み
な
い
た
づ
ら
に
な
し
給

ふ
も
の
か
な
。
今
は
何
を
か
つ
つ
み
参
ら
す
べ
き
。
君
は
昔
、
王
に
て
お
は

せ
し
な
り
。
我
れ
は
空
の
あ
め
わ
か
ひ
こ
な
り
。
そ
の
時
契
り
深
く
し
て
、

御
身
下
界
に
生
ま
れ
給
へ
ば
、
今
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ど
も
、
去
年

の
秋
、
八
月
十
五
夜
の
こ
と
な
り
し
に
、
琴
の
音
の
あ
ま
り
に
お
も
し
ろ
く

た
え
が
た
き
に
ひ
か
れ
て
、
浮
世
の
契
り
と
な
り
ぬ
。
さ
れ
ど
も
、
御
身
后

に
た
ち
給
ふ
べ
き
に
定
ま
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
後
参
る
事
あ
る
べ
か
ら

ず
。
御
な
ご
り
は
数
々
惜
し
け
れ
ど
も
、
今
申
し
て
帰
る
な
り
」
（
五
丁
裏

～
六
丁
表
） 

と
、
自
分
は
あ
め
わ
か
ひ
こ
で
あ
る
と
す
ぐ
に
名
乗
っ
て
い
る
（
本
稿
「
二
、

和
歌
の
比
較
」
参
照
）
。
他
の
二
書
の
本
文
を
更
に
簡
略
に
し
て
い
る
よ
う
な

文
と
言
え
よ
う
。 

加
え
て
特
に
姉
の
大
君
に
関
す
る
描
写
・
登
場
場
面
は
極
端
に
少
な
い
。
姉

が
い
る
こ
と
は
冒
頭
部
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
妹
姫
が
あ
め
わ
か
ひ
こ
と
通
じ

た
た
め
、
妹
に
代
わ
っ
て
入
内
す
る
。
帝
が
美
貌
の
評
判
高
い
妹
姫
と
思
い
、

入
内
し
た
姉
姫
を
垣
間
見
す
る
場
面
で
、 

 

「
か
く
て
内
裏
へ
入
ら
せ
給
へ
ば
、
帝
は
よ
ろ
こ
び
限
り
な
か
り
け
り
。
灯 

火
の
白
き
光
に
御
覧
ず
れ
ば
、
こ
の
聞
こ
し
め
し
た
る
ご
と
く
に
も
あ
ら

ず
、
歳
の
こ
ろ
も
二
つ
三
つ
ば
か
り
は
す
ぎ
て
お
ぼ
し
め
し
、
こ
れ
を
ば
い

か
な
る
も
の
か
、
類
あ
ら
じ
と
は
申
し
は
じ
め
け
む
、
と
御
心
の
う
ち
に
お

ぼ
し
め
し
な
が
ら
、
…
」 

と
あ
る
程
度
だ
が
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
で
は 

「
御
か
く
れ
て
御
ら
ん
す
る
に
、
わ
さ
と
せ
う
き
や
う
て
ん
に
つ
ほ
ね
を
た

て
ら
れ
て
此
あ
り
さ
ま
を
御
ら
ん
す
れ
は
、
女
は
う
た
ち
八
十
よ
人
、
さ
う
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に
な
み
た
ち
て
さ
う
に
き
ち
や
う
を
さ
し
か
く
し
、
か
し
つ
き
入
た
て
ま
つ

る
。
み
か
と
は
と
も
し
ひ
し
ろ
く
な
り
け
れ
は
、
御
め
も
あ
へ
す
御
ら
ん
す

る
に
、
き
ち
や
う
の
ひ
ま
よ
り
御
ら
ん
し
け
れ
ば
、
御
く
し
は
た
け
に
二
す

ん
は
か
り
あ
ま
り
て
、
御
た
け
す
こ
し
た
は
や
か
に
、
御
く
し
の
か
ゝ
り
あ

ら
／
＼
し
く
そ
み
え
た
り
け
る
。
み
か
と
は
、
『
あ
な
あ
さ
ま
し
や
。
な
に

と
見
え
つ
る
事
そ
や
。
』
と
お
ほ
し
め
し
、
き
ち
や
う
の
う
ち
に
た
ち
入
て

御
ら
ん
す
れ
と
も
、
き
ゝ
つ
る
や
う
に
は
ま
し
ま
さ
す
。
」 

と
几
帳
の
隙
よ
り
垣
間
見
た
姉
姫
の
器
量
を
具
体
的
に
記
述
し
、
帝
の
懐
疑
的

な
心
情
に
至
る
経
緯
を
丁
寧
に
描
写
し
て
い
る
。
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
で
も
、

