
『
住
吉
物
語
』
　
の
変
容

－
　
＜
世
の
中
＞
の
物
語
か
ら
継
子
い
じ
め
へ
－
1
－

『
住
吉
物
語
』
は
一
般
に
継
子
い
じ
め
の
物
語
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
た
し
か
に
継
子
い
じ
め
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
に
一
律
に
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
疑
問
を

覚
え
る
。
そ
れ
は
、
『
住
吉
物
語
』
の
最
古
の
遺
品
で
あ
る
聖
京
国
立
博
物
館
所

蔵
の
絵
巻
残
欠
（
鎌
倉
中
期
成
立
）
や
、
静
茅
堂
文
庫
所
蔵
の
絵
巻
残
欠
（
鎌

倉
末
期
成
立
）
　
－
　
こ
れ
ら
の
絵
巻
は
確
実
に
平
安
時
代
の
　
『
住
吉
物
語
絵

（1）

巻
』
に
連
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
　
ー
　
を
見
る
と
、
少
将
と
姫
君
の
恋
に
焦
点

（2）

を
あ
て
て
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恋
に
焦
点
を
あ
て
た
絵
巻
は
、

当
然
の
こ
と
に
、
当
時
の
享
受
者
た
ち
に
は
＜
恋
物
語
＞
と
写
っ
た
の
で
ほ
な

い
だ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
に
言
い
添
え
て
お
く
と
、
『
住
吉
物
語
』
は
主
に
絵

巻
・
奈
良
絵
本
の
か
た
ち
で
享
受
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
『
住
吉
物
語
桧

イ
コ
ー
ル

巻
』
　
＝
　
『
住
吉
物
語
』
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
継
子
い
じ
め
の
要
素
は
、
決
し
て
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
でパ

タ

は
な
く
、
少
将
と
姫
君
の
恋
の
物
語
を
劇
的
に
構
成
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
類

・
－
ン型

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
平
安
時
代
お
よ
び
そ
の
伝

統
を
継
承
し
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

伊

　

藤

　

学

　

　

人

で
あ
っ
て
、
室
町
頃
の
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
本
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

奈
良
絵
本
と
は
、
室
町
中
後
期
頃
か
ら
江
戸
初
期
頃
に
か
け
て
出
現
し
た
絵

巻
・
絵
本
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
画
風
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
非
正
系
の
絵
師

に
よ
る
と
み
ら
れ
る
稚
な
い
画
風
の
も
の
が
多
い
。
題
材
と
し
て
は
、
古
典
も

あ
る
が
、
室
町
時
代
の
物
語
が
中
心
で
あ
り
、
筆
者
に
つ
い
て
は
、
物
語
絵
の

伝
統
的
な
制
作
者
で
あ
る
女
房
の
姿
も
み
ら
れ
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
非
正
系

の
絵
師
－
商
晶
と
し
て
の
奈
良
絵
本
の
制
作
を
業
と
し
て
い
た
工
房
の
職
人

－
　
が
中
心
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
く
ち
に
奈
良
絵
本
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
を

も
つ
の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
庶
民
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
商
品
と
し
て
の
奈
良
絵
本
の
生
産
が
業
と
し
て
成
り

立
っ
た
の
は
、
新
興
階
級
の
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
奈
良

絵
本
の
盛
行
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
文
化
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
文
化
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
と
継
子
い
じ
め
指
向
が
連
関
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
は
継
子
い
じ
め
の
要
素
を
も
つ
物
語
が
数
多
く
成
立
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
読
者
の
要
請
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
継
子
い
じ

め
は
時
代
の
要
請
・
時
代
の
嗜
好
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
『
住
吉
物
語
』
が
室
町
時
代
に
特
に
多
く
の
読
者
を
拉
持
し
、
多
く
の



異
本
を
生
み
出
し
た

こ
と
は
、
こ
の
物
語

の
継
子
い
じ
め
の
側

面
が
好
ま
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。本

稿
で
は
、
『
住
吉

物
語
』
は
元
来
＜
世

の
中
＞
の
物
語
で
あ

っ
た
が
、
室
町
時
代

に
な
っ
て
か
ら
継
子

い
じ
め
の
色
彩
を
鮮

明
に
し
て
い
っ
た
と

考
え
る
筆
者
の
論

を
、
奈
良
絵
本
の
『
住

吉
物
語
』
の
一
画
面

が
転
写
の
際
に
変
容

し
て
ゆ
く
過
程
を
追

跡
し
検
証
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
裏
付
け
て

み
た
い
と
思
う
。

こ

挿
図
1
は
戸
川
残

花
旧
蔵
・
奈
良
絵
本

『
住
吉
物
語
絵
巻
』

残
欠
（
以
下
、
戸
川

水
と
呼
ぶ
。
室
町
中

後
期
の
成
立
）
の
第

1
図
で
あ
る
。
場
面

は
、
継
母
が
三
の
君

の
乳
母
で
「
む
く
つ

け
と
て
も
の
の
情
を

も
知
ら
ぬ
女

は
私
意
に
よ
っ
て
改

め
た
。
以
下
同
様
）
」

を
語
ら
っ
て
、
入
内

の
決
ま
っ
た
姫
君
を

積
れ
よ
う
と
企
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
凡
板
の
陰
に
継

母
が
す
わ
り
、
繁
子

に
控
え
て
い
る
女
に

向
か
っ
て
「
よ
き
や

う
に
計
ら
ひ
給
（
ひ
）

炊
は
ば
、
い
か
に
う

れ
し
か
ら
む
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
女
が
当
時
の
享
受

『住吉物語絵巻』　上巻第8図
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者
に
「
む
く
つ
け
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
む
く
つ
け
の
傍

