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八
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『
信
貴
山
縁
起
』
尼
公
の
巻
の
〈
絵
語
り
〉

井　

上　
　
　

泰

（
受
理
日
二
〇
〇
七
年
十
月
四
日
）

一　

は
じ
め
に

　

命
蓮
聖
と
信
濃
の
姉
（
尼
公
）
と
の
邂
逅
を
語
る
『
信
貴
山
縁
起
』
尼
公
の
巻
は
、
①
信

濃
山
中
の
旅
景
、
②
投
宿
、
③
命
蓮
情
報
聴
き
取
り
の
道
中
景
、
④
奈
良
坂
越
え
、
⑤
東
大

寺
大
仏
殿
参
籠
及
び
夢
告
、
⑥
信
貴
山
来
訪
、
⑦
信
貴
山
で
の
日
々
、
の
計
七
場
面
を
も
っ

て
そ
の
物
語
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
稿
者
は
、
絵
画
化
を
画
題
（
物
語
）
の
忠
実
な
図
像

化
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
介
在
す
る
表
象
主
体
の
［
解
釈―

表
現
］
行
為
過
程
を
考

慮
に
い
れ
て
、
絵
画
図
像
の
一
々
に
表
象
主
体
の
語
り
（
＝
絵
語
り
）
を
読
み
と
る
こ
と
に

関
心
を
寄
せ
て
考
察
を
進
め
て
い
る
が⑴
、
本
稿
で
は
こ
の
尼
公
の
巻
を
取
り
上
げ
、
そ
の
絵

語
り
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

尼
公
の
巻
に
つ
い
て
は
様
々
な
絵
語
り
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑵
。
こ
こ
で
は
南
都
へ

の
旅
中
場
面
（
①
②
）
に
注
目
す
る
。
二
場
面
の
そ
れ
ぞ
れ
は
今
少
し
詳
し
く
記
せ
ば
、

　

①
尼
公
が
川
沿
い
の
道
を
従
者
を
連
れ
黒
駒
に
乗
っ
て
行
く
場
面

　

②
尼
公
が
あ
る
家
で
宿
を
と
る
場
面

だ
が
、
本
『
縁
起
』
詞
書
に
は
、
場
面
③
を
含
め
て
こ
れ
ら
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
叙
述
が

な
く
、「
た
づ
ね
み
む
と
て
の
ぼ
り
に
け
り

0

0

0

0

0

0

。」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
場
面
の
一
々
は
こ
の
物
語
本
文
を
め
ぐ
る
［
解
釈―

　

本
論
文
は
、
課
程
博
士
候
補
論
文
を
構
成
す
る
論
文
の
一
部
と
し
て
、
以
下
の
審
査
委
員

に
よ
り
審
査
を
受
け
た
。

　

審
査
委
員
：
竹
村
信
治
（
主
任
指
導
教
員
）、
佐
々
木
勇
、
山
元
隆
春
、
佐
藤
大
志
、

　
　
　
　
　
　

中
村
春
作
、
菅
村
亨

表
現
］
行
為
の
結
果
と
し
て
あ
り
、
表
象
主
体
の
絵
語
り
の
位
相
を
よ
り
明
瞭
に
示
す
部
分

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二　

信
濃
を
出
国
す
る
尼
公

　

尼
公
の
巻
の
巻
頭
①
場
面
は
、
信
濃
を
出
国
す
る
尼
公
を
画
題
と
す
る
。
桟
道
で
補
強
さ

れ
た
切
り
立
っ
た
岩
の
間
の
道
を
杖
を
つ
き
な
が
ら
歩
く
蓑
笠
の
従
者
。
そ
し
て
そ
の
前
方

に
は
、
黒
駒
に
乗
っ
た
尼
公
が
も
う
一
人
の
従
者
に
牽
か
れ
て
、
水
量
ゆ
た
か
な
川
に
沿
っ

た
道
を
く
だ
っ
て
い
く
。
蓑
笠
の
従
者
の
左
右
や
川
沿
い
の
巨
岩
、
ま
た
川
の
水
勢
の
激
し

さ
は
そ
こ
が
上
流
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
。
画
面
の
展
開
に
あ
わ
せ
て
水
面
は
穏
や

か
に
な
り
川
幅
も
広
が
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
は
下
流
の
景
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
画
面
に
描
か
れ
る
場
所
を
『
新
版　

絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』⑶は
「
木

曾
路
」
と
考
え
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

も
と
京
師
か
ら
東
国
へ
行
く
た
め
に
は
二
つ
の
道
す
じ
が
あ
り
一
つ
は
東
山
道
、
他
は

東
海
道
で
あ
る
。
木
曽
路
は
東
山
道
に
属
し
、
美
濃
か
ら
木
曽
川
の
谷
を
経
て
鳥
居
峠

を
越
え
松
本
平
に
出
る
ま
で
の
間
で
、
木
曽
川
の
つ
く
っ
た
深
い
谷
間
を
通
り
、
き
わ

め
て
け
わ
し
く
、
所
々
に
桟
道
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
古
代
に
は
こ
の
道
が
重

