
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
に
お
け
る
「
序
」
　
の
意
義

－
阿
閣
梨
の
生
い
立
ち
に
関
わ
る
記
事
を
中
心
に
－

は
　
じ
　
め
　
に

『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
は
、
冒
頭
に
近
い
と
こ
ろ
に
阿
閣
梨
が
夢
の
中
で
巻

物
を
受
け
取
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
、
本
筋
の
物
語
は
そ
の
巻
物
の
中
に
記

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
と
い
う
構
成
で
進
行
す
る
。
こ
の
特
異
な
構
成
は
早
く
か

ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
大
槻
修
氏
は
、
そ
の
起
筆
法
を
「
新
し
い
発
明
」
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
「
序
の
こ
の
部
分
に
呼
応
す
る
場
面
が
巻
六
に

用
意
さ
れ
て
い
る
」
　
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
首
尾
照
応
し
た
構
成
」
と
注
目
さ

（1）
れ
た
。
物
語
の
冒
頭
か
ら
巻
物
の
内
容
に
入
る
ま
で
の
部
分
を
、
従
来
は
「
序

に
あ
た
る
部
分
」
と
か
「
序
相
当
部
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
、
概
ね
（
夢
に
巻
物

を
託
さ
れ
る
）
と
い
う
設
定
の
目
新
し
さ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
部
分
に
容
か
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
阿
閣
梨
が
夢
を

見
る
と
い
う
場
面
だ
け
で
は
な
い
。

安
　
道
　
百
合
子

こ
の
部
分
は
、
作
品
の
冒
頭
八
丁
ほ
ど
の
分
量
を
占
め
、
そ
の
後
の
話
は
丁

を
改
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
形
式
的
に
も
、
独
立
し
た
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、

〝
序
〟
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
王
朝
物
語
の
冒
頭
部
分
を
〝
序
″

と
呼
ぶ
例
も
他
に
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
〝
序
文
〟
と
区
別
す
る
た
め

に
も
、
本
稿
で
は
「
　
」
を
つ
け
て
「
序
」
と
呼
び
稿
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
「
序
」
の
記
事
は
、
実
際
に
は
阿
閣
梨
の
生
い
立
ち
に
関
わ
る
記
事

が
か
な
り
の
星
を
占
め
る
。
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
言

及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
「
序
」
　
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
っ

き
り
と
そ
の
説
明
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
阿
閣
梨
の

生
い
立
ち
に
関
わ
る
記
事
を
中
心
に
検
討
し
、
・
「
序
」
の
記
事
の
内
容
全
体
が

物
語
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
な

お
、
「
序
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
塩
田
公
子
氏
が
、
年
立
考
察
の
視

（2）

点
か
ら
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に
従
え
る
も
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の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
塩
田
氏
と
は
違
う
立
場
か
ら
「
序
」
　
の
意
義
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
「
序
」
の
内
容

ま
ず
は
「
序
」
　
の
記
事
の
内
容
を
詳
し
く
読
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
既

に
述
べ
た
よ
入
ノ
に
、
「
序
」
　
に
は
、
夢
の
記
事
の
前
に
、
阿
閣
梨
の
生
い
立
ち

に
関
わ
る
記
事
が
か
な
り
の
筆
を
つ
い
や
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
生
い
立
ち
に

関
わ
る
記
事
、
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
、
用
阿
閣
梨
の
父
母
の
恋

愛
、
聞
阿
閣
梨
の
誕
生
、
回
父
母
の
別
離
と
母
の
死
、
困
阿
閣
梨
の
出
家
志
向
、

用
出
家
成
就
と
そ
の
後
、
と
い
う
五
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
単
純
に
考
え

る
と
、
阿
閣
梨
に
（
巻
物
を
読
む
）
と
い
う
役
割
を
与
え
る
だ
け
の
た
め
な
ら
、

父
母
の
恋
愛
ま
で
記
す
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

中
ご
ろ
、
吉
野
の
や
ま
ざ
と
に
、
ふ
り
た
る
み
か
ど
の
御
さ
ゝ
ぎ
に
つ
か

（3）

入
ノ
ま
つ
る
ひ
ぢ
り
ほ
べ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
五
）

冒
頭
の
こ
の
一
文
の
す
ぐ
あ
と
に
夢
の
記
事
を
持
っ
て
き
て
も
よ
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
は
阿
閣
梨
の
出
生
ま
で
詳
し
く
語
る
。
そ
こ
に
は

何
か
意
味
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

川
か
ら
順
に
そ
の
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

H
　
阿
闇
梨
の
父
母
の
恋
愛

父
は
近
衛
少
将
で
あ
る
。
母
は
、
書
野
の
里
に
住
ん
で
い
た
女
で
、
両
親
を

亡
く
し
て
心
細
い
思
い
で
住
み
わ
び
て
い
た
。
女
は
も
と
も
と
身
分
の
低
い
生

ま
れ
の
た
め
、
身
に
つ
け
る
べ
き
こ
と
を
習
う
で
も
な
し
、
ま
た
そ
ん
な
頼
り

も
無
く
、
は
か
な
く
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
十
六
歳
の
こ
ろ
、
少
将
は
花
見
に

富
野
を
訪
れ
、
そ
の
中
宿
り
に
女
の
住
む
里
に
来
た
。
女
は
、
慎
み
深
く
、
雲

上
人
と
交
際
す
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
が
、
気
位
高
く
ば
か
り
も
い
ら

れ
な
い
の
で
少
将
を
も
て
な
す
。
そ
の
う
ち
に
、
前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
っ
た

か
、
互
い
に
懇
ろ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
幾
日
か
経
ち
、
少
将
は
郡
へ
帰
る
時
に

女
を
一
緒
に
伴
お
う
と
誘
っ
た
が
、
女
は
つ
い
て
い
か
な
か
っ
た
。
時
折
、
言

薬
を
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
、
男
も
ま
た
、
行
く
末
ま
で
も
、
と
約
束
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
見
を
残
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
手
紙
な
ど
は
時
々

通
わ
せ
て
い
た
が
、
人
目
も
あ
る
の
で
引
き
続
い
て
は
訪
れ
な
か
っ
た
。

聞
　
阿
閣
梨
の
誕
生

そ
の
年
の
深
冬
に
、
吉
野
の
女
は
男
の
子
を
産
ん
だ
。
都
へ
知
ら
せ
る
と
、

男
は
引
き
取
っ
て
育
て
た
い
と
言
入
ノ
が
、
女
は
子
を
手
放
せ
ず
、
い
ま
す
こ
し

大
き
く
な
る
ま
で
は
こ
ち
ら
で
育
て
る
と
答
え
て
、
月
日
が
た
っ
た
。

回
　
父
母
の
別
離
と
母
の
死

そ
の
う
ち
、
京
の
男
の
心
は
他
の
女
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
子
が
五
歳
に
な