何
度
も
父
親
が
「
御
か
た
ち
お
と
り
給
へ
ば
」
「
い
も
う
と
に
お
と
り
給
御
か

た
ち
」
と
嘆
き
、
帝
の
対
面
の
場
で
も
、 

「
い
よ
／
＼
御
心
も
た
へ
さ
せ
給
ひ
て
、
ゆ
か
し
く
お
ほ
し
、
き
ち
や
う
の

は
つ
れ
よ
り
、
の
そ
き
給
へ
は
、
御
た
け
の
ほ
と
す
こ
し
た
か
く
、
御
く
し

は
御
た
け
に
二
し
や
く
は
か
り
あ
ま
り
て
、
す
こ
し
御
く
し
の
か
ゝ
り
あ
ら

ら
か
に
、
か
ね
て
お
ほ
し
め
し
つ
る
に
た
か
ひ
た
る
心
ち
し
て
、
『
ふ
し
き

や
。
さ
れ
は
日
比
聞
し
人
な
る
に
や
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
。
』
と
ふ
し
き
に

お
ほ
し
め
し
て
、
な
を
い
そ
き
御
け
ん
さ
ん
あ
り
て
、
そ
れ
と
も
お
ほ
し
め

す
な
を
す
御
こ
と
も
な
し
。
」 

と
あ
る
。 

だ
が
何
よ
り
も
大
き
な
相
違
と
し
て
特
出
す
べ
き
点
は
、
慶
応
義
塾
図
書
館

蔵
本
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
本
、
そ
し
て
室
町
時
代
物
語
大
成
の
『
雨
若
み
こ
』

（
注
１
２
）
も
、
帝
に
入
内
を
勧
め
ら
れ
て
も
応
じ
ず
、
結
局
姉
を
疎
ん
じ
た

帝
で
は
な
く
東
宮
に
入
内
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
で

は
、
院
と
な
っ
た
帝
は
、
新
帝
（
東
宮
）
が
こ
の
妹
姫
を
寵
愛
す
る
の
を
「
い

と
く
や
し
く
そ
お
ほ
し
け
る
」
と
し
、
そ
の
後
出
家
し
修
行
に
勤
し
み
、
即
身

成
仏
を
遂
げ
る
。
新
院
は
そ
れ
を
聞
き
「
御
か
と
に
こ
の
よ
し
申
た
ま
へ
ば
、

御
い
と
お
し
く
あ
は
れ
に
て
、
御
な
み
た
せ
き
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
」
と
嘆
く
。

そ
の
後
帝
と
の
間
に
多
く
の
皇
子
皇
女
を
設
け
、
夫
の
院
の
崩
御
後
天
か
ら
あ

め
わ
か
み
こ
と
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
子
に
迎
え
ら
れ
、
昇
天
す
る
。 

と
こ
ろ
が
「
夢
物
語
」
で
は
、
妹
姫
は
帝
と
結
婚
し
帝
崩
御
後
、
あ
め
わ
か

ひ
こ
や
そ
の
忘
れ
形
見
と
の
再
会
を
願
い
つ
つ
も
、
往
生
を
遂
げ
て
い
る
。
妹

姫
が
あ
め
わ
か
ひ
こ
と
の
間
に
男
児
を
生
ん
だ
後
、
帝
が
そ
の
美
し
い
器
量
の

噂
を
聞
き
、
改
め
て
妹
姫
の
入
内
を
望
む
の
だ
が
、
妹
姫
の
父
大
臣
は
躊
躇
し

「
姫
も
ろ
と
も
真
の
道
に
入
ら
む
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
思
ひ
よ
か
ら
ず
」
と

帝
の
使
者
で
あ
る
息
子
の
頭
中
将
に
返
答
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
頭
中
将
は
、 