要
な
交
通
路
で
、
東
国
の
牧
か
ら
献
上
せ
ら
れ
る
望
月
の
駒
も
ま
た
こ
の
谷
を
下
っ
て

美
濃
の
平
野
に
出
、
近
江
を
経
て
京
都
に
い
た
っ
た
。

従
う
べ
き
見
解
と
目
さ
れ
る⑷
が
、
こ
こ
で
「
木
曽
路
」
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

今
少
し
注
意
が
向
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

古
代
に
は
駅
制
が
存
在
し
全
国
に
官
道
が
通
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
信
濃
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井上　　泰

と
京
を
結
ん
で
い
た
の
は
東
山
道
で
あ
る
。
信
濃
に
お
け
る
東
山
道
は
、
美
濃
（
坂
本
駅
）

と
の
国
境
に
あ
る
神
坂
峠
を
越
え
て
信
濃
（
阿
知
駅
）
に
入
り
、
天
竜
川
に
沿
っ
て
北
上
し

越
後
へ
抜
け
出
る
。
一
方
、
木
曽
路
（
吉
蘇
路
）
は
東
山
道
（
本
線
）
の
難
所
で
あ
る
神
坂

峠
を
迂
回
す
る
道
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
木
曽
川
沿
い
を
北
上
す
る
い
わ
ば
横
道

だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在
の
岐
阜
県
馬
籠
あ
た
り
か
ら
東
山
道
と
分
か
れ
木
曽
川
に
沿
っ
て

北
上
、
木
曽
谷
北
部
の
県
坂
に
い
た
り
楢
川
村
を
経
て
筑
摩
郡
に
入
り
、
現
在
の
塩
尻
市
あ

た
り
で
東
山
道
と
合
流
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
て
い
る⑸
。『
信
貴
山
縁
起
』

は
こ
の
二
ル
ー
ト
の
う
ち
横
道
の
木
曽
路
を
選
ん
で
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
東
山
道
（
本
線
）
で
は
な
く
横
道
の
木
曽
路
が
選
ば
れ
て
い
る
の
は
歌
枕
と
し
て

の
「
木
曽
（
路
）
川
」
が
作
用
し
た
と
考
え
る
の
が
順
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。『
和
歌
初

学
抄
』、『
和
歌
色
葉
』
に
は
「
き
そ
ぢ
が
は
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時
代
は
下
る

が
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
も
「
き
そ
ぢ
川
、
し
な
の
」
の
詞
書
を
も
っ
て
建
長
八
年
百
首
歌
合

の
従
二
位
行
家
卿
詠
（
一
一
二
三
五
番
）

　
　

見
せ
ば
や
な
い
か
が
信
濃
︱
︱
の
き
そ
ぢ
川

︱
︱
︱
︱
君
に
お
も
ひ
の
ふ
か
き
渡
り

︱
︱
︱
︱
︱
を

鴨
長
明
詠
（
家
集
、
一
一
二
三
六
番
）

　
　

か
ざ
ご
し
の
み
ね
こ
え
く
れ
ば
き
そ
ぢ
川
波
も
ひ
と
つ
に
う
つ

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
せ
み
の
こ
ゑ

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、『
平
家
物
語
』（「
嗄
声
」）『
十
訓
抄
』（
一
ノ
二
十
五
）
に

は
周
知
の
話
題
、
信
濃
よ
り
帰
洛
し
た
源
資
賢
が
「
信
濃
に
あ
ん
な
る
木
曽
路
川
」
と
い
う

今
様
を
「
信
濃
に
あ
り
し
木
曽
路
川
」
と
詠
み
替
え
て
後
白
河
法
皇
の
叡
感
に
与
っ
た
話
題

も
あ
る
。
つ
ま
り
、『
信
貴
山
縁
起
』
冒
頭
、「
た
づ
ね
み
む
と
て
の
ぼ
り
に
け
り

0

0

0

0

0

0

。」
の
物

語
本
文
の
図
像
化
と
し
て
あ
る
尼
公
信
濃
出
国
の
画
面
は
、［
信
濃―

（
木
曽
路
）―

木
曽

（
路
）
川
］
の
歌
枕
モ
ー
ド
に
即
し
て
着
想
、
表
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
「
木
曽
路
」「
木
曽
（
路
）
川
」
ば
か
り
で
な
く
「
桟
道
」
に
も
指
摘