る
こ
ろ
、
女
は
子
を
男
に
託
そ
う
と
す
る
が
、
男
の
ほ
入
ノ
は
、
蔵
人
の
娘
を
妻

に
迎
え
て
こ
れ
も
男
の
子
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
も
は
や
書
野
の
女
と
の

間
に
で
き
た
子
を
迎
え
る
気
持
ち
も
な
く
、
返
事
も
し
な
い
。
女
の
ほ
う
で
は
何

か
と
手
紙
を
送
る
が
、
つ
い
に
返
事
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
悲
し
ん
だ
女
は
病
の
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床
に
つ
き
、
子
は
熱
心
に
看
病
し
た
が
、
そ
の
甲
斐
な
く
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
。

回
　
阿
閣
梨
の
出
家
志
向

子
は
里
人
に
面
倒
を
見
ら
れ
て
、
十
五
歳
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
郡
に
父
を

尋
ね
よ
う
と
思
う
が
、
連
れ
て
行
く
人
も
い
な
い
。
具
体
的
方
策
も
な
い
ま
ま

な
が
ら
、
父
に
逢
い
た
い
と
思
う
と
同
時
に
、
出
家
し
て
母
の
菩
提
を
弔
い
た

い
と
志
す
。
そ
の
う
ち
に
「
や
な
き
の
宿
」
　
の
人
の
つ
て
で
、
そ
の
妹
が
仕
え

る
右
大
臣
の
若
君
の
乳
母
を
紹
介
さ
れ
る
。

囚
　
出
家
成
就
と
そ
の
後

乳
母
の
世
話
で
、
子
は
出
家
の
本
意
を
遂
げ
る
。
そ
の
後
、
修
行
に
励
み
、

常
に
大
願
を
立
て
母
の
菩
提
を
弔
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
心
は
清
ら
か
に
澄
み
わ

た
り
、
何
の
煩
悩
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
三
十
年
程
が
過
ぎ
た
。

な
お
、
回
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
二
言
付
け
加
え
て
お
く
。
本
文
は
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

其
と
し
の
探
冬
に
、
よ
し
の
に
て
は
や
む
事
も
あ
ら
ず
、
お
の
こ
子
を
な

ん
も
た
り
。
さ
る
こ
と
み
や
こ
え
も
つ
げ
お
こ
し
つ
ゝ
、
a
「
引
到
副

に
か
し
づ
か
ば
や
」
な
ど
い
ふ
け
れ
ど
、
こ
れ
を
さ
へ
打
は
な
ち
て
ん
と

は
さ
す
が
に
か
な
し
け
れ
ば
、
b
「
今
す
こ
し
わ
き
ま
え
ん
ほ
ど
は
、
こ

れ
に
て
も
兄
は
ペ
ら
は
や
」
と
か
わ
ら
ぬ
か
ゑ
し
ど
も
い
ふ
て
、
日
ご
ろ

へ
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
八
）

（

’

）

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
福
武
書
店
本
は
、
傍
線
部
a
の
会
話
主
を
吉
野
の
里

の
女
、
b
を
近
衛
少
将
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
塩
田
氏
の
「
『
夢
の
通
ひ
路
物

語
』
全
訳
〓
　
（
「
序
」
　
の
校
訂
本
文
と
現
代
語
訳
を
示
す
。
二
以
降
は
未
発

（5）
表
）
も
会
話
主
を
同
様
に
考
え
ら
れ
て
次
の
よ
う
に
訳
す
。

そ
の
年
の
真
冬
に
、
吉
野
で
は
女
は
苦
し
む
こ
と
も
な
く
、
男
の
子
を
産

ん
だ
。
そ
の
子
の
誕
生
を
、
都
の
少
将
に
も
知
ら
せ
て
や
り
、
（
書
野
の

女
）
「
と
も
に
大
切
に
育
て
ま
し
ょ
う
。
」
な
ど
と
言
っ
て
や
っ
た
が
、
少

将
と
し
て
は
、
こ
の
子
さ
え
も
見
捨
て
て
顧
み
な
い
の
は
さ
す
が
に
つ
ら

い
の
で
、
（
少
将
）
「
も
う
少
し
そ
の
子
が
大
き
く
な
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
へ

引
き
取
っ
て
育
て
た
い
の
で
。
」
と
同
じ
よ
う
な
返
事
ば
か
り
繰
り
返
し

て
、
月
日
が
経
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
の
会
話
主
は
男
女
逆
で
は
な
い
か
と
思
う
。
現
在
子
は
女
の

も
と
に
い
る
の
で
「
こ
れ
を
さ
へ
打
は
な
ち
て
ん
」
　
の
主
語
は
女
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
男
の
郡
へ
の
誘
い
を
女
が
断
っ
た
と
い
う
経
絡
を
考

え
合
わ
せ
て
も
、
そ
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
〝
子
ど
も
の
誕
生
を

知
ら
さ
れ
た
少
将
は
「
一
緒
に
育
て
よ
う
」
　
と
提
案
し
た
が
、
女
は
都
へ
行
く

気
は
な
い
。
か
と
言
っ
て
腹
を
痛
め
た
子
ま
で
手
放
す
の
は
し
の
び
な
い
。
そ

れ
で
、
「
も
う
少
し
大
き
く
な
る
ま
で
は
こ
ち
ら
で
育
て
た
い
の
で
す
」
　
と
答

え
て
月
日
が
経
っ
た
〟
と
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
後
に

「
さ
れ
ば
、
折
が
た
き
人
の
こ
1
ろ
に
て
～
（
そ
う
な
る
と
顧
み
が
た
い
の
は

人
の
心
と
い
う
も
の
で
京
の
男
は
心
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
）
」
と
あ
る
文
に
、

ス
ム
ー
ズ
に
杭
く
。
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二
　
阿
聞
梨
の
役
割

次
に
、
物
語
に
お
け
る
阿
閣
梨
の
役
割
に
目
を
向
け
、
そ
の
役
割
と
「
序
」

の
記
事
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

「
序
」
に
描
か
れ
た
阿
閣
梨
の
生
い
立
ち
の
記
事
と
は
、
彼
の
出
家
に
至
る

経
緯
と
も
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
彼
が
権
大
納
言
家

の
乳
母
を
頼
っ
て
出
家
を
果
た
し
た
こ
と
、
出
家
後
は
ひ
た
す
ら
修
行
に
励
ん

で
、
若
い
人
ノ
ち
に
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

一
方
、
巻
物
の
中
の
阿
閣
梨
は
終
始
達
観
し
た
聖
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