に
は
挺
母
か
ら
の
贈
物
と
み
ら
れ
る
三
方
と
酒
瓶
が
括
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
挿
図
2
は
戸
川
本
と
同
系
の
坊
山
重
氏
所
蔵
絵
巻
（
以
下
、
横
山
木

と
呼
ぶ
。
室
町
後
期
成
立
）
の
上
巻
第
8
図
で
、
挿
図
1
と
全
く
同
じ
場
面
で

あ
る
。
注
目
‖
す
べ
き
こ
と
は
、
人
物
が
一
人
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
戸
川
木
・
構
山
本
と
同
系
の
宮
内
庁
無
‖
陵
部
所
蔵
絵
巻
（
以
下
、
書

陵
部
本
と
呼
ぶ
）
や
、
持
久
遜
文
庫
所
蔵
奈
良
絵
本
（
以
下
、
種
久
通
水
と
呼

ぶ
）
に
も
、
横
山
本
と
同
じ
く
三
人
の
人
物
が
措
か
れ
て
い
る
。

一
般
に
、
絵
巻
や
奈
良
絵
本
の
構
図
・
図
様
は
粉
本
を
踏
襲
し
て
ゆ
く
こ
と

が
通
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
横
山
本
・
書
陵
部
本
・
穂
久
武
本
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ

画
風
の
異
な
る
（
す
な
わ
ち
、
同
一
工
房
で
作
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
）
絵

巻
・
絵
本
が
、
全
く
同
じ
図
様
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
も
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戸
川
木
と
杭
山
木
の
相
違
に
注
意
が
ひ
か
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
挿
図
2
の
画
面
中
に
書
き
込
ま
れ
た
人
物
の
詞
（
以
下
、
西

中
詞
と
呼
ぶ
）
を
見
て
み
る
。
継
母
の
「
よ
き
や
う
に
…
・
・
」
と
い
う
詞
は
変

わ
っ
て
い
な
い
が
、
新
た
に
画
中
詞
が
ひ
と
つ
加
わ
っ
て
お
り
、
「
ま
か
さ
せ

お
は
し
ま
せ
。
今
も
ふ
と
思
ひ
出
で
ま
い
ら
せ
快
事
の
候
ぞ
や
」
と
あ
る
。
内

容
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
む
く
つ
け
の
詞
で
あ
る
。
画
中
詞
は
普
通
、

発
言
者
の
傍
に
書
き
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
第
三

の
女
、
す
な
わ
ち
賛
子
上
に
読
者
に
顔
を
見
せ
て
す
あ
っ
て
い
る
女
が
む
く
つ

け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
絵
を
見
る
と
、
こ
の
女
は
杯
を
賜
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
継
母
が
む
く
つ
け
を
語
ら
う
た
め
の
接
待
と
考
え
る
と
十
分
納
得
か

ゆ
く
。そ

れ
な
ら
ば
、
安
子
上
の
も
う
一
人
の
女
、
す
な
わ
ち
銚
子
を
さ
さ
げ
て
む

く
つ
け
に
酒
を
す
す
め
て
い
る
女
は
一
休
誰
か
。
仮
に
戸
川
本
が
本
来
の
か
た

ち
と
す
る
と
、
挿
図
1
と
挿
図
2
と
の
類
似
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
こ
の
女
が
む

く
つ
け
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
横
山
本
が
原
形
な
ら
ば
、
こ
の
女
は
単
な

る
女
房
く
ら
い
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
な
ら
戸
川
木
に
転
写
さ
れ
る

と
き
に
、
な
ぜ
そ
の
単
な
る
女
房
だ
け
が
写
さ
れ
、
肝
心
の
む
く
つ
け
が
省
略

さ
れ
た
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
こ
の
二
面
の
絵
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ

る
。こ

れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
決
に
挿
図
1
・
挿
図
2
に
対
応
す
る
本

文
を
掲
げ
て
み
よ
う
（
横
山
本
に
よ
る
。
戸
川
木
も
殆
ど
同
じ
）
。

さ
る
ほ
ど
に
神
無
月
も
末
に
な
り
ぬ
。
（
姫
君
の
）
内
参
り
は
定
め
給
ふ
。

拙
母
上
や
す
か
ら
ず
お
ぼ
し
め
し
て
、
習
刷
と
て
も
の
の
情
を
も
知

ら
ぬ
女
の
あ
り
け
る
を
召
し
て
、
ま
づ
う
ち
泣
き
て
の
た
ま
ふ
や
う
、
「
何

事
に
つ
け
て
も
、
そ
こ
ば
か
り
た
の
も
し
く
思
へ
。
さ
て
も
姫
君
、
内
参

り
ち
か
ぢ
か
に
な
り
ぬ
。
わ
が
姫
君
た
ち
を
帝
に
奉
ら
ず
し
て
、
宮
脱
の

離
君
を
女
御
・
后
に
も
て
な
さ
む
こ
そ
無
念
な
る
事
な
れ
。
つ
く
づ
く
と

案
ず
る
に
、
い
か
な
る
ふ
し
ぎ
を
も
計
ら
ひ
て
、
中
納
言
に
見
せ
奉
る
な

ら
ば
、
い
か
に
う
れ
し
か
ら
む
」
と
、
か
き
く
ど
き
の
た
ま
へ
は
、
瑚
引

叫
刷
う
ち
う
な
づ
き
て
、
「
御
心
や
す
く
お
ば
し
め
せ
。
た
だ
い
ま
も
ふ

と
忠
ひ
出
し
快
事
候
」
と
申
せ
ば
、
な
の
め
な
ら
ず
喜
び
、
い
ろ
い
ろ
も

て
な
し
、
引
出
物
さ
ま
ざ
ま
取
り
出
し
、
取
ら
せ
、
「
か
へ
す
が
へ
す
」

と
深
く
た
の
み
C
入
（
り
）
給
ふ
。
筑
l
前
l
は
と
か
く
う
は
ぐ
ひ
し
て
、
R

う
ち
ふ
さ
き
、
謀
り
郭
を
思
ひ
め
ぐ
ら
す
心
の
う
ち
ぞ
恐
ろ
し
く
お
ぼ
ゆ

る
。

こ
こ
で
注
目
口
さ
れ
る
の
は
、
波
線
部
の
「
筑
前
」
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
判
断

