
藤
井
本
系
『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
の
一
考
察

1
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
の
位
置
と
挿
絵
の
関
係
　
－

伊

　

藤

　

学

　

人

は
　
じ
　
め
　
に

『
住
普
物
語
』
は
伝
本
の
多
い
こ
と
と
異
本
の
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
よ
く
行
わ
れ
る
の
が
、
A
本
と
B
本
の
本
文
を
比
摸
し
て
、
「
こ

こ
が
こ
う
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
改
作
者
が
こ
れ
こ
れ
の
意
図
を
も
っ
て
改
作

し
た
か
ら
だ
」
と
い
う
種
負
の
論
で
あ
る
。

『
住
吉
物
語
』
の
多
く
の
異
本
を
こ
の
パ
タ
ー
ソ
で
説
明
し
よ
う
と
思
え

ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
的
を
射

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
限
ら
れ
た
視
野
の
中
で
の
み
考
察
す
る
と
、
か
え
っ

て
事
実
を
見
失
う
場
合
も
あ
る
と
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

友
久
武
文
氏
に
よ
れ
ば
、
『
住
吉
物
語
』
諸
本
は
少
く
と
も
一
八
系
統
に
分

（1）

類
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
で
ゆ
く
と
、
少
く
と
も
一
八

人
の
＜
一
定
の
見
識
を
も
つ
改
作
者
＞
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

な
ぜ
『
住
吉
物
語
』
に
限
っ
て
そ
の
よ
う
に
多
く
の
＜
見
識
あ
る
改
作
者
＞
が

輩
出
し
た
の
か
。
あ
ま
り
に
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
も
そ
も
、
そ
れ
以
前
に
、
A
本
と
B
本
を
比
較
す
る
と
し
て
、
両
本
に
直

接
関
係
が
あ
る
（
と
推
測
さ
れ
る
）
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
諸
本
の
関
係
が
分

明
で
な
い
現
状
で
は
、
短
絡
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
A
本
と
B
本

の
問
に
C
本
が
介
在
す
る
と
す
れ
ば
、
A
本
と
B
本
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
比
摸
し

て
一
体
何
程
の
意
味
が
あ
る
の
か
…
…
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
も
た
れ
る

の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
『
住
吉
物
語
』
が
主
に
絵
巻
・
奈
良
絵
本
の
か
た
ち
で
享
受
さ
れ

た
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
異
本
発
生
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
推
測
し
　
l

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
机
上
で
一
字
一
句
の
差
異
を
検
討
す
る
の
で
は
　
1
4

な
く
、
広
く
文
化
史
的
背
景
に
目
く
ぼ
り
を
し
、
で
き
る
だ
け
無
理
の
な
い
自
一

然
な
か
た
ち
で
諸
本
の
伝
流
を
説
明
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
些
細
な
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
若
干

の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

少
将
は
姫
君
の
噂
を
耳
に
し
、
筑
前
と
い
う
女
を
使
っ
て
文
を
出
る
。

は
っ
し
ぐ
れ
け
ふ
ふ
り
そ
む
る
も
み
ぢ
ば
の

い
ろ
の
ふ
か
さ
は
お
も
ひ
し
れ
と
ぞ

（
成
田
図
書
館
本
－
以
下
、
成
田
本
－
に
よ
る
。

表
記
は
私
意
に
よ
っ
て
改
め
た
。
以
下
同
様
。

し
か
し
、
姫
君
は
「
孜
う
ち
赤
め
て
、
と
か
く
聞
こ
え
給
は
」
な
か
っ
た
の



で
、
少
将
は
、

い
よ
い
よ
心
そ
ら
に
な
り
て
、
「
初
め
は
さ
の
み
こ
そ
は
。
ま
た
ま
た
も

聞
こ
え
さ
せ
よ
。
こ
の
こ
と
叶
へ
た
ら
ば
、
こ
の
世
な
ら
ず
こ
そ
思
は

め
」
と
の
た
ま
へ
は
、
（
筑
前
）
「
か
や
う
の
こ
と
は
、
年
ま
か
り
老
い
ぬ

れ
ば
、
す
き
ず
き
し
き
さ
ま
に
侍
れ
ど
も
、
君
の
か
く
お
ぼ
し
め
し
お
は

せ
ら
る
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
で
お
ろ
か
に
は
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
う
れ