病
床
の
権
大
納
言
の
夜
居
を
務
め
、
そ
の
験
の
確
か
さ
は
、
一
旦
息
絶
え
た
権

大
納
言
が
息
を
吹
き
返
す
と
い
う
場
面
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
知
ら
れ
る
。
阿

閻
梨
に
与
え
ら
れ
た
三
の
宮
に
出
生
の
秘
密
を
告
げ
る
と
い
う
役
割
に
ひ
か
れ

て
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
冷
泉
院
に
出
生
の
秘
密
を
告
げ
た
夜
店
の
僧
の
面
影
と

重
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
彼
は
老
人
で
は
な
い
。
ま
だ
若
い
な
が
ら

に
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
は
幼
少
時
に
権
大
納
言
と
交
流
し
て
い
た
。

万
か
く
し
あ
へ
ず
後
く
は
お
ぼ
し
な
り
に
け
り
　
（
巻
一
・
二
ハ
）

と
あ
る
の
で
、
か
な
り
親
し
い
仲
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
権
大
納
言
は
阿
闇
梨

の
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
時
、

君
な
ら
で
は
聞
え
う
け
た
ま
は
る
べ
き
か
た
、
は
た
お
も
は
へ
さ
ぷ
ら
は

ね
は
、
か
ふ
見
せ
奉
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
一
九
）

と
語
る
。
こ
れ
は
権
大
納
言
の
信
頼
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
阿
闇

梨
は
権
大
納
言
の
最
期
を
み
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
序
」
は
、
阿
閣
梨
と
権
大
納
言
と
の
接
点
を
明
ら
か
に
し
、
彼
が
出
生
の

秘
密
と
い
う
大
事
を
告
げ
る
役
割
を
担
う
に
足
る
験
あ
る
僧
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
も
の
、
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
う
一
つ
、
巻
物
の
中
で
果
た
し
た
阿
閣
梨
の
大
き
な
役
割
は
、
梅
盃
女
御

の
出
家
の
導
師
を
務
め
た
こ
と
で
あ
る
。
女
御
は
三
の
宮
を
出
産
し
て
か
ら
と

い
う
も
の
、
そ
の
秘
密
が
琵
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
つ
い
に
は
、
見
舞
い
に

訪
れ
た
甥
の
三
条
少
将
に
火
取
り
を
投
げ
つ
け
る
と
い
う
狂
気
の
行
動
に
出
る
。

そ
ん
な
自
分
を
恥
じ
て
、
す
ぐ
れ
た
僧
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
秘
密
を
漏
ら
す

こ
と
の
な
い
人
物
と
し
て
阿
閣
梨
を
選
び
、
出
家
を
遂
げ
る
。

つ
ま
り
、
阿
閣
梨
は
、
巻
物
の
中
に
お
い
て
、
三
の
官
の
両
親
二
人
に
関
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
権
大
納
言
の
臨
終
に
立
ち
会
い
、
女
御
を
出
家
さ
せ
た

彼
の
役
割
は
、
三
の
宮
の
両
親
二
人
の
俗
世
の
終
焉
を
見
届
け
る
こ
と
だ
っ
た
、

と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
巻
物
を
読
み
終
え
た
阿
閣
梨
の
役
割
は
、
ま
ず
は
三
の
宮
に
真
実
を

告
げ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
巻
物
を
読
み
終
え
た
三
の
官

は
、
出
家
を
志
す
。

〔
三
ノ
宮
〕
　
「
此
阿
ざ
梨
も
さ
る
道
よ
り
ぞ
、
か
く
は
な
り
ぬ
と
や
。
丸

も
こ
と
つ
け
て
物
う
き
よ
を
や
そ
む
か
ま
し
」
と
思
す
。

（
巻
六
・
七
八
六
）
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阿
閣
梨
に
学
ん
で
父
を
弔
お
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
権
大
納

言
の
夢
告
は
我
が
子
へ
の
愛
情
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
子
を
出
家
さ
せ
よ
う
と

い
う
思
い
は
な
か
っ
た
。
阿
閣
梨
は
三
の
官
に
出
家
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
説
得
が
措
か
れ
る
。

「
御
断
に
侍
ど
、
げ
に
左
様
に
て
も
、
お
ふ
け
な
く
い
か
め
し
き
御
有
様

に
て
も
の
し
給
る
名
残
、
心
清
く
よ
の
人
も
え
お
も
ひ
し
づ
ま
り
侍
で
お

の
づ
か
ら
御
心
の
外
な
る
乱
な
ど
い
で
き
侍
は
、
必
、
仏
な
ど
も
に
く
み

御
覧
ず
ぺ
け
九
は
、
何
事
も
よ
に
ま
か
せ
、
時
い
た
る
べ
き
を
こ
そ
待
せ

給
ぬ
ぺ
け
九
。
〔
以
下
略
〕
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
七
九
〇
）

阿
閣
梨
は
三
の
宮
の
志
に
対
し
、
も
っ
と
も
だ
と
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、

皇
子
と
い
う
重
い
立
場
で
急
に
出
家
す
る
と
い
う
大
事
に
つ
い
て
、
世
の
人
も

納
得
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
思
い
も
か
け
な
い
政
治
的
な
乱
れ
も
出
て
く
る
こ
と

に
な
っ
て
は
仏
の
に
く
む
と
こ
ろ
で
あ
る
、
な
ど
と
説
得
す
る
。

そ
も
そ
も
、
阿
闇
梨
が
出
家
し
た
の
は
母
を
弔
う
た
め
で
あ
っ
た
。
親
を
弔

う
た
め
に
出
家
を
果
た
す
と
い
う
彼
の
孝
養
の
精
神
を
描
く
た
め
に
は
、
両
親

が
別
れ
母
が
死
ぬ
経
緯
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
阿
閣
梨
は
、

三
の
官
の
心
情
を
よ
く
理
解
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
三
の
宮

は
皇
子
で
あ
り
、
阿
閏
梨
と
は
立
場
が
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
阿
閣
梨
に
は

与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
父
親
の
愛
情
が
、
三
の
宮
に
は
あ
っ
た
。
そ
ん

な
三
の
官
に
、
簡
単
に
出
家
を
遂
げ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
説
得
を
す
る

に
は
、
三
の
宮
の
苦
し
い
胸
の
内
を
十
分
汲
み
取
っ
て
や
っ
た
う
え
で
、
懇
々

と
説
き
諭
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
同
じ
こ
と
を
考
え
て
出
家
を

果
た
し
た
阿
閣
梨
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

阿
閣
梨
は
、
巻
物
を
読
む
と
い
う
傍
観
者
的
役
割
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、
積