す
る
と
、
明
ら
か
に
「
む
く
つ
け
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戸
川
木
を



は
じ
め
、
硫
山
本
系
統
の
諸
本
が
す
べ
て
コ
机
前
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の

誤
り
は
こ
の
系
統
の
祖
本
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

文
脈
か
ら
み
て
誤
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
あ
た
り
に
先
の
疑
問
に
対
す
る
答

が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
。

つ
ま
り
、
杭
山
本
の
か
た
ち
が
原
形
で
あ
る
と
す
る
と
、
銚
子
を
さ
さ
げ
て

い
る
女
は
「
筑
前
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
す
る
と
、
戸
川
本
の
貸
子
の
女
は
一
体
誰
な
の
か
。
構
図
か
ら
み

れ
ば
筑
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
文
の
上
か
ら
は
む
く
つ
け
以
外
に
は
考

え
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
筑
前
は
、
ず
っ
と
以
前
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
継
母
の

好
計
に
加
担
し
て
三
の
君
を
姫
君
の
替
え
玉
に
仕
立
て
た
こ
と
が
露
顕
し
、
こ

の
こ
と
を
少
将
に
難
語
さ
れ
て
の
ち
は
物
語
か
ら
全
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
か
ら
、
本
来
登
場
し
て
く
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
戸
川
本
が
原
形

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
女
は
む
く
つ
け
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

な
ぜ
「
筑
前
」
と
誤
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
拭
山
本
系
統
は
か
な
り
本
文
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の

で
、
比
較
の
た
め
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
写
本
（
以
下
、
御
所
本
と
呼
ぶ
。

横
山
本
系
は
御
所
本
系
か
ら
派
生
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
後
述
の
教
育
大
本

は
こ
の
部
分
が
補
写
さ
れ
て
お
り
、
使
え
な
い
）
の
同
じ
箇
所
を
次
に
掲
げ
て

み
よ
う
。と

か
く
し
つ
つ
九
月
に
も
な
り
ぬ
。
中
納
言
の
北
の
方
に
の
た
ま
ふ
や

う
、
「
行
末
は
知
ら
ず
、
二
人
の
む
す
め
は
あ
り
つ
き
ぬ
。
こ
の
対
の
君

を
今
年
の
五
節
に
う
ち
へ
参
ら
せ
ぼ
や
と
思
ふ
な
り
。
同
じ
御
心
な
ら
ぬ

心
憂
さ
や
」
と
の
た
ま
へ
は
、
継
母
、
わ
が
子
た
ち
に
思
ひ
増
し
給
ふ
を

ね
た
く
思
ひ
な
が
ら
申
（
す
）
や
う
、
「
な
か
な
か
お
ぼ
え
少
な
き
宮
仕

へ
よ
り
も
、
と
き
め
く
上
達
部
な
ど
に
見
せ
給
へ
か
し
」
と
の
た
ま
ふ
。

中
納
言
「
な
み
な
み
な
ら
む
人
に
見
せ
む
こ
と
は
あ
（
た
）
ら
し
」
と
て
、

う
ち
へ
参
ら
せ
む
こ
と
を
中
納
言
は
人
知
れ
ず
お
ぼ
し
急
ぐ
。
継
母
、
と

も
に
い
と
な
む
け
し
き
に
て
、
下
に
は
「
い
か
に
し
て
あ
や
し
き
名
を
立

て
て
思
ひ
う
と
ま
せ
む
」
と
お
ぼ
し
け
り
。

こ
れ
が
こ
の
箇
所
の
本
来
的
な
叙
述
内
容
で
あ
る
。
中
納
言
と
継
母
の
そ
れ

ぞ
れ
の
心
理
が
措
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
む
く
つ
け
も
筑
前
も
出
て
こ

な
い
。
む
く
つ
け
は
こ
の
す
ぐ
後
の
部
分
で
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
横
山
水
系
は
む
く
つ
け
に
関
す
る
記
事
を
増
補
し
、
少
し
早
目
に
立

場
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
杭
山
木
系
の
祖
木
の

筆
者
に
継
子
い
じ
め
指
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
む
く
つ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
十

分
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
唐
突
に
筑
前
の
名
前
が
出
て
く

る
理
由
に
つ
い
て
ほ
、
や
は
り
理
離
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
次
に
角
度
を
変
え

て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
ょ
う
。

三

上
述
の
よ
う
に
、
横
山
本
系
は
御
所
本
系
か
ら
派
生
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
直
接
的
に
で
は
な
く
、
御
所
本
系
と
横
山
本
系
の
中
間
的
形
態
に

（3）

あ
た
る
本
が
そ
の
間
に
介
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
束
只
教
育

大
学
所
蔵
（
筑
波
大
学
現
蔵
）
の
奈
良
絵
本
（
以
下
、
教
育
大
本
と
呼
ぶ
。
室

町
末
か
ら
桃
山
頃
の
成
立
か
）
の
系
統
で
、
拭
山
本
系
は
こ
の
系
統
の
本
文
に

カ
ヲ
ー

手
を
入
れ
て
独
自
の
特
色
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
、
教
育
大
本
と
杭
山
本
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
何
か
答
が
見
出
せ
る
か
も
し