し
き
こ
と
と
て
、
ま
た
文
書
き
て
た
び
け
れ
ば
、
筑
前
取
り
て
侍
従
（
姫

君
の
乳
母
子
）
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
…
…
。
　
　
　
　
　
　
（
成
田
本
）

と
、
再
び
文
を
贈
っ
た
。

成
田
本
に
は
そ
の
歓
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
多
く
の
伝
本
は
こ
こ
に
一
首

の
歌
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

は
ま
ち
ど
り
あ
と
ば
か
り
だ
に
し
ら
ね
ど
も

な
は
た
づ
ね
み
む
し
は
の
ひ
る
ま
を

（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
写
本
－
以
下
、
御
所
水
1
に
よ
る
。
）

と
い
う
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
流
布
本
系
か
ら
広
本
系
に
わ
た
る
多
く
の
伝
本
が
こ

の
位
虹
に
収
載
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
こ
の
前
は
お
返
事
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
今
度
こ
そ
は
と
思
い
ま
し
て
…
…
」
と
い
う
敬
意
か
ら
み
て
、
後

世
の
増
補
で
は
な
く
、
本
来
こ
こ
に
位
毘
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
部
の
伝
本
は
こ
の
歌
を
物
語
の
後
半
部
分
、
住
吉
へ
逃
避
し

た
姫
君
が
都
に
い
る
父
・
中
納
言
に
送
っ
た
長
歌
の
反
歌
と
し
て
載
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
理
図
書
館
所
蔵
・
藤
井
乙
男
旧
蔵
写
本
（
以
下
、

藤
井
本
）
、
古
活
字
本
、
無
窮
会
図
書
館
所
蔵
写
本
（
以
下
、
契
沖
本
）
な
ど

が
そ
れ
に
あ
た
る
。

し
か
し
、
一
方
、
尾
張
穂
川
家
所
蔵
の
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
な
ど
を
見
る
と
、

長
歌
の
反
歌
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
歌
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
も
ひ
や
れ
あ
さ
ぢ
が
ほ
ら
に
お
く
つ
ゆ
の

き
え
も
や
ら
れ
ぬ
た
び
の
け
し
き
を

継
母
の
好
計
を
逃
れ
、
住
吉
に
流
離
し
て
い
る
姫
君
の
心
情
を
吐
露
し
た
も

の
と
し
て
適
当
で
あ
り
、
こ
の
反
歌
を
も
つ
伝
本
も
多
い
（
臼
田
甚
五
郎
氏
所

蔵
写
本
、
住
吉
神
社
所
蔵
写
本
、
横
山
重
氏
所
蔵
絵
巻
な
ど
）
。
「
は
ま
ち
ど

り
」
の
歌
も
「
父
上
の
お
手
紙
を
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ま
た
折

を
み
て
御
連
絡
い
た
し
ま
す
」
の
意
に
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
が
、
「
は
ま
ち

ど
り
」
と
「
お
も
ひ
や
れ
」
の
二
首
を
反
歌
と
す
る
伝
本
が
見
出
せ
な
い
こ

と
、
多
く
の
系
統
の
伝
本
が
「
は
ま
ち
ど
り
」
を
少
将
の
歌
と
し
て
お
り
、
反

歌
と
し
て
載
せ
る
も
の
は
少
数
派
（
系
統
と
し
て
）
で
あ
る
こ
と
、
等
の
理
由

に
よ
り
、
や
は
り
「
お
も
ひ
や
れ
」
が
本
来
の
反
歌
で
あ
り
、
こ
れ
が
失
わ
れ
一

た
の
ち
に
本
来
は
少
将
の
歌
で
あ
っ
た
「
は
ま
ち
ど
り
」
が
取
っ
て
替
わ
っ
た
　
1
5

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
位
置
が
こ
の
よ
う
に
移
動
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
一
般
に
は
＜
一
定
の
見
識
を
も
つ
改
作
者
＞
を
設
定
し
て
、
そ
の
改

作
者
が
あ
る
意
図
の
も
と
に
改
作
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

成
田
本
と
藤
井
本
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
成
田
本
系
は
現
存
本
の

（2）

祖
本
に
最
も
近
く
、
諸
伝
本
は
こ
の
系
統
か
ら
派
生
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
多
く
の
伝
本
が
「
は
ま
ち
ど
り
」
を
少
将
の
歌
と
し
て
も
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
成
田
本
系
も
本
来
は
「
は
ま
ち
ど
り
」
を
少

将
の
歌
と
し
て
も
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
成
田
本
系
と
藤
井