「
姫
ば
か
り
御
子
に
て
か
く
申
す
、
中
将
は
御
子
あ
ら
ず
や
。
う
き
世
も
の 

の
平
等
な
る
を
ば
、
親
あ
ま
た
の
子
を
思
ふ
が
ご
と
し
と
こ
そ
申
し
候
へ
。 

我
れ
を
こ
そ
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
姫
を
お
ぼ
し
め
し
候
は
ば
、
后
に
た
給 

ひ
、
雲
井
の
御
住
ま
い
、
な
に
か
お
ぼ
し
め
す
御
事
の
候
べ
き
。
そ
の
う
へ 

う
き
世
を
い
と
ひ
、
真
の
道
に
入
ら
せ
給
ふ
と
も
、
王
土
に
ま
し
ま
し
な
が 

ら
宣
旨
を
背
き
給
ふ
べ
き
か
」 

と
帝
の
宣
旨
を
背
く
こ
と
を
憂
い
、
親
を
説
得
す
る
。
ま
た
そ
の
後
、
中
将
は

西
の
対
に
行
き
、
妹
姫
の
説
得
に
赴
く
。
妹
姫
は
あ
め
わ
か
ひ
こ
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
承
諾
せ
ず
出
家
を
願
い
出
る
。
そ
の
妹
姫
を
中
将
は
、 

「
い
か
に
、
た
し
か
に
聞
き
給
へ
。
人
間
に
生
を
う
く
る
身
は
必
ず
四
つ
の

恩
を
受
く
る
な
り
。
天
地
の
恩
、
国
王
の
恩
、
父
母
の
恩
、
衆
生
の
恩
こ
れ

な
り
。
宣
旨
を
背
き
給
は
ば
国
王
の
恩
、
内
裏
へ
参
り
給
は
ず
は
父
母
の
恩
、

我
れ
を
は
じ
め
一
門
あ
ま
た
の
栄
華
を
さ
ま
た
げ
給
ふ
も
衆
生
の
恩
、
こ
れ

ら
を
背
き
給
ひ
、
真
の
道
に
入
り
、
浄
土
を
ね
が
い
給
ふ
と
も
、
後
生
は
無

間
の
く
る
し
み
を
う
け
、
多
生
曠
劫
は
ふ
る
と
も
、
若
君
に
生
ま
れ
あ
ひ
給
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ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」 

と
妹
姫
を
説
得
す
る
。
こ
の
場
面
は
、
本
稿
「
三
、
軍
記
物
語
と
の
関
係
」
で

示
し
た
よ
う
に
、
『
平
家
物
語
』
（
巻
二 

教
訓
状
）
で
重
盛
が
清
盛
に
諭
す

場
面
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
中
将
の
説
得
の
場
面
は
、
他
本
に
は
な
く
独
自

の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
何
よ
り
「
王
土
」
「
国
王
の
恩
」
と
天
皇
に
対
す
る