れ
な
い
。
教
育
大
本
は
前
半
だ
け
の
零
本
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
点
は
物
語

の
前
半
部
分
な
の
で
、
差
し
支
え
は
な
い
。



ま
ず
、
挿
図
1
・
挿
図
2
に
対
応
す
る
絵
、
す
な
わ
ち
搬
母
が
む
く
つ
け
を

語
ら
う
図
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
見
当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
別
の
場
面
に
挿
図
1
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た

挿図3　旧東京教育大学所蔵（筑波大学現蔵）
『住吉物語絵巻』残欠　上巻第7図

構
図
の
絵
が
あ
る
。
そ
れ
が
挿
図
3
で
あ
る
。
挿
図
3
は
、
継
母
が
少
将
の
文

を
な
か
だ
ち
し
て
い
る
筑
前
を
語
ら
っ
て
、
継
母
腹
の
三
の
君
を
姫
君
の
替
え

玉
に
仕
立
て
よ
う
と
企
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
育
大
本
は
錯
簡
の
は
な

は
だ
し
い
本
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
　
「
（
継
母
が
筑
前
に
向
か
っ

（
は
）

て
）
こ
れ
を
三
の
君
の
、
と
て
白
き
衣
一
か
さ
ね
と
ら
す
れ
ば
・
…
‥
」
と
あ
る

本
文
に
対
応
し
て
、
治
に
も
「
白
き
衣
」
と
み
ら
れ
る
も
の
が
措
か
れ
て
い
る

の
で
、
錯
簡
の
心
配
は
な
い
。
凡
帳
の
陰
に
継
母
が
す
わ
り
、
繁
子
に
は
筑
前

が
「
白
き
衣
」
を
前
に
し
て
す
あ
っ
て
い
る
。

挿
図
3
を
挿
図
1
と
比
較
し
て
み
る
と
、
基
本
的
な
構
図
は
全
く
同
一
と
言

っ
て
よ
い
。
こ
れ
で
よ
う
や
く
疑
問
が
氷
解
し
て
ゆ
く
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
挿
図
1
の
継
母
と
む
く
つ
け
の
場
面
は
、
元
来
は
継
母
と
筑
前
の

場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
絵
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
面

が
あ
り
、
た
と
え
同
じ
絵
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
挿
入
す
る
箇
所
に
よ
っ
て
全

く
異
な
る
意
味
・
内
容
を
も
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
杭
山
本
系
の
祖
太

の
筆
者
は
、
『
住
吉
物
語
』
の
恋
物
語
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
撫
子

い
じ
め
の
側
面
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
構
図
を
転
用
し
て

組
子
い
じ
め
を
強
調
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。

筑
前
は
も
と
も
と
善
意
で
少
将
の
文
を
取
り
次
い
だ
の
で
あ
る
が
、
結
果
的

に
は
、
舷
母
の
好
計
に
加
担
し
、
少
将
堂
泉
切
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然

な
が
ら
悪
玉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
悪
玉
の
度
合

と
し
て
は
、
明
ら
か
に
筑
前
よ
り
も
む
く
つ
け
の
方
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
筑
前
は
積
極
的
に
姫
君
に
危
害
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
が
な
い

の
に
対
し
、
む
く
つ
け
は
自
分
の
兄
を
語
ら
っ
て
姫
君
に
危
害
を
加
え
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
継
母
が
筑
前
を
語
ら
う
図
を
継
母
と
む
く
つ
け
の
場
面
に
転
用
し



て
、
継
子
い
じ
め
の
色
彩
を
よ
り
濃
厚
に
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
同

時
に
、
本
文
に
も
手
を
加
え
て
、
む
く
つ
け
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
本
文
を
作
り
、
こ
れ
を
習
写
し
て
い
る
と
き
に
、
ふ

と
次
に
入
れ
る
予
定
の
継
母
と
む
く
つ
け
の
絵
（
本
来
は
飢
甲
と
筑
前
の
絵
）

の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
粉
本
の
絵
を
見
や
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
の
絵
（
の
本
来
の
内
容
）
に
引
か
れ
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
む
く

っ
け
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
筑
前
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
と
推
考
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
枯
山
水
よ
り
戸
川
木
の
か
た
ち
の
方
が
古
い

こ
と
ほ
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
戸
川
本
を
み
る
と
、
こ
れ
が
書
画
〓
裳
に
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
書
画
別
筆
の
場
合
、
詞
書
と
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
料
紙

に
書
か
れ
る
の
に
対
し
、
戸
川
木
は
料
紙
の
途
中
で
詞
書
か
ら
絵
に
（
あ
る
い

は
そ
の
逆
）
移
行
し
て
お
り
、
同
一
人
物
が
偶
を
追
っ
て
書
写
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
絵
巻
が
天
地
〓
ハ
用
ほ
ど
の
殆
ど
白
描
に
近
い
経
な
い
画
風（4）

の
小
絵
巻
で
、
宝
町
中
後
期
頃
に
よ
く
見
ら
れ
る
女
筆
の
伝
称
を
も
つ
小
絵
巻

の
形
式
と
同
じ
特
教
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
本
文
中
に
「
皇
帝
の
境
山
宮

に
て
と
も
に
な
が
め
し
」
と
か
、
「
王
昭
君
が
い
に
L
へ
も
」
と
か
、
「
錐
、

ふ
く
ろ
に
た
ま
ら
ぬ
風
情
」
と
か
い
っ
た
衛
学
的
な
独
白
異
文
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
戸
川
本
は
宮
廷
の
女
房
の
よ
う
な
あ
る
程
度
の
教

貢
を
も
つ
人
物
（
あ
る
い
は
集
団
で
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
む
ろ
ん
、
そ
の
中

で
相
談
が
行
わ
れ
、
合
意
が
計
ら
れ
て
の
ち
に
、
代
表
者
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ

モ
デ
ル
チ
ヱ
ン
ジ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
に
よ
っ
て
書
写
・
改
変
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
成
立
経
給
に
加
え
、
室
町
中
後
期
と
い
う
早
い
成
立
年
代
を
考

慮
に
入
れ
る
と
き
、
戸
川
木
が
精
山
木
系
の
祖
木
（
少
な
く
と
も
こ
れ
に
き
わ

め
て
近
い
転
写
木
）
に
該
当
す
る
と
み
て
も
、
ま
ず
大
過
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
戸
川
本
の
筆
者
が
継
母
と
筑
前
の
場
面
を
銅

母
と
む
く
つ
け
の
場
面
に
転
用
し
ょ
う
と
考
え
た
と
き
に
、
筆
者
の
頭
の
中
で

筑
前
と
む
く
つ
け
が
混
同
さ
れ
、
本
文
を
増
補
・
改
変
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
む
く
つ
け
」
と
朔
日
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
筑
前
」
と
書
き
誤
っ
て
し
ま
っ
た
の

は
、
ま
こ
と
に
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

・
革

さ
て
、
右
の
よ
う
に
し
て
戸
川
本
が
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
戸
川

木
を
粉
本
と
し
て
杭
山
木
系
（
挿
図
2
の
よ
う
に
人
物
が
三
人
描
か
れ
た
図
接

を
も
つ
狭
義
の
構
山
木
系
を
さ
す
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
筆

者
は
本
文
（
前
掲
の
増
補
部
分
）
に
は
継
母
・
む
く
つ
け
・
筑
前
の
三
人
が
出

て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
に
は
二
人
し
か
拓
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
不
罪

に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
文
中
で
む
く
つ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
割

に
は
、
絵
の
中
の
む
く
つ
け
（
と
み
ら
れ
る
女
）
は
読
者
に
背
を
む
け
て
お

り
、
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
、
読
者
に
顔
を

見
せ
る
か
た
ち
で
新
た
に
む
く
つ
け
を
措
き
加
え
て
強
調
し
、
背
を
向
け
た
女

を
筑
前
に
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
戸
川
本
に
む
く
つ
け
へ
の
贈
物
と
し
て
酒
瓶
が
描
か
れ
て
い
た
の

に
合
わ
せ
、
こ
れ
を
接
待
用
の
酒
に
仕
立
て
、
筑
前
に
酒
を
す
す
め
さ
せ
、
む

く
つ
け
に
飲
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
継
子
い
じ
め
の
陰
湿
な
雰
囲

気
を
盛
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

後
に
も
触
れ
る
が
、
室
町
時
代
の
傾
向
と
し
て
、
『
住
吾
物
語
』
の
継
子
い



じ
め
の
側
面
が
好
ま
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
む
く
つ
け
も
筑
前
も
悪
玉
と
し

て
強
く
意
諭
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
脈
か
ら

み
れ
ば
「
む
く
つ
け
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
筑
前
」
と
な
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
誤
り
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
が
本
文
を
訂
正
せ

ず
、
絵
の
方
に
手
を
加
え
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
て
狭
義
の
廣
山
本
系
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

四

こ
こ
で
に
、
室
町
期
の
継
子
い
じ
め
指
向
に
つ
い
て
、
別
の
資
料
か
ら
考
察

し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
其
家
所
蔵
の
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
　
（
以
下
、

其
家
本
と
呼
ぶ
。
室
町
後
期
成
立
）
で
あ
る
。
本
絵
巻
は
戸
川
本
と
同
様
、
女

房
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿

で
改
め
て
述
べ
る
）
、
本
文
か
ら
判
断
し
て
、
戸
川
本
・
坊
山
本
と
は
ま
ず
直

接
関
係
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
ふ
た
つ
の
別
系
統

の
絵
巻
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
よ
う
な
継
子
い
じ
め
の
憤
向
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
当
時
の
共
通
の
嗜
好
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
某
宏
本
上
巻
第
4
図
に
注
目
し
て
み
た
い
　
（
挿
図
4
）
。
こ
れ
は
挿

図
3
と
同
じ
く
、
叔
母
が
筑
前
を
語
ら
う
場
面
で
あ
る
。
画
面
右
端
が
叔
母
、

中
央
が
筑
前
と
み
ら
れ
る
が
、
挿
図
3
に
比
べ
る
と
人
物
が
三
人
増
加
し
て
い

る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
某
家
本
に
も
継
母
と
む
く
つ
け
の
絵
は
な

く
、
や
は
り
戸
川
本
が
継
母
と
筑
前
の
場
面
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
木
絵
巻
に
は
す
べ
て
の
画
面
中
に
多
量
の
画
中
詞
が
書
き
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
挿
図
4
の
南
中
詞
を
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掲
げ
て
み
よ
う
（
番
号
の
付
さ
れ
て
い
る