で
き
る
。
木
曽
路
（
吉
蘇
路
）
の
桟
道
は
、「
木
曽
の
懸
け
橋
」、「
木
曽
の
懸
け
路
」、「
木

曽
の
ほ
き
じ
」、「
木
曽
の
懸
け
路
の
丸
木
橋
」
な
ど
の
か
た
ち
で
木
曽
路
や
木
曽
地
方
の
代

表
的
景
物
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
一
四
（
恋
四
）
八
六
五
番
、「
女

の
も
と
に
遣
は
し
け
る
」
と
し
て
見
え
る
、

　
　

中
〳
〵
に
言
ひ
も
放
た
で
信
濃
な
る
木
曽
路

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
の
橋
の
か
け
た
る

︱
︱
︱
︱
︱
︱
や
な
ぞ

の
源
頼
光
詠
な
ど
は
、［
信
濃―

木
曽
路―

（
か
け
）
橋
］
の
歌
こ
と
ば
連
関
の
定
着
を
端

的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
［
信
濃―

（
木
曽
路
）―

木
曽
（
路
）
川
］、［
信
濃―

木
曽
路―

（
か
け
）
橋
］、
そ
し
て

ま
た
尼
公
の
乗
る
「
黒
駒
」
も
、
こ
れ
を
『
新
版
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
の
い
う
「
望
月
の

駒
」
と
関
連
付
け
れ
ば
、［
信
濃―

望
月
の
駒
］
と
し
て
和
歌
世
界
に
定
着
し
た
モ
ー
ド
だ
っ

だ
。
こ
う
し
て
本
絵
巻
の
絵
語
り
は
和
歌
モ
ー
ド
の
取
り
合
わ
せ
を
も
っ
て
構
想
、
表
象
さ

れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
和
歌
世
界
に
流
通
、
定
着
し
た
「
信
濃
」
モ
テ
ィ
ー
フ
を

も
っ
て
描
か
れ
た
本
絵
巻
の
図
像
は
、
し
か
し
実
際
の
「
信
濃
」「
木
曽
路
」
の
景
と
は
関

わ
り
が
な
い
。
近
世
の
木
曽
路
を
画
い
た
『
木
曽
路
名
所
図
会
』（
文
化
二
年
、
一
八
〇
五
）

で
は
、
木
曽
路
の
一
部
が
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

三
留
野
よ
り
野
尻
ま
で
の
間
は
、
は
な
は
だ
危
き
道
な
り
。
こ
の
間
、
左
は
数
十
間
深

き
木
曽
川
に
道
の
狭
き
所
は
木
を
伐
り
渡
し
て
並
べ
、
藤
蔓
に
て
か
ら
め
街
道
の
狭
き

を
補
ふ
。
右
は
み
な
山
な
り
。
屏
風
を
立
て
た
る
如
く
し
て
其
中
よ
り
大
巌
お
し
出
し

て
路
を
遮
る
。
此
間
に
桟
道
多
し
、
い
づ
れ
も
川
の
上
に
か
け
た
る
橋
に
は
あ
ら
ず
。

岨
道
の
絶
た
る
所
に
か
け
た
る
橋
な
り
。
他
国
に
は
、
か
よ
う
な
る
か
け
は
し
希
な
り
。

こ
こ
に
説
か
れ
る
景
観
は
本
絵
巻
の
そ
れ
に
酷
似
す
る
。
け
れ
ど
も
、「
右
は
み
な
山
な
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
木
曽
路
は
木
曽
川
の
西
を
通
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
絵
巻
の
よ
う
に
東

沿
い
に
あ
る
の
で
は
な
い⑹
。
こ
の
こ
と
は
、
絵
巻
制
作
者
が
木
曽
路
の
実
景
を
知
ら
な
か
っ

た
事
情
を
伝
え
て
い
る
が
（「
信
濃
に
あ
ん
な
る
木
曽
路
川
」）、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
周

到
な
用
意
も
そ
こ
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
絵
巻
を
実
際
に
繰
っ
て
み
る
と
、
画
面
は
、
嶮
し

い
山
容
→
桟
道
→
黒
駒
→
尼
公
→
巨
岩
・
急
流
→
豊
か
な
水
流
、
の
順
に
展
開
し
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
長
明
詠
中
の
「
み
ね
こ
え
く
れ
ば
」
な
ど
を
も
含
め
、
ま
さ
し
く
和
歌

世
界
の
「
信
濃
」
表
象
を
表
徴
性
の
強
度
に
即
し
て
配
列
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
実
景
実
見
の
有
無
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
和
歌
世
界
の
観
念
に
即
し

た
か
た
ち
で
画
面
構
成
が
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　

武
田
恒
夫
氏
は
和
歌
と
名
所
絵
（
絵
画
）
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑺
。

　
　

�

名
所
絵
に
と
っ
て
、
本
来
歌
枕
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
て
、
都
を
中
心
と
す
る
京
畿