畏
敬
の
念
が
興
味
深
い
。
そ
の
後
説
得
に
応
じ
妹
姫
は
入
内
し
、
帝
と
の
間
に

多
数
の
皇
子
皇
女
を
産
み
、
右
大
臣
一
族
は
繁
栄
す
る
。
後
三
十
三
年
と
い
う

年
月
が
流
れ
、
帝
は
崩
御
す
る
。
妹
姫
は
女
院
と
な
り
、
南
殿
で
花
を
眺
め
て

い
る
と
、
天
か
ら
玉
の
御
輿
が
下
り
迎
え
が
来
る
が
、
女
院
に
対
し
「
御
身
は

凡
不
夫
に
け
が
れ
給
へ
ば
、
思
ふ
に
か
ひ
な
し
」
と
述
べ
て
、
輿
は
そ
の
ま
ま

天
に
戻
る
。
そ
し
て
巻
末
部
分
は
、 

「
そ
れ
よ
り
御
心
例
な
ら
ず
。
あ
る
日
の
暮
れ
ほ
ど
に
往
生
を
と
げ
給
ふ
。
不

思
議
の
御
事
ど
も
な
り
し
。
さ
れ
ば
春
の
花
は
木
末
に
か
う
ば
し
く
に
ほ
ひ
、

四
方
に
薫
ず
と
い
へ
ど
も
、
三
七
日
に
嵐
に
木
末
を
わ
か
る
、
秋
の
月
ほ
が

ら
か
な
り
と
い
へ
ど
も
、
別
離
の
雲
に
か
く
れ
や
す
し
。
た
れ
か
ひ
と
り
と

し
て
の
こ
り
と
ど
ま
る
べ
き
、
生
死
ま
ま
な
る
べ
き
に
、
如
来
も
末
代
の
衆

生
の
た
め
、
跋
堤
河
の
ほ
と
り
に
て
涅
槃
を
あ
ら
は
し
給
ふ
。
電
光
朝
露
の

理
を
知
り
ね
が
ふ
べ
き
は
、
た
だ
後
生
な
り
け
り
。
」 

と
、
仏
教
用
語
を
駆
使
し
な
が
ら
ま
と
め
て
あ
る
。 

 

ま
と
め 

以
上
、
主
に
三
書
を
中
心
に
比
較
し
た
が
、
『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
歌
と
類
似

す
る
和
歌
二
首
と
詞
書
中
の
和
歌
の
一
部
を
含
む
三
書
で
あ
っ
て
も
、
本
文
や

内
容
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
歌
を
含
む
と
い
う
だ
け
で
『
夢
ゆ
ゑ
物
思

ふ
』
に
近
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

特
に
本
書
の
「
数
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
井
の
桜
花
心
の
ま
つ
も
か
ひ
や
な
か
ら

む
」
の
姫
君
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
第
二
句
「
桜
花
」
と
す
る
と
、
歌
意
は
「
物

の
数
で
が
な
い
私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
宮
中
の
桜
花
（
妃
）
と
の
ご
要
望
に

対
し
、
お
待
ち
に
な
る
甲
斐
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」
と
、
「
桜
花
」
は
帝

の
妃
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
帝
の
歌
は
、
藤
色
の
紙
に
歌
を
し
た
た
め
「
藤

波
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
藤
花
よ
り
季
節
が
遡
る
「
桜
花
」
を

返
歌
に
示
す
の
は
上
手
な
歌
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
藤
」
と
「
松
」
は

取
り
合
わ
せ
と
し
て
詠
ま
れ
る
歌
は
多
い
（
注
１
３
）
が
、
「
桜
」
と
「
松
」

の
取
り
合
わ
せ
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
注
１
４
）
。
だ
が
帝
は
「
帝
、
文
御

覧
じ
て
、
あ
ら
う
つ
く
し
の
筆
の
跡
、
文
字
の
並
び
や
そ
の
姿
も
あ
ら
は
れ
、

御
心
も
い
そ
が
れ
給
へ
り
」
と
感
動
し
て
い
る
。 

ま
た
『
風
葉
和
歌
集
』
（
雑
一
・
一
一
八
一
）
の
詞
書
は
、
「
常
葉
院
の
御

位
の
と
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
物
語
中
で
院
と
帝
が
両
立
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
他
本
も
、
妹
姫
は
姉
を
疎
ん
じ
た
帝
で
は
な
く
新
帝

（
東
宮
）
の
后
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
「
夢
物
語
」
と
は
相
違
し
て
い
る
。 

類
似
し
た
内
容
の
中
世
小
説
が
多
数
存
す
る
こ
と
か
ら
も
、
『
夢
ゆ
ゑ
物
思

ふ
』
の
改
作
本
は
多
数
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
夢
物
語
」
と
い
う
書
名

や
、
類
似
す
る
和
歌
を
二
首
と
詞
書
中
の
歌
語
一
首
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

も
、『
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
』
と
関
連
が
あ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
直
接
の
改

作
本
と
言
う
よ
り
も
、
改
作
本
の
梗
概
本
あ
た
り
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。『
夜
の
寝
覚
』
の
改
作
本
で
あ
る
『
中
村
本 

夜
の
寝
覚
』
の
よ
う

に
、
冒
頭
部
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
も
、
結
末
部
は
そ
の
改
作
期
の
時
代
の
好