順
に
掲
出
し
、
番
号
の
な
い
も
の
ひ
と
つ

（5）

は
最
後
に
ま
わ
し
、
仮
に
六
と
す
る
）
。

一
な
う
な
う
、
こ
れ
は
よ
く
賜
（
り
）

族
。
こ
の
ほ
ど
も
少
将
殿
へ
は
責
め

さ
せ
お
は
し
ま
す
。
近
し
も
朕
は
ぬ

ほ
ど
に
心
苦
し
く
供
て
。
こ
の
御
方

に
あ
ま
た
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
し
侯

と
承
り
候
ほ
ど
に
、
あ
は
れ
あ
は
れ

と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
て
候
へ
ど
も
、

中
（
し
）
慣
れ
た
る
事
こ
そ
候
へ
、

さ
し
出
で
は
み
て
申
（
し
）
侯
は
む

も
ぴ
ん
な
く
放
て
、
心
を
尽
く
し
侠

（
ひ
）
　
つ
る
。
う
れ
し
め
で
た
、
う

れ
し
め
で
た
。

二
な
う
、
開
か
せ
給
へ
よ
。
い
か
に

申
（
し
）
鉄
と
も
、
わ
ら
は
が
姫
君

ほ
ど
に
美
し
き
は
、
誰
も
か
な
は
せ

給
ひ
供
ま
じ
き
ぞ
よ
。
そ
の
文
、
当

腹
・
党
旗
の
一
筋
に
い
ふ
こ
と
に
て

も
あ
ら
は
や
。
母
も
な
き
人
さ
せ
給

ひ
て
侯
は
ば
、
大
将
殿
も
よ
も
よ
き

と
は
お
ほ
せ
あ
ら
じ
。
わ
ら
は
が
姫

君
用
ひ
給
は
め
。
少
将
殿
、
御
つ
れ

な
き
御
心
に
て
は
じ
め
政
（
ひ
）
し



が
、
両
親
あ
る
人
を
お
は
せ
ら
れ
よ
か
し
。

三
こ
れ
は
一
二
の
君
の
桂
に
て
こ
そ
侯
へ
。
こ
と
さ
ら
行
末
久
し
く
め
で
た
や

め
で
た
や
と
思
ひ
て
御
覧
ぜ
よ
。

四
あ
な
、
か
た
じ
け
な
。
ゆ
ゆ
し
の
こ
と
朕
や
。
こ
の
御
口
を
ば
や
が
て
少

将
殿
に
も
見
参
に
入
（
れ
）
恢
は
む
。
あ
ら
め
で
た
や
、
め
で
た
や
。

五
む
引
叫
刷
司
劇
、
申
（
す
）
に
及
ば
ず
。

め
で
た
き
こ
と
の
は
じ
め
に
、

あ
ら
あ
ら
め
で
た
候
や
、
め
で
た
供
や
。
御
果
報
・
幸
ひ
も
、
世
（
の
）

中
に
め
で
た
き
事
を
も
、
わ
ら
は
が
姫
君
一
人
も
た
せ
給
へ
。
あ
な
、
め

で
た
や
め
で
た
や
、
筑
前
殿
。

六
あ
な
、
ふ
し
ぎ
の
事
ど
も
や
。
世
に
は
さ
も
恐
ろ
し
き
事
は
多
き
。
い
た

く
た
め
し
な
き
事
か
な
。
似
合
ひ
た
る
人
も
あ
り
け
る
、
と
聞
き
ゐ
た

h
ソ
。

右
の
画
中
詞
の
内
容
か
ら
、
そ
の
発
言
者
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

一
＝
筑
前
（
継
母
に
向
か
っ
て
）

二
＝
む
く
つ
け
（
筑
前
に
向
か
っ
て
）

三
＝
継
母
（
筑
前
に
向
か
っ
て
）

四
＝
筑
前
（
継
母
に
向
か
っ
て
）

五
＝
む
く
つ
け
（
筑
前
に
向
か
っ
て
）

六
＝
式
部
（
心
中
思
惟
）

一
・
三
・
四
に
つ
い
て
は
、
発
言
者
・
発
言
内
容
と
も
に
本
文
に
即
し
て
お

り
、
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
は
二
・
五
・
六
で
あ
る
。
ま
ず
、
先

に
、
二
・
五
・
六
の
発
言
者
を
右
の
よ
う
に
特
定
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
簡
単

に
触
れ
て
お
く
。

二
に
つ
い
て
は
、
醇
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
「
わ
ら
は
が
姫
君
」
と
あ
る
の

で
、
三
の
君
の
乳
母
で
あ
る
む
く
つ
け
の
発
言
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て
は
、
「
む
く
つ
け
言
ふ
」
と
あ
る
の
で
問
題
は
な
い
。
六
は
、
継

母
た
ち
の
妊
計
に
批
判
的
な
内
容
か
ら
み
て
、
姫
君
に
心
を
寄
せ
る
式
部
と
一

応
は
考
え
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
水
絵
巻
の
特
徴
と
し
て
、
絵
巻
側
作
に
関

与
し
た
女
房
た
ち
が
自
身
の
姿
を
絵
の
中
に
抱
き
込
み
、
物
語
に
参
加
し
て
楽

し
ん
で
い
る
気
配
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
断
定
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
二
・
五
ほ
む
く
つ
け
（
画
面
の
左
か
ら
二
人
目
）
、
六
は
一

応
は
式
部
（
画
面
左
端
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
人
は
ま
だ
本

文
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
ば
絵
の
中
に
出
て
く
る

こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
登
場
し
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、

絵
巻
制
作
に
た
ず
さ
わ
っ
た
女
房
た
ち
が
『
住
吉
物
語
』
の
継
子
い
じ
め
の
側

面
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。特

に
興
味
深
い
の
は
、
画
面
左
端
、
推
母
た
ち
の
好
計
を
批
判
す
る
か
の
よ

う
に
、
背
を
向
け
た
か
た
ち
に
描
か
れ
て
い
る
式
部
（
と
み
ら
れ
る
女
房
）
で

あ
る
。
一
見
、
筆
者
が
継
子
い
じ
め
に
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
筆
者
が
自
己
を
投
影
し
、
物
語
に
参
加
し

て
楽
し
む
た
め
の
、
い
わ
ば
通
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

ト

リ

ッ

ク

ス

タ

ー

り
、
継
子
い
じ
め
を
実
感
と
し
て
楽
し
む
た
め
の
仕
掛
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
某
家
本
に
も
た
し
か
に
継
子
い
じ
め
指
向
が
み
ら
れ
る
の