極
的
に
権
大
納
言
父
子
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物

で
あ
る
こ
と
を
、
作
者
は
「
序
」
　
に
よ
っ
て
、
読
者
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
　
「
吉
野
」
で
「
ふ
り
た
る
帝
の
御
陵
」
に
仕
え
る
設
定
の
意
義

こ
こ
で
、
改
め
て
物
語
冒
頭
の
一
文
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
記
さ

れ
た
阿
闇
梨
の
設
定
に
も
、
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

再
度
の
引
用
に
な
る
が
、
こ
の
物
語
は
次
の
よ
う
な
阿
閣
梨
の
紹
介
で
始
ま
っ

て
い
る
。中

ご
ろ
、
吉
野
の
や
ま
ざ
と
に
、
ふ
り
た
る
み
か
ど
の
御
さ
ゝ
ぎ
に
つ
か

う
ま
つ
る
ひ
ぢ
り
は
べ
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
五
）

阿
閏
梨
は
「
吉
野
」
　
に
住
み
、
「
ふ
り
た
る
み
か
ど
の
御
さ
ゝ
ぎ
」
　
に
仕
え

て
い
た
。
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
吉
野
」
と
「
ふ
り
た
る
み

か
ど
の
御
さ
1
ぎ
」
と
は
盃
要
な
設
定
で
あ
る
。

阿
闇
梨
は
な
ぜ
吉
野
に
住
ん
で
い
た
の
か
。
阿
閣
梨
の
母
が
吉
野
の
女
で
あ

る
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
彼
は
、
十
五
歳
の
時
に
上
京

し
て
出
家
を
果
た
し
た
。
一
旦
、
都
へ
出
て
き
た
彼
が
な
ぜ
ま
た
吉
野
へ
戻
っ

た
の
か
。
母
の
菩
提
を
弔
う
、
と
い
う
出
家
の
目
的
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
お
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そ
ら
く
母
の
住
ん
だ
土
地
で
母
を
弔
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ

る
。そ

し
て
阿
閣
梨
が
夢
を
見
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

あ
る
夕
碁
に
、
よ
に
む
か
し
の
お
や
く
の
め
ぐ
み
ふ
か
ゝ
り
し
事
ど
も

お
も
へ
は
、
こ
の
ご
ろ
う
せ
給
ひ
し
権
大
納
言
の
御
事
の
い
た
わ
し
か
り

し
御
有
様
、
残
と
ゞ
ま
り
給
ひ
、
な
げ
き
お
ぼ
す
ら
ん
ほ
ど
な
ん
ど
お
も

ひ
っ
ゝ
、
し
ば
し
ま
ど
ろ
み
L
に
、
あ
て
や
か
な
る
な
を
し
す
が
た
に
て

〔
権
大
納
言
ア
ラ
ワ
レ
ル
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
二
八
）

あ
る
夕
暮
れ
に
阿
閣
梨
が
考
え
て
い
た
の
は
「
む
か
し
の
お
や
く
の
め
ぐ

み
ふ
か
ゝ
り
し
事
ど
も
」
　
で
あ
っ
た
。
「
む
か
し
の
お
や
く
」
と
あ
る
の
で
、

後
に
物
語
中
に
引
用
さ
れ
る
「
元
と
く
秀
」
（
元
徳
秀
の
故
事
・
『
唐
書
』
）
　
や

「
良
医
」
（
『
法
華
経
』
）
　
の
故
事
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
が
、
そ
の
中
に
、
ま
ず
は
一
番
身
近
で
忘
れ
た
こ
と
の
な
い
、
亡

く
な
っ
た
自
身
の
母
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
頃
死

ん
だ
権
大
納
言
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
さ
ら
に
「
残
と
ゞ
ま
り
給
ひ
、
な
げ
き

お
ぼ
す
ら
ん
ほ
ど
」
を
思
う
。
権
大
納
言
が
死
ん
で
、
あ
と
に
残
さ
れ
悲
し
む

人
と
は
誰
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
権
大
納
言
の
父
母
は
相
当
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
て
い
た
け
れ
ど
も
、
阿
閻
梨
の
身
近
で
い
つ
ま
で
も
悲
し
ん
で
涙
を
流
し
て

い
た
の
は
、
阿
閣
梨
の
養
母
す
な
わ
ち
権
大
納
言
の
乳
母
で
あ
っ
た
。
阿
閣
梨

は
こ
の
養
母
を
大
切
に
し
て
い
る
。
巻
物
を
読
み
終
え
た
そ
の
時
も
、
同
じ
屋

敷
内
に
養
母
が
い
て
、
彼
女
に
巻
物
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
気
を
遣
っ
て

い
る
。
乳
母
は
、
柾
大
納
言
の
死
後
、
尼
と
な
り
、
阿
閣
梨
が
ひ
き
と
っ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

権
大
納
言
の
夢
を
見
る
前
、
阿
閉
梨
は
、
権
大
納
言
を
失
っ
て
、
息
子
を
失
っ

た
母
親
の
よ
う
に
悲
し
む
養
母
の
姿
に
、
自
分
の
母
を
思
い
合
わ
せ
、
親
と
い

う
も
の
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
権
大
納
言
が
夢
に
あ
ら
わ

れ
た
の
は
親
と
し
て
の
顆
い
を
託
す
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
権
大
納
言

の
心
と
阿
闇
梨
の
心
と
は
共
鳴
し
、
そ
こ
に
「
夢
の
通
ひ
路
」
を
成
立
さ
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。
阿
閣
梨
が
「
吉
野
」
と
い
う
地
で
、
母
を
思
い
続
け
て
い
た
こ

と
は
、
権
大
納
言
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
「
ふ
り
た
る
み
か
ど
の
御
さ
1
ぎ
」
　
の
主
で
あ
る
帝
に
つ
い
て
、
ま

ず
、
こ
れ
が
誰
を
さ
す
の
か
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
は
っ
き

り
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
帝
は
三
人
い
る
。
福
武
書
店
本
の
系
図
の
呼
称
で
言

え
ば
、
先
帝
、
院
、
帝
（
今
上
帝
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
帝
を
指
す
呼
称
は

他
に
「
週
給
ひ
し
帝
」
「
か
の
山
の
帝
」
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
呼
称
は
、
権

（6）

大
納
言
が
院
よ
り
賜
っ
た
笛
の
由
来
に
関
わ
る
。
第
十
二
年
春
、
権
大
納
言
は

院
の
御
前
で
仰
せ
に
よ
り
笛
を
吹
く
。
そ
し
て
院
よ
り
伝
来
の
笛
を
賜
わ
る
。

持
ち
帰
っ
た
そ
の
笛
を
母
に
見
せ
る
と
、
母
は
そ
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

こ
れ
は
、
過
給
ひ
し
み
か
ど
の
「
い
と
有
が
た
き
音
ぞ
や
」
と
、
丸
な
ど

に
も
の
た
ま
ひ
し
三
つ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
な
り
。
（
巻
五
・
四
五
五
）