地
方
が
比
較
的
多
き
を
数
え
る
に
し
て
も
、
全
国
に
わ
た
る
点
に
そ
の
豊
富
な
広
が
り

が
看
取
さ
れ
る
。
和
歌
に
詠
じ
ら
れ
た
名
所
で
あ
れ
ば
、
実
地
に
お
も
む
き
じ
か
に
目

睹
し
た
風
景
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
歌
を
介
し
て
景
趣
を
共
感
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
多
分
に
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
共
感
的
な
約
束
事
に
も
と
づ
け
ら
れ
る
。
と
も

あ
れ
、
名
所
絵
は
歌
枕
に
こ
と
寄
せ
ら
れ
た
景
趣
を
い
か
す
べ
く
工
夫
さ
れ
た
画
面
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

本
絵
巻
の
絵
語
り
も
ま
た
、
そ
う
し
た
和
歌
世
界
が
育
ん
だ
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と

共
感
的
な
約
束
事
」
に
も
と
づ
い
て
着
想
さ
れ
、
ま
た
、
観
る
者
の
そ
れ
に
呼
び
か
け
な
が
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『信貴山縁起』尼公の巻の〈絵語り〉

ら
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

三　

投
宿
す
る
尼
公

　

次
に
第
二
画
面
、
尼
公
の
投
宿
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
に
も
「
観
念
的
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
と
共
感
的
な
約
束
事
」
に
も
と
づ
い
た
「
信
濃
」
表
象
は
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
一
つ

は
「
信
濃
梨
」。
こ
れ
は
、『
延
喜
式
』
巻
三
一
・
宮
内
省
・「
諸
国
例
貢
御
贄
」
を
は
じ
め
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
中
や
『
小
右
記
』（
正
暦
元
年
一
二
月
二
八
日
条
）、『
能
因
歌
枕
』（
広

本
）
一
二
月
条
、『
山
家
集
』（
一
四
四
五
番
）、『
堤
中
納
言
物
語
』「
よ
し
な
し
ご
と
」、
な

ど
に
確
認
で
き
る
「
信
濃
」
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。

　

尼
公
投
宿
の
画
面
は
、
ま
ず
、
板
庇
の
つ
い
た
草
葺
入
母
屋
造
の
建
物
か
ら
は
じ
ま
る
。

建
物
の
軒
先
、
室
内
の
嫗
と
縁
に
座
っ
た
翁
と
が
笑
顔
で
果
物
を
鉢
に
盛
っ
て
い
る
景
、
そ

し
て
、
接
待
の
た
め
の
灯
明
、
火
鉢
を
も
っ
た
男
女
が
建
物
を
囲
む
網
代
垣
を
出
て
尼
公
の

も
と
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
さ
ま
が
こ
れ
に
続
く
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
「
信
濃
梨
」

は
当
該
場
面
の
冒
頭
に
描
か
れ
る
、
翁
嫗
が
笑
顔
で
鉢
に
盛
っ
て
い
る
果
物
の
こ
と
で
あ

る
。『
新
版
日
本
常
民
生
活
絵
引
』⑻
は
「
李
の
よ
う
な
も
の
」
と
す
る
が
、『
日
本
の
絵
巻
４

信
貴
山
縁
起
』⑼
の
い
う
よ
う
に
「
梨
」、
つ
ま
り
は
「
信
濃
梨
」
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、『
日
本
の
絵
巻
４
』
は
尼
公
へ
の
接
待
の
品
と
し
て
い
る
（『
新
版
日
本
常
民
生
活
絵

引
』
も
「
客
に
す
す
め
る
た
め
の
も
の
」
と
す
る
）。
し
か
し
、
信
濃
か
ら
の
旅
人
に
「
信

濃
梨
」
を
出
す
と
い
う
解
に
は
不
審
が
の
こ
る
。
む
し
ろ
、
尼
公
一
行
の
荷
物
に
俵
が
画
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
一
行
が
投
宿
の
謝
礼
（
宿
料
）
と
し
て
信
濃
よ
り
持
参
の
品

を
施
入
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
翁
嫗
の
顔
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
絵
巻
は
こ
こ
で
も
前
画
面
に
つ
づ
い
て
「
信
濃
」
表
象
か
ら
描
き
始

め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
画
面
に
描
か
れ
る
「
信
濃
」
表
象
の
今
一
つ
は
こ
の
尼
公
一
行
の
投
宿
先
に
か

か
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
仏
堂
」（『
新
版
日
本
常
民
生
活
絵
引
』⑽）、「
名
も
な
い
山
寺
」

（『
日
本
絵
巻
大
成
４　

信
貴
山
縁
起
』⑾、『
日
本
の
絵
巻
４
』）、「
と
あ
る
村
里
」
の
「
名
あ

る
家
」（『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
第
３
巻　

信
貴
山
縁
起
』⑿）
な
ど
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
美
濃
・
信
濃
の
国
境
に
あ
っ
た
「
園
原
の
伏
屋
（
布
施
屋
）」
の
可
能
性
を
う
か
が
っ