み
を
察
知
し
、
異
な
っ
て
い
っ
た
の
と
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
夢
物
語
」
の
成
立
時
期
が
い
つ
と
は
見
当
は
つ
か
な
い
も
の
の
、
他
本
よ

り
も
軍
記
の
用
語
や
仏
教
用
語
が
多
い
点
な
ど
が
そ
の
手
が
か
り
と
言
え
る
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で
あ
ろ
う
。
（
米
田 

明
美
） 

 

注 １
、 

野
見
山
亜
沙
美
・
竹
内
彩
・
北
村
麻
里
「
『
夢
物
語
』
翻
刻
と
鑑
賞
本
文
」

『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集 

第
１５
号
』
（
二
〇
一
七
年 

三
月
）。 

２
、『
夢
物
語
』
と
い
う
書
名
を
も
つ
も
の
は
、『
国
書
総
目
録
』
に
「
寛
文
十

年
書
籍
目
録
」
に
仮
名
草
子
二
冊
と
あ
る
。
「
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
集 

１
４
・
１
５
」
（
一
九
七
八
年
十
月
・
一
九
七
九
年
三
月
）
に
小
川
武
彦

に
よ
り
翻
刻
さ
れ
て
い
る
同
名
の
書
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
が
、
本
書

と
は
全
く
別
内
容
で
あ
る
。 

３
、
勝
俣
隆
「
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
雨
わ
か
み
こ
』
の
翻
刻
及
び
解
題
」『
新

居
浜
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
（
人
文
科
学
編
）
』
第
一
九
巻 

（
一
九

八
三
年
）。
同
「
中
世
小
説
『
あ
め
わ
か
み
こ
』
の
本
文
に
関
す
る
一
考

察
―
慶
応
大
学
蔵
『
雨
わ
か
み
こ
』
に
つ
い
て
―
」『
静
岡
大
学
人
文
学

部
国
文
談
話
会
２６
』
（
一
九
八
〇
年
一
二
月
）
。 

４
、
勝
俣
隆
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
あ
め
わ
か
み
こ
』
の
翻
刻
と
解
題
」

『
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
』
（
一
九
八
九
年
三
月
）。 

５
、
『
風
葉
和
歌
集
』
の
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。 

６
、
注
３
注
４
参
照
。 

７
、
注
４
に
同
じ
。 

８
、『
義
経
記
』
や
『
全
発
句
』
に
は
、「
医
王
山
」
や
「
医
王
寺
」
の
よ
う
な

地
名
や
寺
院
名
と
し
て
例
が
見
ら
れ
る
。 

９
、
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４
５ 

平
家
物
語
１
（
小
学
館 

１

９
９
４
年
）
』
か
ら
抜
粋
し
た
。 

１
０
、
『
源
平
盛
衰
記
』
国
民
文
庫
刊
行
会 

１
９
１
０
年 

１
１
、
前
述
し
た
「
王
土
」
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
四
丁
裏
の
「
車

を
一
条
へ
と
ば
せ
ら
る
る
」
と
い
う
表
現
も
、『
平
家
物
語
』
巻
二
の

同
場
面
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

１
２
、
横
山
重
・
松
本
隆
信
「
雨
若
み
こ
（
寛
永
写
本
） 

赤
木
文
庫
蔵
」『
室

町
時
代
物
語
大
成 

第
二
』（
一
九
六
九
年
二
月 

角
川
書
店
）。 

１
３
、
辛
島
正
雄
「
あ
め
わ
か
み
こ
往
還
―
御
伽
草
子
「
あ
め
わ
か
み
こ
」
と 

 

 
 

 

そ
の
源
流
―
『
説
話
論
集 

第
八
集 

絵
巻
・
室
町
物
語
と
説
話
』（
一

九
七
五
年
三
月 

清
文
堂
出
版
）。 

１
４
、「
守
覚
法
親
王
集
」
一
首
の
み
で
あ
る
。 
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【
和
歌
一
覧
表
】 

 

『
夢
物
語
』 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  

く
ま
も
な
き
月
の
ひ
か
り
に
さ
そ
は
れ
て
空
に
な

り
ゆ
く
わ
か
こ
ゝ
ろ
か
な 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
も
ふ
か
し
こ
の
世
に
て
二
た