水
の
表
面
上
の
大
き
な
差
異
は
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
位
提
だ
け
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
た
っ
た
一
首
の
歌
を
移
動
さ
せ
て
満
足
す
る
よ
う
な
＜
改
作



者
＞
は
想
像
の
し
ょ
う
が
な
い
の
で
、
右
の
よ
う
な
解
釈
は
ま
ず
成
り
立
た
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
か
も
っ
と
別
の
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で

あ
る
。上

述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
『
住
吉
物
語
』
が
絵
巻
・
奈
良
絵
本
と
し
て
伝

流
し
て
い
っ
た
こ
と
が
異
本
を
発
生
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の

で
、
こ
の
視
点
か
ら
右
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二

「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
を
反
歌
と
し
て
載
せ
る
伝
本
は
少
数
派
（
系
統
と
し

て
）
で
あ
る
が
、
流
布
本
系
（
藤
井
本
な
ど
）
と
広
本
系
（
契
沖
本
な
ど
）
に

ま
た
が
っ
て
い
る
。
成
立
順
か
ら
み
れ
ば
流
布
本
系
の
方
が
古
い
こ
と
は
ま
ず

間
違
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
藤
井
本
に
よ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

（3）

藤
井
本
の
系
統
は
お
そ
く
と
も
室
町
末
の
成
立
と
み
ら
れ
、
現
存
諸
本
の
中
で

も
古
い
部
類
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
最
も
古
態
を
残
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
成

田
本
に
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
も
っ
て
い
る
。

さ
て
、
筆
者
は
、
改
作
『
住
吉
物
語
』
の
原
本
は
絵
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
て

（

－

）

い
る
が
、
こ
の
原
本
が
順
次
転
写
さ
れ
て
ゆ
く
と
し
て
、
絵
巻
（
奈
良
絵
本
を

含
む
）
と
し
て
写
さ
れ
る
場
合
と
、
絵
を
除
い
て
写
本
と
し
て
写
さ
れ
る
場
合

の
二
通
り
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
現

状
が
写
本
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
粉
本
を
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
必
ず
絵
巻
に
た
ど

り
つ
く
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

現
存
諸
本
の
中
で
最
も
改
作
原
本
に
近
い
鎌
倉
期
の
絵
巻
の
本
文
が
成
田
本

に
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
成
田
本
が
A
成
田
木
系
の
絵
巻
V
の
詞

書
を
写
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
注
2
参
照
）
。
し
た
が

っ
て
、
成
田
本
と
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
も
つ
藤
井
本
も
、
同
じ
A
成
田
本
系

の
絵
巻
V
か
、
あ
る
い
は
A
成
田
本
の
粉
本
に
近
い
絵
巻
V
か
ら
出
て
い
る
も

の
と
推
測
し
得
る
。

こ
の
系
統
の
絵
巻
が
伝
流
し
て
い
っ
て
藤
井
本
に
至
る
と
し
て
、
藤
井
本
と

か
な
り
近
い
関
係
（
時
間
的
、
本
文
的
に
）
に
あ
る
絵
巻
（
藤
井
本
の
二
・
三

代
く
ら
い
前
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
以
下
、
藤
井
木
祖
本
と
呼
ぶ
）
の
成
立
時
期

が
一
体
い
つ
頃
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
の
問
題
と
な
る
。
「
は
ま
ち
ど

り
」
を
反
歌
と
す
る
も
の
が
少
数
派
で
あ
り
、
あ
ま
り
流
布
し
て
い
な
い
（
系

統
と
し
て
）
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
ほ
ど
時
代
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
藤
井
本
系
の
舐
山
本
が
室
町
末
の
成
立
と
み
ら
れ
る
の

で
、
そ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
お
よ
そ
室
町
中
後
期
と
い
う
と
こ
ろ
が
妥
当
な

線
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
中
後
期
と
い
え
ば
奈
良
絵
本
が
盛
ん
に

制
作
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
藤
井
木
祖
本
も
奈
良
絵
本
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
推
測
に
し
た
が
っ
て
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
問
題
を
考
え

て
み
た
い
。
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
干
盗

意
的
な
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
試
案
と
し
て
提
出
し
て
み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

三

「
は
ま
ち
ど
り
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
実

．
リ
ン
〃
ノ

は
こ
の
問
題
は
単
独
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
と
連
鎖

に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
筑
前
の
性
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
主
要
な
伝
本
に
つ
い
て
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
位
置
と