こ
の
笛
は
、
第
十
六
年
、
宮
中
の
宴
で
再
び
権
大
納
言
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
、

そ
の
時
に
は
次
の
よ
う
な
紹
介
が
あ
る
。
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さ
る
は
、
か
の
山
の
み
か
ど
の
御
っ
た
へ
な
り
け
り
。（

巻
五
・
五
四
一
）

大
官
が
由
来
を
知
り
、
院
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
呼

称
は
、
大
宮
と
院
の
父
で
あ
る
先
帝
を
指
す
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
先

帝
崩
御
の
記
事
は
巻
物
の
内
容
の
は
じ
め
に
語
ら
れ
る
。

二
の
官
〔
院
〕
、
春
宮
に
さ
だ
ま
り
給
ひ
、
ほ
ど
な
く
父
み
か
ど
ほ
う
じ

さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
御
代
を
お
さ
め
さ
せ
給
ふ
に
、
万
あ
ま
ね
ふ
し
て
う

る
わ
し
ゆ
ふ
も
の
し
給
ひ
け
九
は
、
か
み
つ
か
た
は
さ
ら
也
、
及
ぬ
下
が

L
も
ま
で
も
、
あ
り
が
た
き
御
心
ざ
L
を
お
も
ひ
っ
ゝ
、
よ
に
お
さ
ま
れ

る
日
の
も
と
の
御
さ
か
へ
、
今
ひ
と
し
は
に
あ
ふ
ぎ
奉
る
。

（
巻
一
二
二
）

こ
れ
を
見
る
と
、
存
命
中
に
帝
位
を
退
く
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
山
の
み
か
ど
」
　
と
あ
る
の
が
、
た
と
え
ば
出
家
し
て
山
で
修
行
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
る
呼
称
だ
と
す
れ
ば
、
先
帝
で
は
な
く
、
そ
の
一
代
前
の
帝
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
。
が
、
そ
れ
が
「
過
給
ひ
し
帝
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
の
は
確
か

で
あ
り
、
大
宮
が
そ
ば
で
話
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
先
帝
と
考
え

て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
、
「
ふ
り
た
る
み
か
ど
の
御
さ
ゝ
ぎ
」

の
帝
と
も
同
一
人
と
見
て
、
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
権
大
納
言
が
賜
わ
っ
た
笛
の
行
く
先
は
、
物
語
の
最
終
部
分
で
明
ら

か
に
な
る
。

兵
部
脚
の
み
こ
　
〔
三
ノ
宮
〕
は
、
か
の
　
〔
権
大
納
言
ガ
〕
吹
な
ら
わ
し
給

る
御
笛
は
こ
の
官
〔
女
二
ノ
宮
〕
　
に
こ
そ
有
ら
め
と
恋
し
う
思
す
に
、
い

か
な
る
折
に
か
、
御
前
の
御
達
に
、
人
く
笛
・
琴
つ
か
う
ま
つ
り
給
ひ

し
に
、
中
つ
か
さ
の
み
こ
、
「
院
よ
り
の
御
っ
た
へ
の
笛
は
、
も
し
、
春

宮
の
女
御
に
や
御
覧
ぜ
し
」
と
、
の
た
ま
ふ
事
有
て
、
内
よ
り
出
し
給
へ

る
を
、
み
こ
は
、
「
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
人
に
仰
も
や
」
　
と
そ
う
し
給
へ

は
、
春
宮
は
、
兵
部
蜘
の
み
こ
の
御
笛
の
音
、
な
つ
か
し
き
声
に
き
ゝ
給

ひ
し
か
ば
、
そ
ゝ
の
か
し
給
ふ
を
、
う
れ
し
う
も
か
な
し
う
も
給
り
つ
1

京
に
吹
す
さ
み
給
ひ
、
〔
三
ノ
宮
〕
「
し
ば
ら
く
あ
づ
か
り
奉
ら
は
や
」
と

け
ゐ
し
給
へ
は
、
「
こ
よ
な
く
め
づ
る
人
有
を
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
あ

づ
け
給
へ
は
、
誠
に
嬉
し
う
お
ぼ
し
て
、
ま
か
で
給
ぬ
。

（
巻
六
・
七
九
五
）

権
大
納
言
の
笛
は
、
正
妻
女
二
の
官
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
娘
は
こ
の
時

点
で
春
宮
女
御
と
な
っ
て
い
る
。
宴
の
席
で
、
中
務
の
宮
の
提
案
に
よ
っ
て
、

か
の
伝
来
の
笛
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
中
務
の
宮
は
、
そ
の
笛
を
吹
く
に
ふ
さ
わ

し
い
人
に
仰
せ
を
賜
わ
り
た
い
、
と
言
う
。
春
宮
は
、
故
権
大
納
言
の
甥
に
当

た
り
、
権
大
納
言
を
笛
の
師
と
し
て
慕
っ
て
い
た
。
そ
の
春
宮
は
、
三
の
宮
の

笛
の
音
が
故
権
大
納
言
の
笛
の
音
に
通
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
、
三
の

宮
に
笛
を
吹
く
よ
う
勧
め
る
。
三
の
宮
は
そ
の
笛
を
吹
き
、
し
ば
ら
く
預
か
り

た
い
と
願
い
出
て
、
そ
の
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
務
の
官
や
春
宮
な
ど
が
出
生
の
秘
密
を
知
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
こ
の
展

開
は
偶
然
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
結
果
的
に
、
棒
大
納
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言
の
笛
は
実
の
子
に
渡
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
の
宮
は
巻
物
を
ひ
も
と
き
、
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
。
出
家
を
願

う
が
、
阿
闇
梨
に
諌
め
ら
れ
諦
め
る
。
元
服
後
、
兵
部
脚
の
み
こ
と
呼
ば
れ
、

中
務
の
官
の
二
の
君
と
結
婚
し
た
。
物
語
が
語
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
が
、

お
そ
ら
く
、
彼
は
父
か
ら
の
伝
来
の
笛
を
得
て
、
帝
位
継
承
と
関
わ
ら
な
い
と

こ
ろ
で
生
き
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
さ
れ
る
。

権
大
納
言
の
父
と
し
て
の
願
い
は
、
こ
の
笛
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
至
っ
て
、

本
当
に
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
ょ
う
ど
、
柏
木
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
。

阿
閣
梨
が
そ
の
笛
を
伝
え
た
先
帝
の
墓
に
仕
え
て
い
た
、
と
い
う
の
は
阿
間

梨
の
意
志
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
物
語
の
冒
頭

に
そ
の
こ
と
を
書
い
て
お
い
た
の
は
、
最
終
的
に
笛
と
い
う
父
子
の
絆
を
確
認

さ
せ
る
た
め
の
準
備
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
冒
頭
の
一
文
も
、
盃
要
な
役
割
を
担
う
阿
閻
梨
の
設
定
と
し
て
計
算
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
問
題
が
残