ひ
君
に
め
く
り
あ
ひ
け
り 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
は
し
ら
す
こ
の
世
に
て
か
ゝ

る
う
き
き
め
に
た
れ
か
あ
ふ
へ
き 

人
し
れ
す
い
ま
や
〳
〵
と
あ
ふ
こ
と
を
心
の
す
ゑ

に
か
ゝ
る
ふ
し
な
み 

か
す
な
ら
ぬ
身
に
は
く
も
ゐ
の
さ
く
ら
花
心
の
ま

つ
も
か
い
や
な
か
ら
む 

わ
す
る
な
よ
し
の
ふ
の
ふ
し
は
露
け
き
と
見
は
て

ぬ
夢
の
の
こ
る
か
た
み
を 

な
に
せ
む
と
わ
す
れ
か
た
み
の
の
こ
る
ら
む
い

と
ゝ
し
の
ふ
の
露
の
し
け
さ
に 

是
や
さ
は
か
き
り
な
る
へ
き
む
は
玉
の
夜
〳
〵
み

つ
る
夢
の
か
よ
ひ
ち 

 
 

東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
あ
め
わ
か
み
こ
』 

く
ま
も
な
き
月
の
な
こ
り
に
さ
そ
は
れ
て
心
は
空

に
な
り
に
け
る
か
な 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
も
ふ
か
し
此
世
に
て
ふ
た
た

ひ
き
み
に
め
く
り
あ
ひ
ぬ
る 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
は
し
ら
し
此
世
に
て
か
ゝ
る

う
き
め
の
う
ち
ゑ
し
ら
し
な 

人
し
れ
す
い
ま
や
〳
〵
と
あ
ふ
さ
か
の
こ
ゝ
ろ
の

ま
つ
に
か
ゝ
る
ふ
し
な
み 

か
す
な
ら
ぬ
身
に
は
お
も
ひ
の
ふ
し
の
花
ま
つ
ふ

く
う
ら
に
か
い
や
な
か
ら
ん 

わ
す
る
な
よ
し
の
ふ
の
草
の
つ
ゆ
け
く
と
見
は
て

ぬ
夢
の
か
た
み
と
も
み
よ 

な
に
し
に
か
わ
す
れ
か
た
み
を
の
こ
す
覧
い
と
ゝ

し
の
ふ
の
つ
ゆ
の
し
け
き
に 

こ
れ
や
こ
の
か
き
り
な
る
ら
ん
む
は
玉
の
よ
る
〳

〵
か
よ
ふ
夢
の
か
よ
ひ
ち 

夢
に
た
に
見
え
こ
ぬ
人
の
う
つ
り
か
の
何
と
て
ふ

か
く
身
に
は
し
む
ら
ん 

慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
雨
わ
か
み
こ
』 

く
ま
も
な
き
月
の
ひ
か
り
に
さ
そ
わ
れ
て
こ
ゝ
ろ

は
そ
ら
に
な
り
に
け
る
か
な 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
も
ふ
か
し
こ
の
よ
に
て
ふ

た
ゝ
ひ
き
み
に
め
く
り
あ
ひ
ぬ
る 

い
に
し
へ
の
ち
き
り
は
し
ら
す
こ
の
よ
に
て
か
く

う
き
こ
と
の
ゆ
く
ゑ
あ
ら
し
を 

人
し
れ
す
い
ま
や
〳
〵
と
あ
ふ
事
の
こ
ゝ
ろ
の
ま

つ
に
か
ゝ
る
ふ
ち
な
み 

か
す
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
井
の
ふ
ち
の
花
こ
ゝ
ろ
の

ま
つ
も
か
ひ
や
な
か
ら
ん 

わ
す
る
な
よ
し
の
ふ
の
く
さ
の
つ
ゆ
け
く
と
見
は

て
ぬ
ゆ
め
の
か
た
み
と
も
せ
よ 

な
に
し
せ
ん
わ
す
れ
か
た
み
の
の
こ
る
ら
ん
い

と
ゝ
し
の
ふ
は
つ
ゆ
の
し
け
き
に 

こ
れ
や
さ
は
か
き
り
な
る
ら
ん
む
は
た
ま
の
よ
な

〳
〵
み
ゆ
る
ゆ
め
の
か
よ
ひ
ち 
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『
夢
物
語
』 