（5）

筑
前
の
性
別
の
関
係
を
一
覧
表
に
し
て
み
ょ
う
（
表
参
照
）
。
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筑 前 はまちどり
伝 本 名

類
別男 女 反歌と

して
少将の歌
として

○ ○ 藤 井 本

○ ○ 古活字本

○ ○ 掌軍医を＿

○ ○ 岩瀬A 本

○ ○ 白’田 本

○ ○ 住 吉 本

○ ○ 岩瀬B 本

○ ○ 契 沖 本 四

○ ○ 正 慶 本

五○ ○ 御 所 本

○ ○ 陽 明 本

○ ○ 大東急木

○ ○ 黄 銅 本 六

表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
は
ま
ち
ど
り
」
を
反
歌
と
す
る
本
は
必
ず
と
い

（6）

っ
て
よ
い
は
ど
筑
前
を
男
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
藤
井
本
で
は
、

右
大
臣
の
は
し
た
者
に
そ
ら
さ
へ
と
い
ふ
著
の
お
と
こ
に
て
あ
り
け
る
、

下
仕
へ
に
な
り
て
筑
前
と
聞
こ
ゆ
る
な
む
、
中
納
言
の
宮
の
世
ま
で
は
と

の
も
り
の
大
夫
と
い
ふ
者
の
男
に
て
侍
り
け
れ
ば
、
朝
夕
に
こ
の
姫
君
を

ば
見
聞
こ
え
け
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
誤
写
と
改
変
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
、
文
意
が
あ
ま
り
明
確

で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
も
筑
前
が
男
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は

疑
い
な
い
。
本
来
は
次
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。

右
大
臣
の
は
し
た
著
に
そ
ら
さ
え
と
い
ひ
け
る
が
、
お
と
な
に
な
る
ま
ま

に
筑
前
と
聞
こ
ゆ
る
な
む
、
中
納
言
の
姫
君
の
母
宮
の
家
司
に
て
と
の
も

り
の
大
夫
と
い
ひ
け
る
者
の
要
に
て
侍
り
け
れ
ば
、
朝
夕
に
こ
の
姫
君
を

見
聞
こ
え
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
田
本
）

こ
こ
で
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
ま
ず
「
お
と
な
」
が
「
お
と
こ
」
と
誤
写

さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
に
若
干
本
文
に
手
が
加
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
う
に
違
い
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
と
は
無
関
係
な
こ
と
が

ら
で
あ
り
、
こ
の
理
由
だ
け
で
は
筑
前
を
男
と
す
る
本
に
限
っ
て
「
は
ま
ち
ど

り
」
が
反
歌
に
な
っ
て
い
る
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ふ
た

つ
の
問
題
を
結
び
つ
け
る
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
藤
井
本
祖
本
は
奈
良
絵
本
で
あ
た
っ
と
み

ら
れ
る
が
、
奈
良
絵
本
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
挿
絵
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

鎌
倉
時
代
の
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
が
少
将
と
姫
君
の
恋
に
焦
点
を
あ
て
て
絵
画

化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
奈
良
絵
本
は
恋
の
場
面
や
継
子
い
じ
め
の
場
面

な
ど
を
挿
絵
的
に
配
置
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
は
少
将
が
姫
君
に
贈
っ
た
歌
で
あ

っ
た
と
し
て
、
そ
の
あ
た
り
に
挿
絵
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は

挿
図
1
の
よ
う
な
絵
で
あ
っ
た
と
E
心
わ
れ
る
。
挿
図
1
は
某
家
所
蔵
の
奈
良
絵

本
（
広
本
系
）
で
、
筑
前
が
侍
従
を
通
じ
て
姫
君
に
少
将
の
文
を
手
渡
す
場
面

で
あ
る
。
多
く
の
本
に
よ
く
見
ら
れ
る
図
様
で
あ
る
。

決
に
、
挿
図
2
は
同
じ
本
の
、
住
吉
に
逃
避
し
た
姫
君
が
小
童
を
使
っ
て
京

の
父
・
中
納
言
に
長
歌
を
送
る
場
面
で
あ
る
。
藤
井
木
祖
本
の
当
該
場
面
に
挿

絵
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
図
様
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
賛
子
に
控
え
て
い
る
の
が
小
童
（
男
）
で
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
紹