る
。
巻
物
の
中
に
は
権
大
納
言
に
関
わ
る
話
（
権
大
納
言
系
物
語
）
と
は
別
に
、

か
ざ
し
の
君
と
い
う
姫
君
に
関
わ
る
話
（
か
ざ
し
の
君
系
物
語
）
も
大
き
な
位

置
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
巻
物
の
外
に
後
日
談
が
あ
る
。
本
作
品

の
中
に
大
き
く
二
つ
の
物
語
系
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
主
と
副
の
関
係
で
は
な

く
、
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
互
い
に
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
進
行

〈7）

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ

と
は
、
権
大
納
言
系
物
語
に
お
け
る
阿
閻
梨
の
役
割
と
は
深
く
関
わ
る
け
れ
ど

も
、
か
ざ
し
の
君
系
物
語
と
は
関
わ
ら
な
い
。
物
語
の
な
か
に
直
接
阿
間
梨
と

関
わ
ら
な
い
物
語
系
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

四
　
阿
閻
梨
の
父
母
の
恋
愛
の
様
相

「
序
」
に
描
か
れ
た
阿
闇
梨
の
出
家
に
至
る
経
緯
に
は
、
阿
閣
梨
の
父
母
の

恋
愛
に
多
く
筆
が
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
吉
野
と
い
う
地
に
育
っ
た

身
分
い
や
し
い
女
と
、
あ
る
日
偶
然
吉
野
を
訪
れ
た
男
と
の
恋
で
あ
る
。
そ
の

幕
開
け
は
、
こ
の
時
代
の
悲
恋
物
語
に
あ
り
が
ち
な
設
定
で
あ
り
、
し
か
も
、
一

そ
の
後
の
展
開
に
も
、
同
じ
時
代
の
悲
恋
物
語
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
　
3
0

は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

鎌
倉
時
代
の
悲
恋
物
語
の
幌
向
を
論
ず
る
に
は
、
一
々
の
作
品
を
広
く
見
渡

し
た
上
で
の
検
討
を
要
す
る
が
、
い
ま
は
そ
の
余
裕
が
な
い
。
そ
こ
で
、
代
表

的
な
物
語
展
開
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
し
の
び
ね
型
」
の
悲
恋
物
語
の
展
開
を

私
に
ま
と
め
て
み
た
。

一
、
男
は
薄
幸
の
姫
君
を
見
出
だ
し
二
人
は
恋
愛
関
係
に
な
る
。

二
、
や
が
て
子
ど
も
が
誕
生
す
る
。
子
は
父
方
に
帰
属
す
る
。

三
、
女
は
迫
害
を
受
け
る
。
（
恋
愛
の
障
害
）

四
、
女
は
入
内
し
帝
の
寵
愛
を
得
る
。

五
、
女
を
失
っ
た
男
は
悲
嘆
に
く
れ
出
家
す
る
、
ま
た
は
死
ぬ
。



貴
公
子
と
名
も
な
い
女
と
の
身
分
違
い
の
恋
、
と
い
う
設
定
は
、
こ
の
時
代

の
悲
恋
物
語
の
語
り
起
こ
し
と
し
て
常
套
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
阿
閣
梨
の
父
母
の
恋
愛
記
事
に
描
か
れ
た
、
男
が
正
妻
を
迎
え
、
訪
れ

も
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
設
定
や
、
女
に
は
子
が
生
ま
れ
る
が
顧
み
ら
れ
な
い

と
い
う
設
定
は
、
二
人
の
恋
愛
の
障
害
と
し
て
常
套
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
阿
閣
梨
の
父
母
の
恋
愛
物
語
の
展
開
は
、
鎌
倉
時
代
の
悲
恋
物
語
の
條
向

に
従
っ
た
も
の
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
は
じ
ま
り
は
常
套
的
で
も
、

二
人
の
恋
愛
物
語
は
女
が
救
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
子
も
男
の
家
に
引
き
取
ら
れ

な
い
ま
ま
で
終
わ
る
。
い
か
に
も
あ
り
が
ち
な
物
語
の
よ
う
に
語
り
起
こ
さ
れ

る
が
、
阿
皿
梨
の
父
母
の
恋
愛
物
語
は
読
者
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
女
に
と
っ

て
は
救
い
よ
う
も
な
く
暗
く
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

常
套
的
に
語
り
起
こ
し
、
異
な
る
方
向
へ
物
語
を
進
め
る
、
と
い
う
こ
の
こ

と
は
こ
の
物
語
の
本
筋
で
あ
る
権
大
納
言
と
梅
壷
女
御
と
の
恋
愛
物
語
、
か
ざ

し
の
君
と
岩
田
中
将
と
の
恋
愛
物
語
と
も
共
通
項
を
持
つ
。

権
大
納
言
系
物
語
も
悲
恋
物
語
で
あ
る
。
男
が
恋
し
た
女
は
や
が
て
帝
の
妃

と
な
る
。
二
人
は
別
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
帝
妃
と
な
っ
た
女
は
男
の
胤
を
宿

し
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
光
源
氏
と
藤
盃
女
御
と
の
禁
忌
の
恋

を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
基
本
的
に
は
鎌
倉
時
代
の
物
語
の
條
向
に
従
い
つ
つ
も
、

結
末
に
大
き
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
子
が
男
の
家
に
帰
属
す
る
こ
と
は
な
く
、

女
は
出
家
の
道
を
た
ど
っ
た
。

か
ざ
し
の
君
系
物
語
は
、
概
ね
、
い
わ
ゆ
る
継
子
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
い

結　　 末 子の行方 恋の障害

子　 女 出　 女 男 郡 書

阿闇梨の父母の恋愛物語

の　 の 家　 の の の野
出　 死 願　 も 結 男 の
家 望　 と

を　 で
持　 成
つ　 長

婚 と　里
の　の
恋 女

と

子　 男 出　 皇 女　 男 男

権　大　 納　言　 系　 物　語

の　 の 子 の　 の と
幸　 死 l頭　 と 入　 結 女
福　 ・

女
の ・
出
家

望　 L
を　 て
持　 成
つ　 長

内　 婚 の
恋

女　 男 女 女　 男 そ　い

か　ざ　し　の 君 系 物 語

・　 の の へ　 の れ　じ
子　 帰 も の　 流 を め
の　 京 と 紐　 罪 救　ら
幸 で 子 う　れ
福 成

長
い
じ
め

男 る
の 女
恋 と
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る
が
、
こ
れ
も
ま
た
悲
恋
物
語
の
要
素
を
少
な
か
ら
ず
持
っ
て
い
る
。
結
果
と