て
お
き
た
い
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
辞
典
』「
伏
せ
屋
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る⒀
。

　
　

�

和
歌
で
詠
ま
れ
る
の
は
、
歴
史
文
書
な
ど
で
「
布
施
屋
」
と
表
記
さ
れ
る
、
道
の
難
所

や
渡
し
場
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
公
設
の
緊
急
宿
泊
施
設
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ

は
、
坂
上
是
則
の
「
園
原
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
帚
木
の
あ
り
と
は
見
え
て
あ
は
ぬ
君
か

な
」（
新
古
今
集
・
恋
一
・
九
九
七
、
古
今
六
帖
・
第
五
・
三
〇
一
九
）
を
淵
源
に
、
信︱

濃
の
御
坂
の
麓
に
設
け
ら
れ
た
園
原
の
布
施
屋
が
詠
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、「
園

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱︱

原
の
伏
屋
」
で
地
名
の
よ
う
に
も
意
識
さ
れ
て
い
た

︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
。
さ
ら
に
、「
お
ろ
か
に
も
思
は

ま
し
か
ば
東
路
の
伏
屋
と
い
ひ
し
野
辺
に
寝
な
ま
し
」（
拾
遺
集
・
雑
賀
・

一
一
九
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
で
地
名
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
例

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

も
見
ら
れ
る

︱
︱
︱
︱
︱
。（
傍
線
は
引
用
者
）

周
知
の
と
お
り
、『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
末
に
も
園
原
の
帚
木
や
伏
屋
を
詠
み
込
ん
だ
源
氏
・

空
蝉
の
贈
答
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
藤
原
輔
尹
（
生
没
年
未
詳
、
年
時
判
明
最
終
詠
は
寛
仁

二
年
〈
一
〇
一
八
〉）
の
「
立
ち
な
が
ら
こ
よ
ひ
は
あ
け
ぬ
園
原
や
ふ
せ
屋
と
い
ふ
も
か
ひ

な
か
り
け
り
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
一
〇
・
羇
旅
歌
・
九
一
三
番
）
詞
書
に
は
、

　
　

�

信
濃
の
御
坂
の
か
た
か
き
た
る
絵
に
、
園
原
と
い
ふ
所
に
旅
人
や
ど
り
て
立
ち
あ
か
し

た
る
所
を

と
も
見
え
る
（『
輔
尹
集
』
二
七
番
、
同
）。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、［
信
濃―

御
坂
（
神
坂
）

―

園
原―

（
帚
木
）―

伏
屋
］
も
ま
た
、
和
歌
世
界
が
育
ん
だ
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と

共
感
的
な
約
束
事
」
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。『
信
貴
山
縁
起
』
が
そ
う
し
た
慣
習
に
し
た
が
っ
て
信
濃
か
ら
奈
良
に
向
か

う
尼
公
一
行
の
投
宿
地
に
美
濃
・
信
濃
国
境
の
「
園
原
の
伏
屋
」
を
比
定
構
想
し
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
観
る
者
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
自
然
な
絵
語
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
尼
公
投
宿
の
地
を
「
園
原
の
伏
屋
」
と
す
る
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
問
題
の
一
つ
は
「
伏
屋
（
布
施
屋
）」
そ
の
も
の
の
存
在
形
態
に
か
か
わ
る
も

の
で
、
尼
公
の
よ
う
な
旅
人
の
宿
泊
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
本
絵
巻
に
描
か
れ

る
よ
う
な
須
弥
壇
（
仏
壇
）
が
あ
っ
た
の
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
の
諸
説
も
こ
れ
ら
の
点
を

考
慮
し
て
の
判
断
か
と
推
さ
れ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
船
瀬
並
浮
橋
布
施
屋
事⒁
な
ど
を
根
拠
に
、

井
上
薫
氏
「
行
基
の
布
施
屋
と
貢
調
運
脚
夫
」⒂の
指
摘
を
う
け
て
「
調
庸
運
脚
夫
や
宮
殿
・

寺
院
の
造
営
に
従
事
す
る
役
民
等
を
宿
泊
さ
せ
る
施
設
」（『
平
安
時
代
史
事
典
』⒃）
と
す
る

説
が
あ
る
一
方
、
西
岡
虎
之
助
氏
の
「
か
の
行
基
の
如
き
も
五
畿
内
に
布
施
屋
九
所
を
造
て

行
旅
の
窮
民
を
救
濟
し
て
い
る
」（『
綜
合
日
本
史
大
系
』⒄）
と
の
「
行
旅
の
窮
民
」
救
済
施

設
説
に
し
た
が
っ
て
「
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
駅
路
の
諸
所
に
設
け
ら
れ
た