17
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介
さ
れ
て
い
る
。

（
姫
君
は
父
・
中
納
言
に
）
　
「
生
き
て
あ
る
と
ば
か
り
知
ら
せ
率
ら
む
」

と
て
、
尼
君
の
も
と
に
小
童
の
京
よ
り
具
し
た
り
L
に
、
「
し
か
じ
か
の

と
こ
ろ
に
持
ち
て
参
り
て
、
い
づ
く
よ
り
と
言
は
で
、
こ
の
文
奉
り
て
、

さ
て
逃
げ
か
く
れ
ね
」
と
、
よ
く
よ
く
教
へ
て
け
り
。
　
　
（
藤
井
本
）

と
こ
ろ
で
、
奈
良
絵
本
と
い
う
も
の
は
、
制
作
の
場
の
相
違
に
よ
る
さ
ま
ざ

ま
な
差
異
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
時
ど
き
の
書
写
の
都
合
に
よ
っ
て
も
、
挿

絵
の
数
や
本
文
と
絵
の
位
置
関
係
等
に
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
藤
井
木
祖
本
が
挿
図
1
・
挿
図
2
の
よ
う
な
図
様
の
挿
絵
を
も

っ
て
い
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
状
態
を
想
定
し
て
み
る
。

帥
挿
図
1
・
挿
図
2
と
も
人
物
指
定
ほ
な
か
っ
た
。

挿
図
2
　
某
家
所
蔵
・
奈
良
絵
本
『
住
曽
物
語
』
よ
り

㈹
挿
図
1
に
は
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
（
現
実
の
挿

図
2
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
文
が
挿
絵
の
前
の
頁
に
収
ま
り
き
ら
ず

に
は
み
出
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
西
中
に
書
き
込
ま
れ
る
。
ち
な
み

に
成
田
本
に
「
は
ま
ち
ど
り
」
が
欠
失
し
て
い
る
の
は
、
絵
の
中
に
「
は
ま

ち
ど
り
」
が
書
き
込
ま
れ
た
本
の
本
文
だ
け
を
書
写
し
た
た
め
か
と
も
想
像

さ
れ
る
。
な
お
後
述
の
旧
東
京
教
育
大
学
本
や
横
山
重
氏
所
蔵
絵
巻
な
ど
の

よ
う
に
、
絵
の
中
に
歌
を
巻
き
込
ん
だ
本
も
存
在
す
る
。
）

糊
挿
図
2
は
ち
ょ
う
ど
長
歌
の
近
辺
に
位
置
し
、
本
文
等
の
書
き
込
み
は
な
か

っ
た
。

川
筑
前
を
男
と
す
る
誤
写
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
奈
良
絵
本
を
想
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ



ぅ
な
想
定
を
重
ね
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
錯
簡
あ
る

い
は
制
作
上
の
ミ
ス
（
つ
ま
り
挿
絵
の
貼
り
ち
が
え
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま

ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
旧
東
京
教
育
大
学
所
蔵
の
奈
良
絵

本
－
零
本
、
現
在
巻
子
装
－
な
ど
を
み
る
と
明
ら
か
に
制
作
時
の
貼
り
ち
が
え

が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
錯
簡
の
場
合
は
右
に
想
定
し
た
本
に
つ
い
て
、
貼
り

ち
が
え
の
場
合
は
そ
の
転
写
本
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
可
能
性
の

高
い
貼
り
ち
が
え
の
場
合
で
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
）
で
、
挿
図
1
と
挿
図

2
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
想
定
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
想
定
が

可
能
か
と
い
え
ば
、
筑
前
が
男
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
…
男

に
て
あ
り
け
る
、
下
仕
へ
に
な
り
て
筑
前
と
聞
こ
ゆ
る
な
む
…
」
と
あ
る
本
文

に
引
か
れ
て
、
本
来
は
住
吉
の
使
い
で
あ
る
小
売
を
つ
い
う
っ
か
り
と
筑
前
と

誤
認
し
、
貼
り
ま
ち
が
え
て
し
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
、
順
序
立
て
て
考
え
て
み
ょ
う
。

（
I
）
挿
図
2
が
本
来
の
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
位
置
に
き
た
場
合

挿
図
2
に
は
女
性
が
二
人
、
そ
し
て
小
童
（
男
）
が
措
か
れ
て
お
り
、
二
人

の
女
性
は
文
を
手
に
し
て
い
る
。
こ
の
小
訳
が
筑
前
（
男
）
と
誤
認
さ
れ
た
と

す
る
と
、
こ
の
図
は
筑
前
（
男
）
が
侍
従
を
通
じ
て
姫
君
に
文
を
手
渡
す
場
面

と
な
り
、
本
文
と
の
問
に
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
さ
し
て
疑
問
は