 
⑨ ⑩ ⑪ 

  
⑫ ⑬ 

   
 か

た
ら
は
む
こ
と
を
い
そ
く
に
ほ
と
ゝ
き
す
お
も

は
ぬ
枝
に
し
の
ひ
ね
や
な
く 

あ
ひ
み
て
は
う
れ
し
か
る
へ
き
今
朝
な
れ
と
暮
ま

つ
ほ
と
そ
く
る
し
か
り
け
る 

な
に
か
さ
て
く
れ
ま
つ
ほ
と
を
な
け
く
へ
き
あ
け

た
に
は
て
ゝ
か
へ
る
心
に 

 
 

 
 あ

ま
の
川
い
か
に
ち
き
り
し
な
か
な
れ
は
年
に
一

た
ひ
あ
ふ
せ
な
る
ら
む 

夢
に
の
み
お
も
ひ
た
と
り
て
や
み
し
み
の
け
ふ
あ

ら
は
る
ゝ
す
か
た
と
も
み
よ 

 
 

 
 

東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
あ
め
わ
か
み
こ
』 

 
 か

た
ら
は
ん
こ
と
を
は
い
そ
く
に
時
鳥
を
も
は
ぬ

か
た
に
し
の
ひ
ね
や
な
く 

あ
ひ
み
て
は
う
れ
し
か
る
へ
き
け
さ
な
れ
と
く
れ

ま
つ
ほ
と
そ
く
る
し
か
り
け
り 

な
に
か
そ
の
く
れ
ま
つ
程
を
な
け
く
へ
き
明
た
に

は
て
ゝ
か
へ
る
こ
ゝ
ろ
に 

夢
な
ら
は
ゆ
め
に
も
や
ま
て
あ
さ
ま
し
や
こ
は
い

か
な
り
し
わ
す
れ
か
た
み
そ 

こ
と
の
葉
を
さ
そ
ふ
あ
ら
し
に
し
ら
せ
は
や
わ
れ

も
此
世
に
あ
れ
は
つ
る
身
を 

天
川
い
か
に
ち
き
れ
る
な
か
な
れ
は
と
し
に
一
度

あ
ふ
せ
な
る
覧 

夢
と
の
み
お
も
ひ
て
き
り
の
す
き
枕
け
ふ
あ
ら
は

る
ゝ
す
か
た
と
も
見
よ 

う
ら
め
し
や
な
と
お
と
つ
れ
の
な
か
る
ら
ん
こ
は

な
に
事
に
な
れ
る
我
身
そ 

 
 

慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
雨
わ
か
み
こ
』 

う
つ
ゝ
に
は
お
も
か
け
は
か
り
か
へ
る
と
も
こ
ゝ

ろ
は
き
み
に
そ
ふ
か
と
も
し
き 

か
た
ら
は
ん
事
を
い
そ
く
に
ほ
と
ゝ
き
す
お
も
は

ぬ
え
た
に
し
の
ひ
ね
や
な
く 

あ
ひ
見
て
は
う
れ
し
か
る
へ
き
け
さ
な
れ
は
く
れ

ま
つ
ほ
と
そ
く
る
し
か
り
け
る 

な
に
か
そ
の
く
れ
ま
つ
ほ
と
を
な
け
く
へ
き
あ
け

た
に
は
て
ゝ
か
へ
る
こ
ゝ
ろ
に 

ゆ
め
な
ら
は
ゆ
め
に
て
や
ま
て
あ
さ
ま
し
や
こ
は

い
か
な
り
し
わ
す
れ
か
た
み
を 

 
 あ

ま
の
川
い
か
に
ち
き
り
し
な
か
な
れ
は
と
し
に

一
た
ひ
あ
ふ
せ
な
る
ら
ん 

ゆ
め
と
の
み
お
も
ひ
た
と
り
て
や
み
に
し
に
け
ふ

あ
ら
は
る
ゝ
す
か
た
を
も
み
よ 

 
 あ

ふ
に
こ
そ
身
を
か
ふ
な
れ
は
い
た
つ
ら
に
こ
は

な
に
事
に
な
れ
る
わ
か
身
そ 