（6）

で
あ
る
。

五

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
住
吉
物
語
』
は
主
と
し
て
＜
絵
＞
の
か
た
ち
で

享
受
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
古
本
住
吉
物
語
』
の
場
合
、
『
異
本



能
宣
集
』
に
「
住
吉
の
物
語
、
絵
に
描
き
た
る
を
…
…
」
と
あ
り
、
『
大
東
院

前
の
御
集
』
に
「
住
吉
の
御
絵
失
せ
た
り
…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
現
存
本
に
つ

い
て
も
、
最
古
の
遺
品
ふ
た
つ
は
と
も
に
絵
巻
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

絵
に
注
意
を
払
わ
ず
本
文
だ
け
を
検
討
し
て
、
「
住
吉
物
語
は
継
子
い
じ
め
の

物
語
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
一
面
的
・
観
念
的
と
の
批
判
を

免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
文
と
絵
を
、
そ
れ
が
享
受
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
場
の
中

へ
還
元
し
、
そ
の
中
で
総
合
的
に
論
じ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

今
こ
こ
に
A
・
B
ふ
た
つ
の
絵
巻
が
あ
る
と
仮
定
し
ょ
う
。
A
・
B
と
も
に

全
く
同
l
の
本
文
を
も
つ
と
す
る
。
し
か
し
、
A
は
少
将
と
姫
君
の
恋
に
焦
点

を
あ
て
て
絵
画
化
さ
れ
、
一
方
B
は
、
そ
の
恋
の
場
面
が
簡
略
に
な
り
、
新
た

に
継
子
い
じ
め
の
場
面
が
加
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。
A
と
B
が
同
じ
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
る
人
は
、
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
木

文
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
、
両
本
の
差
異
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
例
で
い
え
ば
、
鎌
倉
時
代
の
遺
品
が
A
に
あ
た
る
。
鎌
倉
時
代
の
『
住

曽
物
語
』
は
、
ま
ざ
れ
も
な
く
恋
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
木
の
時
代
と
な
る
。

稚
な
い
画
風
の
奈
良
絵
本
で
は
、
本
格
的
な
や
ま
と
絵
の
よ
う
に
構
図
や
背
景

を
変
え
て
繰
り
返
し
恋
の
場
面
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
単
調
さ
を
退

け
る
た
め
い
き
お
い
憫
略
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
絵
入

本
と
し
て
成
り
立
ち
に
く
い
の
で
、
挿
絵
的
に
絵
を
入
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
必
然
的
に
継
子
い
じ
め
の
場
面
を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
文
化
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
継
子
い
じ
め
的
色
彩
を

一
層
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
考
察
し
て
き
た
通
り
で
あ

る
。

リ

ン

ク

こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
連
鎖
に
な
っ
て
、
室
町
時
代
の
『
住
書
物

（7）

語
』
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
昭
和
6
2
年
2
月
2
8
日
稿
）

〔注〕

（
1
）
拙
稿
「
『
住
吉
物
語
』
の
改
作
に
つ
い
て
の
私
論
－
－
絵
巻
資
料
を
中
心

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

（
2
）
拙
稿
「
静
嘉
堂
本
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
私
考
　
－
　
錯
簡
復
原
の
一
試
案

1
」
（
『
金
沢
大
学
田
語
国
文
』
第
8
号
、
昭
5
7
）
参
照
。

（
3
）
桑
原
博
史
氏
『
中
世
物
語
研
究
－
住
吉
物
語
論
考
』
昭
彗
　
二
玄
社
。

（
4
）
女
筆
の
伝
称
を
も
つ
白
描
小
絵
巻
に
は
、
例
え
ば
『
新
蔵
人
物
語
絵
』
（
伝

・
後
柏
原
院
内
侍
筆
）
、
『
う
た
た
ね
草
子
』
　
（
伝
・
一
位
局
＝
飛
鳥
井
雅
親

女
＝
筆
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
伝
称
は
な
い
が
同
様
の
制
作
背
景
を

想
像
さ
せ
る
も
の
は
数
多
い
。

（
5
）
某
家
本
の
画
中
詞
は
す
で
に
翻
刻
し
た
（
『
国
文
学
致
』
第
9
8
号
、
昭
讐

の
で
、
こ
こ
で
は
表
記
を
私
意
に
よ
っ
て
改
め
た
。

（
6
）
友
久
武
文
氏
も
「
（
某
家
本
は
）
恋
愛
縄
的
情
趣
場
両
よ
り
も
、
継
子
い

じ
め
に
か
か
わ
る
世
俗
場
面
に
お
い
て
、
は
る
か
に
絵
詞
（
＝
西
中
詞
）
が

生
彩
に
富
み
、
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
住
吉
物

語
か
ら
お
伽
草
子
へ
」
＝
『
文
学
』
昭
5
1
・
9
）
。

（
7
）
念
の
た
め
に
補
足
し
て
お
く
と
、
㌍
者
ほ
、
こ
れ
は
「
恋
物
語
」
、
こ
れ

は
「
継
子
い
じ
め
物
語
」
と
い
う
よ
う
に
、
敢
然
と
白
黒
を
つ
け
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
成
立
年
代
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
『
住
吉
物
語
』
は
そ
の

グ
レ
ー

両
方
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
灰
色
で
あ
る
と
言
っ
て

グ
レ
ー

よ
い
。
し
か
し
、
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
見
て
ゆ
く
と
、
同
じ
灰
色
で
あ
っ

て
も
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
色
合
の
差
　
－
　
時
代
と
と
も
に
移
り
ゆ
く
読



者
の
嗜
好
の
変
化
・
憤
向
－
1
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
恋
物
語
」
は
「
恋
物
語
」
的
、
「
継
子
い
じ
め
物
語
」