も
た
れ
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
は
こ
の
場
面
か
ら

姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

（
Ⅱ
）
挿
図
1
が
長
歌
の
位
置
に
き
た
場
合

挿
図
1
に
は
女
性
が
三
人
括
か
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
姫
君
・
侍
従
が
小
童

（
本
文
に
は
性
別
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
に
文
を
托
す
場
面
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
賛
子
の
女
性
の
い
ず
れ
か
が
小
童
と
解
釈
さ
れ
た
に
相
違
な
く
、
本
文
と

矛
盾
し
な
い
の
で
こ
の
場
合
も
疑
問
は
も
た
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ

に
「
は
ま
ち
ど
り
」
の
歌
が
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
本
が
次
に
転
写
さ
れ

た
と
き
に
、
長
歌
の
反
歌
と
し
て
本
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
、
藤
井
本
の
親
木
に
該
当
す
る
奈
良
絵
本
が
成
立
し
た
の

で
あ
る
。

＊

一
般
に
、
奈
良
絵
本
は
本
文
と
絵
が
分
業
体
制
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
絵
の
中
に
前
の
頁
に
書
き
き
れ
な
か
っ
た
本
文
が
書
き
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
と
か
、
絵
の
貼
り
ち
が
え
ー
は
な
は
だ
し
い
場
合
は
他
の
作
品
の
絵
が

貼
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
ー
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
で
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
同
一
人
物
が
本
文
と
絵
を
順
を
追
っ
て
書
写
し
て
い
る
の
な
ら
、
ま
ず
あ

り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
絵
本
を
制
作
し
て
い
る
工
房
で
は
、
同
時
に
他
　
一

の
作
品
も
制
作
し
て
い
る
に
相
違
な
い
の
で
、
分
業
は
い
わ
ば
生
産
性
を
上
げ
　
1
9

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
ろ
う
が
、
か
な
り
大
ま
か
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一

事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
右
の
よ
う
な
想
定
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

四

次
に
、
こ
の
藤
井
本
の
親
本
が
さ
ら
に
転
写
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
る
。

写
本
と
し
て
写
さ
れ
る
場
合
は
藤
井
木
そ
の
も
の
に
な
る
あ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
除
外
し
、
奈
良
絵
本
と
し
て
写
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
ょ
う
。

上
述
の
よ
う
に
、
藤
井
本
の
親
木
で
は
、
挿
図
2
の
小
童
が
筑
前
（
男
）
と

解
釈
さ
れ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
存
の
奈
良
絵
本
か
ら
判
断
す
る

と
、
筑
前
が
出
て
く
る
場
面
は
他
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
少

将
が
筑
前
に
文
を
手
渡
す
場
面
、
継
母
が
筑
前
を
語
ら
う
場
面
な
ど
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
筑
前
は
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
に
相
違
な
い

ー
絵
と
い
う
も
の
は
一
般
に
粉
本
の
構
図
・
国
枝
を
踏
襲
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
ー
の
で
、
同
じ
本
の
中
で
筑
前
が
男
と
し
て
出
て
き
た
り
、
女
と
し
て
出
て

き
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
転
写
さ
れ
る
と
き
に
、
筑
前

の
性
別
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
、
興
味
が
も
た
れ
る
の
で
あ

る
。先

に
も
触
れ
た
通
り
、
筑
前
が
登
場
す
る
場
面
と
し
て
は
、

糾
少
将
、
筑
前
に
文
を
手
渡
す
。

㈲
筑
前
、
姫
君
に
文
を
伝
え
る
。

脚
継
母
、
筑
前
を
語
ら
う
。

な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
、
ど
の
奈
良
絵
本
を
見
て
も
、
必
ず
こ
の
う
ち
一
～

二
場
面
は
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ま
、
㈲
の
場
面
で
は
筑
前
は
男
に
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
脚
の
の
場
面
で
は
依
然
と
し
て
女
に
描
か
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、

転
写
の
際
の
場
面
選
択
の
仕
方
等
に
よ
っ
て
、
次
の
三
通
り
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。