旅
人
の
接
待
所
或
い
は
慈
恵
的
旅
館
の
一
種
」（
和
歌
森
太
郎
編
『
増
訂
日
本
歴
史
事
典
』⒅）

と
す
る
意
見
も
あ
っ
て
決
着
を
見
な
い
。
前
者
説
に
よ
る
な
ら
ば
尼
公
の
「
布
施
屋
」
投
宿

― 380 ―
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井上　　泰

は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、「
園
原
の
布
施
屋
」
の
場
合
、
そ
の
造
立
経
緯
を
伝
え
る

『
叡
山
大
師
伝
』（
弘
仁
六
年
、
八
一
六
年
の
東
国
布
教
の
記
録
）
の
以
下
の
記
事
に
よ
っ

て
後
者
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
　

�
大
師
東
征
之
日
、
越
信
濃
坂
。
其
坂
数
十
里
也
。
躡
雲
跨
漢
、
排
霧
策
錫
、
馬
蹀
喰
風
、

人
吟
吐
気
。
猶
尚
不
能
一
日
行
程
、
唯
宿
半
山
、
纔
達
聚
落
。
大
師
見
此
坂
艱
難
、
往

還
無
宿
、
誓
置
広
済
広
拯
両
院
。
陟
黜
有
便
、
公
私
無
損
。
美
濃
境
内
名
広
済
。
信
濃

境
内
名
広
拯
也
。

先
に
引
い
た
輔
尹
詠
詞
書
に
い
う
「
絵
」
の
場
合
も
、
そ
こ
に
画
か
れ
た
「
旅
人
」
が
「
調

庸
運
脚
夫
や
宮
殿
・
寺
院
の
造
営
に
従
事
す
る
役
民
等
」
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
最

澄
伝
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
伝
承
が
都
の
人
々
に
も
知
ら
れ
て
い
て
、
美
濃
・
信
濃
の
国

境
、
神
坂
峠
に
設
け
ら
れ
た
布
施
屋
た
る
「
園
原
の
伏
屋
」
は
尼
公
の
ご
と
き
「
行
旅
窮
民
」

が
宿
泊
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
信
濃
梨
」
を
喜
ぶ
翁
嫗
の
表
情
か

ら
す
れ
ば
美
濃
側
の
「
広
済
院
」
か
と
も
考
量
さ
れ
る
。
し
か
し
、
歌
こ
と
ば
を
も
っ
て
観

念
的
に
「
園
原
の
伏
屋
」
を
想
い
描
く
絵
巻
制
作
者
に
「
広
済
院
」「
広
拯
院
」
の
区
別
が

意
識
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。

　

後
者
の
仏
壇
有
無
問
題
は
、
史
料
上
、
信
濃
・
大
和
間
に
確
認
で
き
る
布
施
屋
三
箇
所
の

い
ず
れ
に
も
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
三
箇
所
の
第
一
は
宝
亀
二
年

（
七
七
一
）
二
月
二
十
三
日
、
東
大
寺
が
朱
雀
路
の
南
端
に
近
い
大
和
国
十
市
郡
池
上
郷
に

設
け
た
布
施
屋
だ
が
、
布
施
屋
の
結
構
等
を
詳
細
に
伝
え
る
『
正
倉
院
文
書
』「
十
市
布
施

屋
守
曽
祢
刀
良
解
」⒆に
は
安
置
仏
等
の
記
事
が
な
い
。
第
二
は
美
濃
墨
俣
河
の
両
岸
の
渡
し

場
に
設
け
ら
れ
た
布
施
屋
。
こ
れ
も
先
の
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
船
瀬
並
浮
橋
布
施
屋
事

に
仏
像
等
に
関
す
る
言
及
が
な
い
。
そ
し
て
第
三
は
先
の
御
坂
峠
の
両
側
に
設
け
た
広
済
・

広
拯
の
二
院
。
最
澄
の
発
案
に
か
か
る
か
ら
に
は
二
院
に
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
て
不
思
議
は

な
い
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
資
料
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
三
布
施
屋
に
か
か
わ
る
資
料
は
い
ず
れ
も
奈
良
・
平
安
前
期
の
も
の

で
、
平
安
中
後
期
の
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
時
代
は
く
だ
る

が
、
謡
曲
『
木
賊
』
は
園
原
で
「
旦
過
」
を
営
む
老
人
が
生
き
別
れ
た
子
と
再
会
す
る
物
語

を
語
る
。
こ
の
「
旦
過
」
は
「
接
待
所
」
と
と
も
に
布
施
屋
の
機
能
を
う
け
つ
い
だ
宿
泊
施

設
と
し
て
中
世
の
諸
文
献
に
頻
出
す
る
が⒇
、
伊
藤
正
敏
氏
は
『
太
平
記
』
巻
二
〇
「
結
城
入

道
堕
地
獄
事
」
条�
の
「
接
待
所
」「
旦
過
」
例
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る�
。