し
て
男
と
女
が
結
ば
れ
る
と
は
い
え
、
従
来
の
継
子
い
じ
め
の
物
語
と
比
較
す

る
と
、
か
ざ
し
の
君
に
襲
い
か
か
る
不
幸
は
二
度
に
わ
た
っ
て
お
り
、
単
純
に

不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
転
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
女
は
、
い
じ
め
と
い
う
不

幸
か
ら
は
貫
公
子
岩
田
中
将
と
い
う
男
の
出
現
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
が
、
続
い

て
、
そ
の
男
に
女
御
に
恋
し
た
と
い
う
疑
い
が
懸
け
ら
れ
男
は
流
罪
の
刑
に
処

せ
ら
れ
る
。
男
と
引
き
離
さ
れ
た
女
へ
継
子
い
じ
め
と
い
う
迫
害
は
続
き
、
宇

治
で
貧
困
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
女
の
も
と
で
子
は
成
長
す
る
。

こ
の
二
度
目
の
不
幸
に
は
、
権
大
納
言
系
物
語
と
の
類
似
点
も
見
出
せ
る
。

男
に
か
か
る
嫌
疑
が
女
御
に
恋
し
た
罪
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
つ
の
物

語
系
は
、
一
見
、
ま
る
で
異
な
る
物
語
展
開
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
岩
田
中
将

が
藤
壷
女
御
宛
の
文
を
落
と
し
た
た
め
に
（
実
際
は
兄
の
岩
田
大
納
言
が
し
た

こ
と
で
岩
田
中
将
は
無
実
で
あ
る
が
）
最
愛
の
妻
子
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
と
、
権
大
納
言
が
三
の
君
宛
の
文
を
落
と
し
た
た
め
に
母
大
宮
の

訓
戒
を
受
け
、
お
の
ず
か
ら
三
の
君
へ
の
訪
れ
を
ひ
か
え
る
よ
り
は
か
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
と
を
並
べ
て
み
る
と
、
ま
る
で
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か

ざ
し
の
君
系
物
語
は
継
子
物
語
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
物
語
展
開
に
は

十
分
悲
恋
物
語
と
し
て
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

阿
閣
梨
の
父
母
の
恋
愛
物
語
、
権
大
納
言
系
物
語
、
か
ざ
し
の
君
系
物
語
、

と
い
う
三
つ
の
物
語
を
そ
の
展
開
に
沿
っ
て
並
べ
て
み
る
と
、
前
頁
の
図
の
よ

う
に
な
る
。
三
つ
の
恋
愛
物
語
は
結
末
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ

へ
至
る
過
程
に
は
共
通
項
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
阿
閣
梨
の
父
母
の
恋
愛

の
様
相
は
、
一
つ
の
悲
恋
物
語
の
典
型
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
二
つ
の
恋

愛
物
語
を
暗
示
し
て
い
た
、
と
読
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
　
〝
序
〟
と
し
て
の
「
序
」
の
意
義

「
序
」
は
、
一
見
、
権
大
納
言
系
物
語
の
幕
開
け
と
し
て
巻
物
を
読
む
設
定

作
り
の
た
め
に
雷
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
そ
れ
は
お
も
て
む
き
の

役
割
で
、
実
際
は
、
桂
大
納
言
系
・
か
ざ
し
の
君
系
と
い
う
二
つ
の
物
語
系
の

幕
開
け
と
し
て
、
悲
恋
物
語
の
典
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
さ
に
物
語
の
か
序
〟
　
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
）
　
と
し
て
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
、
「
序
」
　
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
な
い
で
い
た
の
は
、
「
序
」
の
役

割
を
（
夢
に
巻
物
を
託
さ
れ
る
）
と
い
う
一
点
の
み
に
認
め
て
き
た
か
ら
に
は

か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
改
め
て
、
「
序
」
全
体
の
文
章
に
、
物
語

の
〝
序
〟
と
し
て
の
役
割
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
八
丁
は
ま
さ

に
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
〝
序
〟
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

先
に
、
阿
閣
梨
の
父
母
の
恋
愛
を
女
が
救
わ
れ
な
い
物
語
で
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
し
て
、
権
大
納
言
系
物
語
に
も
、
か
ざ
し
の
君
系
物
語
に
も
そ
の
展
開
に
共

通
項
が
あ
る
と
。

し
か
し
、
こ
の
本
筋
の
物
語
は
、
悲
恋
物
語
と
し
て
の
要
素
を
持
ち
つ
つ
も
、

結
末
は
異
な
る
。
権
大
納
言
系
物
語
の
結
末
は
、
男
が
死
に
、
女
が
出
家
す
る
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
視
点
を
少
し
変
え
れ
ば
、
男
は
何
の
罪
を
犯
す

こ
と
も
な
く
、
し
か
も
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
自
分
の
意
思

を
し
っ
か
り
と
我
が
子
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
女
は
自
分
の
意
志
で
出
家
と

い
う
道
を
選
ん
で
い
る
。
こ
の
出
家
は
、
そ
れ
ま
で
周
囲
の
人
間
の
勧
め
る
ま

ま
に
行
動
し
て
い
た
女
が
、
は
じ
め
て
自
ら
選
ん
だ
道
で
あ
っ
た
。
二
人
が
結

ば
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
自
分
の
意
志
を

貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
か
ざ
し
の
君
系
物
語
は
名
実
と
も
に
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ソ
ド
を
迎
え
た
。
二
人
は
結
ば
れ
、
右
大
臣
家
の
庇
護
の
も
と
に
、
幸
福
な

将
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

悲
恋
物
語
は
こ
の
時
代
に
多
く
作
ら
れ
た
。
多
く
の
物
語
を
生
み
出
し
た
作

者
た
ち
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
ど
う
取
り
込
み
、
ど
う
乗
り
越
え
る
か
に
、
工

夫
を
凝
ら
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
作
者
の
技
最
が
問
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
作
者
は
、
物
語
の
幕
開
け
に
一
つ
の
不
幸
な
恋

愛
を
描
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
物
語
に
重
ね
る
よ
う
な
形
で
、
物

語
を
進
行
さ
せ
つ
つ
も
、
結
果
と
し
て
救
わ
れ
る
物
語
へ
と
導
い
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
序
」
は
物
語
全
体
か
ら
見
れ
ば
わ
ず
か
な
分
量
で
あ
る
。
し
か

し
、
物
語
の
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
挿
話
（
巻
一
の
恋
愛
体
験
談

に
描
か
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
な
ど
）
が
、
不
幸
な
恋
愛
を
描
い
て
い
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
〝
序
〟
と
し
て
の
機
能
を
失
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
読