‖
男
の
筑
前
と
女
の
筑
前
が
混
在
す
る
（
㈲
を
含
む
二
⊥
ニ
場
面
を
選
択

し
、
忠
実
に
転
写
し
た
場
合
）
。

囲
女
と
し
て
措
か
れ
る
（
㈲
用
を
選
択
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
女

に
統
一
し
た
場
合
）
。

川
男
と
し
て
描
か
れ
る
（
㈲
を
選
択
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
男
に

統
一
し
た
場
合
）
。

そ
こ
で
、
現
存
本
に
つ
い
て
見
る
と
、
川
の
ケ
ー
ス
は
ま
だ
見
出
し
て
い
な

い
が
、
用
と
川
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
本
が
存
在
す
る
。
〔
表
〕
の

と
こ
ろ
で
用
い
た
資
料
で
い
え
ば
、
岩
瀬
A
本
が
脚
に
該
当
し
、
学
習
院
本
が

川
に
該
当
す
る
。
お
そ
ら
く
日
の
ケ
ー
ス
も
探
せ
ば
必
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
絵
と
い
う
も
の
は
粉
本
の
図
様
を
継
承
し
て

ゆ
く
も
の
で
あ
り
ー
そ
れ
ゆ
え
に
鎌
倉
時
代
の
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
に
み
ら
れ

る
構
図
が
近
世
の
版
本
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
－
、
ま
た
本
文

と
絵
が
分
業
体
制
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
文
が

多
少
変
化
し
た
く
ら
い
で
は
絵
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
学
習
院

本
の
よ
う
に
本
文
の
変
化
と
絵
が
対
応
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
方
が
珍
し
い
と
言

え
る
。
現
実
に
は
岩
瀬
A
本
の
よ
う
に
、
本
文
で
は
男
に
な
っ
て
い
る
が
絵
の

中
で
は
女
と
し
て
出
て
く
る
、
と
い
う
本
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
学
習

院
本
の
よ
う
に
絵
が
本
文
に
伴
っ
て
変
化
し
て
ゆ
く
に
は
何
か
引
金
と
な
る
原

因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
「
ほ
ま
ち
ど
り
」

の
問
題
と
絡
め
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

お

　

わ

　

日

ソ

　

に

一
首
の
歌
が
位
位
を
変
え
、
登
場
人
物
が
女
に
措
か
れ
た
男
に
描
か
れ
た
り

り
し
て
い
る
事
象
を
、
文
化
史
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
現
実
に
存
在

し
な
い
本
を
想
定
し
て
い
る
の
で
若
干
盗
意
的
な
感
は
否
め
な
い
が
、
基
本
的

な
考
え
方
ほ
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
少
く
と
も
＜
一
定
の
見
識
を
も
つ
改

・
作
者
＞
を
設
定
す
る
論
よ
り
も
蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
る
。

従
来
、
国
文
学
の
分
野
で
は
、
桧
の
方
面
が
比
較
的
手
薄
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
絵
巻
や
奈
良
絵
本
は
絵
と
本
文
が
ト
ー
タ
ル
な
か
た
ち
で
享
受
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
研
究
し
て
ゆ
く
上
で
も
両
者
を
総
合
的
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。
広
い
視
野
を
持
つ
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。

（
昭
和
6
2
年
3
月
3
1
日
稿
）
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〔注〕

（
1
）
友
久
武
文
氏
「
住
書
物
語
の
話
伝
本
に
つ
い
て
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
第

2
0
号
、
昭
5
2
）
な
ど
。

（
2
）
　
拙
稿
「
『
住
吉
物
語
』
諸
本
と
絵
巻
詞
書
の
関
係
－
『
風
菓
和
歌
集
』

所
載
和
歌
の
欠
落
事
情
－
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
6
0
・
8
）
参
照
。

（
3
）
友
久
武
文
氏
「
住
吉
物
語
の
異
本
群
と
代
表
本
文
」
（
『
国
文
学
致
』
第
5
2

号
、
昭
4
5
）
に
よ
れ
ば
、
藤
井
本
と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
杭
山
重
氏
所
蔵
写
本

は
室
町
末
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
。

（
4
）
拙
稿
「
『
住
吉
物
語
』
の
改
作
に
つ
い
て
の
私
論
－
絵
巻
資
料
を
中
心
に

－
」
（
『
中
世
文
学
』
第
3
1
号
、
昭
6
1
）
参
照
。

（
5
）
系
統
分
析
・
伝
本
名
は
桑
原
博
史
氏
『
中
世
物
語
研
究
－
住
吉
物
語
論

考
』
（
昭
4
2
、
二
玄
社
）
に
従
っ
た
。
な
お
、
表
中
の
岩
瀬
A
本
は
緑
表
紙

本
、
岩
漱
B
本
は
藍
表
紙
本
を
さ
す
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
友
久
武
文
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
注
S
の