は
「
振
子
い
じ
め
物
語
」
的
の
意
で
用
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
念
を
押
し
て

お
く
。

〔
付
記
〕

写
其
資
料
の
掲
載
に
つ
い
て
御
高
配
・
御
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
挿
図
4
の
掲
載
・
使
用
に
つ
い
て

は
、
所
蔵
者
の
御
意
向
に
よ
り
、
某
家
蔵
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
光
華
女
子
大
学
・
非
常
勤
）

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
連
歌
総
論
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
金
治
郎
若

「
金
子
金
治
郎
連
歌
考
葦
」
全
五
巻
の
最
終
巻
。
I
「
心
敬
の
生
活
と
作

品
」
、
Ⅱ
「
宗
祇
の
生
活
と
作
品
」
、
Ⅲ
「
達
歌
論
の
研
究
」
Ⅳ
「
宗
祇
名
作
百

甜
注
釈
」
に
続
く
も
の
。

〕I
「
連
歌
厩
婁
」
で
は
「
連
歌
の
世
紀
」
に
始
ま
り
「
連
歌
の
興
行
」
、
そ
の

〔「
言
菜
」
　
「
表
現
」
　
「
形
態
的
特
色
」
か
ら
「
連
歌
の
本
質
」
に
及
ぶ
。

〕Ⅱ
「
連
歌
の
会
席
と
運
営
」
で
は
、
「
会
席
の
成
立
」
　
「
会
席
作
法
」
　
「
進

〔
行
と
執
筆
作
法
」
を
説
き
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
‥
、
ユ
ウ
ジ
ア
ム
所
蔵
『
猿
の

草
子
』
絵
巻
に
見
え
る
連
歌
興
行
に
詳
細
な
分
析
を
加
え
、
「
連
歌
文
台
」
の

形
態
、
遺
品
な
ど
に
及
ぶ
。

〕Ⅲ
「
連
歌
の
式
目
」
で
は
、
「
式
日
の
変
遷
」
　
「
応
安
の
『
連
歌
新
式
』
の

〔
成
立
」
、
連
歌
新
式
の
概
念
」
と
、
そ
の
「
本
文
」
と
問
題
点
や
、
「
連
歌
顕
字

考
」
に
ふ
れ
る
。

〕Ⅳ
「
連
歌
の
表
現
」
で
は
、
「
焼
結
と
懐
紙
書
様
」
　
「
連
歌
の
表
現
」
を
四

〔

季
そ
の
他
の
言
葉
や
寄
合
の
言
葉
か
ら
考
究
し
、
「
百
頂
の
表
現
」
を
宗
祇
批

点
「
何
人
百
m
」
に
よ
っ
て
具
体
的
に
述
べ
る
。
〔
Ⅴ
〕
「
連
歌
の
諾
形
式
」
で

は
、
「
百
畠
連
歌
」
　
「
千
句
連
歌
」
　
「
万
句
連
歌
」
　
「
歌
仙
連
歌
」
　
「
和
漢
と

俳
話
」
に
つ
い
て
、
各
々
そ
の
成
立
・
諸
相
・
評
価
を
説
く
。
付
録
と
し
て
高

野
山
大
学
図
書
館
蔵
、
金
剛
三
昧
院
寄
託
本
「
禁
好
詞
」
の
解
説
、
翻
刻
を
付

す
。
ま
た
カ
ラ
ー
の
口
絵
に
、
「
楕
松
竹
的
亀
蒔
絵
文
台
・
硯
箱
（
北
野
天
満

宮
蔵
）
ほ
か
の
写
真
を
掲
げ
る
。

先
の
『
連
歌
葉
虫
文
献
集
成
』
と
、
そ
の
完
結
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
『
連

歌
研
究
の
炭
田
』
に
続
い
て
、
こ
こ
に
連
歌
考
螢
五
相
が
め
で
た
く
完
成
し
た

こ
と
を
お
慶
び
申
し
あ
げ
た
い
。
考
霞
全
五
巻
の
書
評
は
別
に
予
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
に
は
そ
の
紹
介
に
と
ど
め
た
。
（
A
五
版
、
四
五
〇
ペ
ー
ジ
、

昭
和
六
二
年
九
月
、
桜
楓
社
刊
、
〓
ハ
、
〇
〇
〇
円
）

『
自
讃
歌
古
注
十
校
集
成
』

黒

川

鵬

購

編

王

新
古
今
歌
人
の
秀
歌
選
で
あ
る
「
自
讃
歌
」
は
、
後
鳥
羽
院
か
ら
西
行
ま
で

十
七
人
の
秀
歌
各
十
首
を
含
む
。
こ
の
秀
歌
選
の
成
立
に
も
問
題
が
多
い
が
、

こ
の
白
誤
歌
に
は
多
く
の
古
注
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
各
々
の
古
注
自
体
が
ま

た
一
つ
の
問
題
た
り
う
る
。

水
集
成
で
は
、
H
頓
阿
注
（
九
州
大
学
付
属
図
書
館
蔵
元
徳
二
年
奥
書
の

『
自
讃
歌
抄
』
、
8
喪
章
注
（
蓬
左
文
庫
茂
、
白
壁
か
と
い
う
孤
木
）
、
⇔
常
緑
注

（
温
泉
寺
蔵
『
月
花
集
拾
遺
』
の
明
応
二
年
奥
封
の
孤
本
）
、
帥
孝
籠
注
（
≡
手

文
庫
蔵
『
自
讃
歌
之
注
』
、
斡
宗
祇
注
（
軍
氷
十
年
古
活
字
版
『
自
詩
歌
註
』
、
因

兼
戟
注
（
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
宝
蔵
延
徳
四
年
兼
我
奥
書
の
『
自
誤

（
4
7
ペ
ー
ジ
へ
）
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