　
　

�

こ
の
律
僧
は
宿
泊
を
予
約
し
て
お
ら
ず
、
急
遽
飛
び
込
み
で
宿
泊
し
て
い
る
。「
此
辺

ニ
接
待
所
ノ
候
ゾ
」
の
表
現
か
ら
は
、
接
待
所
が
決
し
て
特
殊
な
珍
し
い
寺
院
で
は
な

く
、
全
国
に
一
般
的
に
存
在
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
こ
の
文
脈
か
ら
は
、
接

待
所
が
宿
泊
す
る
寺
院
で
あ
り
、
旦
過
は
そ
の
中
に
あ
る
門
・
仏
殿
な
ど
と
な
ら
ぶ
、

独
立
し
た
施
設
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。

『
木
賊
』
の
舞
台
と
な
っ
た
「
園
原
の
旦
過
」
が
「
園
原
の
布
施
屋
」
の
系
譜
を
ひ
く
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
『
信
貴
山
縁
起
』
の
尼
公
投
宿
の
地
が
「
園
原
の
伏
屋
」
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
本
絵
巻
の
須
弥
壇
は
、
平
安
前
期
の
「
布
施
屋
」
か
ら
中
世
の
「
接
待
所
」
や
「
旦

過
」
へ
移
行
す
る
時
期
、「
慈
恵
的
な
宿
泊
所
」�と
し
て
仏
教
と
の
関
係
を
強
め
た
「
布
施
屋
」

の
姿
を
写
し
取
っ
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
「
須
弥
壇
」
が
描
か
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
そ
れ
が
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
共
感
的
な
約
束
事
」
を
こ
え
る

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
よ
う
。

四　

観
念
と
実
像

　

さ
て
、
尼
公
投
宿
の
地
が
「
園
原
の
伏
屋
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
出
来
す
る
問
題

に
今
一
つ
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
園
原
の
伏
屋
」
が
神
坂
（
御
坂
）
峠
、
す
な
わ
ち

東
山
道
の
美
濃
・
信
濃
国
境
の
施
設
で
あ
る
点
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
本
絵
巻
は
木
曽

川
沿
い
の
「
木
曽
路
」、
つ
ま
り
東
山
道
の
神
坂
峠
を
避
け
て
美
濃
へ
出
る
横
道
を
通
る
尼

公
を
描
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
旅
程
に
お
い
て
は
、
こ
の
尼
公
が
神
坂
峠
の
「
園

原
の
伏
屋
」
に
投
宿
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ
り
え
な
い
こ
と
が
絵
巻
上
で

実
現
す
る
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
お
ろ
か
に
も
思
は
ま
し
か
ば
東
路
の
伏
屋

︱
︱
︱
︱
︱
と
い
ひ
し

野
辺
に
寝
な
ま
し
」（
拾
遺
集
・
雑
賀
・
一
一
九
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
の
、
東
海
道
・

東
山
道
・
木
曽
路
の
す
べ
て
を
「
東
路
」
と
総
称
す
る
和
歌
的
な
慣
習
の
介
在
が
考
え
ら
れ

よ
う
。

　
［
信
濃―

（
木
曽
路
）―

木
曽
（
路
）
川
］、［
信
濃―

木
曽
路―

（
か
け
）
橋
］、［
信
濃

―

望
月
の
駒
］、［
信
濃―

御
坂
（
神
坂
）―

園
原―

（
帚
木
）―

伏
屋
］、
そ
し
て
「
信
濃
梨
」。

「
信
濃
」
モ
テ
ィ
ー
フ
の
取
り
合
わ
せ
は
現
実
の
信
濃
か
ら
の
乖
離
を
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

で
生
み
だ
し
て
い
く
。
こ
こ
に
も
和
歌
世
界
を
中
心
に
育
ま
れ
た
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

と
共
感
的
な
約
束
事
」
に
基
づ
く
表
象
主
体
の
［
解
釈―

表
現
］
行
為
過
程
、
す
な
わ
ち
絵

語
り
の
特
質
は
露
呈
し
て
い
る
と
い
う
次
第
だ
が
、
こ
う
し
た
本
絵
巻
の
絵
語
り
の
位
相
に

つ
い
て
以
下
に
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
『
信
貴
山
縁
起
』
は
ふ
つ
う
説
話
絵
巻
と
称
さ
れ
る
。
そ
れ
は
説
話
に
材
を
と
っ
て
い
る

と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
飛
倉
巻
に
み
る
山
崎
長
者
の
邸
内
写
生
、
延
喜
加
持
の
巻
の
勅
使
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『信貴山縁起』尼公の巻の〈絵語り〉