「
住
吉
物
語
の
異
本
群
と
代
表
本
文
」
）
。
な
お
、
友
久
氏
が
同
論
文
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
契
沖
本
は
藤
井
本
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
、
契
沖
本
が
筑
前
を
女
と
す
る
例
外
に
つ
い
て
は
無

視
し
得
る
。

〔
付
記
〕

御
指
導
賜
り
ま
し
た
稲
賀
敬
二
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
光
華
女
子
大
学
・
非
常
勤
）

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

徒
然
草
＜
日
本
の
文
学
・
古
典
編
＞
上
・
下
　
　
　
稲
田
　
利
徳
編

慶
長
一
八
年
刊
（
古
活
字
版
）
の
烏
丸
光
広
本
に
よ
り
、
校
異
は
正
徹
本
・

常
緑
本
。
全
勅
晶
を
二
四
四
章
段
に
分
け
て
、
新
た
に
章
段
名
を
付
し
た
本
文
に

脚
注
、
こ
れ
に
ロ
語
訳
を
付
し
、
随
時
＊
印
で
各
段
に
適
切
な
解
説
を
付
す
。

「
序
段
は
、
表
面
的
に
は
軽
い
自
嘲
を
こ
め
た
、
読
者
へ
の
挨
拶
と
し
て
受
け

止
め
る
べ
き
も
の
」
　
「
兼
好
が
、
退
屈
ま
ざ
れ
に
書
き
散
ら
し
た
も
の
と
み
な

す
の
は
軽
率
で
あ
る
」
と
い
う
序
段
の
評
に
は
、
校
注
者
の
作
品
観
が
う
か
が

わ
れ
る
。
冒
頭
の
総
説
は
、
こ
の
作
品
の
魅
力
、
作
者
の
生
蛙
、
作
品
の
成
立

と
内
容
、
作
品
の
読
み
方
に
わ
た
っ
て
、
惰
潔
な
が
ら
よ
く
ゆ
き
と
ど
い
た
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
長
年
、
中
世
の
隠
者
歌
人
と
つ
き
合
っ
て
来
た
研
究
著
の

日
が
う
か
が
わ
れ
る
。
《
四
六
版
、
上
巻
三
五
〇
ペ
ー
ジ
、
下
巻
二
七
八
ペ
ー

ジ
。
昭
和
六
一
年
九
月
、
ほ
る
ぷ
出
版
刊
。
）

源
氏
物
語
一
＜
日
本
の
文
学
・
古
典
編
＞
　
　
　
　
伊
井
　
春
樹
編

桐
罷
～
花
宴
ま
で
八
巻
を
収
め
る
。
大
島
本
を
中
心
と
す
る
青
表
紙
本
に
よ

り
、
省
略
部
分
を
あ
ら
す
じ
で
補
い
、
各
巻
預
の
巻
の
梗
概
と
合
わ
せ
て
、
物

語
の
流
れ
を
容
易
に
と
ら
え
う
る
よ
う
に
工
夫
し
て
あ
る
。
本
文
と
脚
注
、
そ

れ
に
現
代
語
訳
を
配
し
、
随
時
＊
印
で
解
説
・
評
を
加
え
る
。
冒
頭
の
総
説
で

は
、
孝
標
の
娘
の
源
氏
憧
憬
か
ら
始
め
て
、
主
畳
、
構
成
、
作
者
の
伝
記
と
物

語
の
完
成
を
跡
づ
け
、
諸
本
・
注
釈
に
わ
た
っ
て
、
手
ぎ
わ
よ
く
ま
と
め
て
あ

る
。
六
冊
で
全
巻
を
鳥
撤
で
き
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
た
第
一
冊
に
当
る
。

（
四
六
版
、
四
〇
九
ペ
ー
ジ
、
昭
和
六
一
年
九
月
、
ほ
る
ぷ
出
版
刊
。
）

両
者
共
、
第
一
期
、
第
二
銅
、
三
四
点
、
四
六
冊
の
セ
ッ
ト
堅
冗
な
の
で
、

各
冊
の
単
価
は
不
詳
。
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