者
が
「
序
」
を
忘
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
物
語
を
雷
き
進
め
て
い
る

作
者
の
計
算
の
ほ
ど
が
窺
え
る
。
主
筋
の
物
語
と
の
類
似
点
を
用
意
し
て
書
か

れ
た
「
序
」
は
読
者
に
あ
る
種
の
不
安
感
な
り
、
こ
の
先
ど
う
な
る
か
と
い
う

期
待
感
な
り
を
与
え
、
飽
き
さ
せ
ず
に
読
ま
せ
る
工
夫
の
一
だ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
う
い
う
〝
序
〟
の
機
能
を
持
つ
恋
愛
物
語
を

措
い
た
こ
と
そ
の
も
の
が
こ
の
物
語
の
新
し
さ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

「
序
」
が
悲
恋
物
語
で
あ
る
以
上
、
そ
の
結
果
残
さ
れ
た
子
が
、
巻
物
を
ひ

も
と
く
阿
閻
梨
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ひ
も
と
か
れ

た
巻
物
に
書
か
れ
て
い
た
の
も
悲
恋
物
語
で
あ
り
、
し
か
も
阿
閣
梨
は
傍
観
者

で
は
い
ら
れ
な
い
。
子
に
出
生
の
秘
密
を
告
げ
た
の
も
、
ま
た
、
女
を
出
家
さ

せ
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
阿
閣
梨
は
、
巻
物
を
受
け
取
っ
た
た
め
に
、

一
つ
の
悲
恋
の
収
拾
役
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
阿
閥
梨
が
、
巻
物
を
託
し
た
主
人
公
権
大
納
言
の
友
人
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
の
み
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
阿
閣
梨
自
身
が
、
悲
恋
物
語
の
男

と
女
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
「
序
」
は
、
形
の
上
だ
け
で
な
く
、
内
容
も
伴
っ

て
物
語
の
〝
序
〟
と
し
て
の
按
能
を
担
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
阿
間
梨

の
生
い
立
ち
を
中
心
と
す
る
記
事
は
、
本
筋
の
悲
恋
物
語
を
引
き
出
す
役
割
を

持
つ
と
と
も
に
、
巻
物
の
読
み
手
で
あ
る
阿
闇
梨
に
一
個
の
人
格
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
悲
恋
物
語
の
男
と
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
阿
閣
梨
は
、
権
大
約
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言
を
夢
に
見
た
。
彼
は
、
恋
を
失
っ
て
死
ん
だ
男
・
権
大
納
言
に
代
わ
っ
て
父

の
願
い
を
子
に
伝
え
、
救
わ
れ
な
か
っ
た
母
に
代
わ
っ
て
、
梅
壷
女
御
を
出
家

と
い
う
救
い
へ
導
い
た
。
富
野
の
阿
閣
梨
は
、
そ
う
い
う
人
物
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
、
夢
に
巻
物
を
託
さ
れ
る
設
定
の
み
に
目
を
向

け
た
評
価
に
加
え
て
、
「
序
」
　
の
記
事
全
体
に
存
在
意
義
を
認
め
、
こ
う
し
た

〝
序
〟
を
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
物
語
の
新
し
さ
だ
と
評
価
し
た
い
。

最
後
に
課
題
を
述
べ
て
本
稿
を
結
び
た
い
。
「
序
」
　
の
記
事
に
は
、
な
お
詳

し
く
検
討
す
べ
き
解
釈
上
の
問
項
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

阿
閣
梨
の
上
京
を
助
け
た
「
や
な
き
の
宿
」
　
の
人
と
は
何
者
な
の
か
。
「
や
な

き
の
宿
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
世
の
中
を
い
と
は
で
く
ら
す
人
も
が
な
」

と
願
っ
た
権
大
納
言
の
乳
母
が
阿
闇
梨
を
養
子
に
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
物

語
全
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
地
道
な
注
釈
的
研
究
を
深

め
る
必
要
を
感
じ
る
。

［
付
記
］

本
稿
は
平
成
六
年
十
一
月
十
九
日
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会

で
同
題
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な

御
意
見
を
賜
わ
り
ま
し
た
位
藤
邦
生
先
生
、
妹
尾
好
信
先
生
、
西
本
寮
子
氏
に

謹
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

［
注
］

1
　
大
槻
修
氏
「
平
安
後
期
・
鎌
倉
時
代
物
語
の
多
様
性
－
起
筆
法
・
冒
頭
文
の
展
開

に
つ
い
て
（
二
）
」
『
甲
南
国
文
』
第
二
四
号
（
昭
5
2
・
3
）
『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』

（
世
界
思
想
祉
　
平
5
）
　
に
所
収

2
　
塩
田
公
子
氏
「
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
年
立
再
考
－
　
序
相
当
部
分
を
め
ぐ
っ

て
－
」
『
岐
阜
女
子
大
学
紀
要
』
六
号
（
昭
5
2
∴
曇

3
　
本
文
引
用
は
、
古
典
研
究
会
敢
容
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
（
汲
古
事
院
　
昭
4
7
・
1
0
）

に
よ
り
、
引
用
箇
所
を
巻
数
と
頁
数
と
で
示
し
た
。
な
お
、
か
な
の
清
濁
・
句
読
点
・

引
用
符
等
は
私
に
付
し
た
。
ま
た
、
文
脈
の
理
解
の
便
宜
を
は
か
り
、
適
宜
〔
　
〕
　
の

中
に
主
語
な
ど
を
揃
っ
た
。

4
　
工
藤
進
忠
郎
・
伊
奈
あ
つ
子
・
川
嶋
春
枝
・
高
見
沢
映
子
氏
紹
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』

（
福
武
書
店
　
昭
弘
・
3
）

5
　
『
岐
阜
女
子
大
学
国
文
学
会
誌
』
第
二
十
二
柴
　
平
5

6
　
物
語
年
次
は
塩
田
公
子
氏
「
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
年
立
と
脱
落
に
関
し
て
」
『
名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第
三
八
号
（
昭
5
1
・
6
）
　
に
従
入
ノ
。
な
お
、
物
語
年
次
・
年

立
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
「
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
年
立
に
つ
い
て
」
『
国
語
の

研
究
』
第
一
七
号
（
平
4
・
1
0
）
　
に
示
し
た
。

7
　
拙
稿
「
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
の
構
想
に
関
わ
る
一
視
点
－
　
「
権
大
納
言
系
物
語
」

と
「
か
ざ
し
の
君
系
物
語
」
　
の
融
合
度
－
」
『
国
語
の
研
究
』
第
一
九
号
（
平
5
・

9
）

－
　
あ
ん
ど
う
・
ゆ
り
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
中
1
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