信
貴
山
下
向
場
面
の
市
中
庶
民
の
描
写
、
尼
公
巻
の
投
宿
地
や
街
道
沿
い
の
人
々
の
暮
ら
し

の
活
写
な
ど
に
説
話
と
の
相
同
性
を
看
取
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
詞
書
の
説
話

語
り
に
つ
い
て
も
、
武
者
小
路
穣
氏
は
「
非
個
性
的
な
類
型
に
ま
で
ね
り
あ
げ
ら
れ
た
様
式

美
を
、
う
ち
が
わ
か
ら
つ
き
く
ず
す
も
の
」
と
述
べ
、
こ
れ
と
本
絵
巻
の
絵
画
様
式
と
の
か

か
わ
り
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る�
。

　
　

�「
語
り
」
の
文
学
を
基
盤
に
お
い
て
さ
さ
え
て
い
る
庶
民
の
生
活
は
、「
吹
抜
屋
台
」
で

み
お
ろ
す
よ
う
な
せ
ま
い
ぶ
た
い
に
お
し
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
庶
民
の
個
性

的
な
表
情
は
、「
引
目
鉤
鼻
」
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
生
命
力

に
あ
ふ
れ
た
か
れ
ら
の
活
動
を
、
そ
れ
ま
で
の
倭
絵
の
し
ず
か
な
つ
り
あ
い
の
な
か
で

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
梁
塵
秘
抄
』、『
鳥
獣
戯
画
』
な
ど
の
非
王
朝
的
な
表
象
、
そ

れ
ら
を
生
み
育
ん
だ
院
政
期
の
社
会
、
文
化
像
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
し

か
に
、
山
崎
長
者
の
群
衆
が
空
を
仰
ぎ
見
、
躍
る
か
の
よ
う
に
手
足
を
の
ば
し
て
そ
の
異
様

な
光
景
に
驚
嘆
し
騒
ぎ
合
っ
て
い
る
様
子
や
、
他
巻
随
所
に
み
と
め
ら
れ
る
人
々
の
豊
か
な

表
情
な
ど
は
、
そ
れ
ら
諸
表
象
と
同
様
、
王
朝
的
な
様
式
美
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
氏
の
指

摘
は
多
く
の
人
の
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
庶
民
の
個
性
」「
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
か

れ
ら
の
活
動
」、
そ
れ
ら
が
「
様
式
美
」
を
内
側
か
ら
突
き
崩
し
、
そ
し
て
そ
の
「
表
情
」「
活

動
」
そ
の
も
の
が
非
様
式
的
な
写
実
的
表
現
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
た
の
が
『
信
貴
山
縁
起
』

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
本
絵
巻
は
院
政
期
文
化
表
象
の
典
型
と
し
て
そ
の
意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
本
稿
が
見
て
き
た
絵
語
り
の
様
態
と
は
符
合
し
な
い
。
様
式
美
の

否
定
を
も
っ
て
「
庶
民
の
個
性
的
表
情
」「
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
か
れ
ら
の
活
動
」
を
写
実

的
に
表
現
す
る
本
絵
巻
は
、
他
方
、
和
歌
世
界
を
中
心
に
育
ま
れ
た
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
と
共
感
的
な
約
束
事
」
に
基
づ
く
表
象
主
体
の
［
解
釈―

表
現
］
行
為
過
程
を
も
っ
て
図

像
を
構
想
、
表
象
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
不
整
合
は
お
そ
ら
く
は
矛
盾
で
は

な
い
。
院
政
期
と
は
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
梁
塵
秘
抄
』、『
鳥
獣
戯
画
』
が
生
ま
れ
た
時
代

で
あ
る
と
同
時
に
、『
源
氏
物
語
』
が
古
典
化
し
て
そ
の
摸
倣
物
語
が
量
産
さ
れ
、『
朝
野
群

載
』『
東
大
寺
要
録
』『
本
朝
世
紀
』
と
い
っ
た
類
聚
書
編
纂
を
通
じ
て
王
朝
の
知
の
集
約
が

進
み
、『
今
鏡
』
に
見
る
よ
う
に
現
実
が
王
朝
物
語
世
界
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
表
象
さ
れ
、

詞
と
心
の
本
意
を
王
朝
に
探
っ
て
新
風
和
歌
が
模
索
さ
れ
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。「
既

成
の
価
値
体
系
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
上
で
枷
と
は
な
ら
ず
、
し
か
し
新
し
い
も
の
は

そ
れ
と
拮
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
位
置
を
自
覚
で
き
た
段
階
、
そ
う
い
う
状
況
を

十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
、
つ
ま
り
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
半
ま

で
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」�と
の
大
隅
和
雄
氏
の
発
言
は
こ
こ
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。『
信
貴

山
縁
起
』
も
そ
う
し
た
時
代
の
絵
語
り
と
し
て
一
二
世
紀
末
に
生
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
絵
巻
を
院
政
鎌
倉
初
期
の
文
化
状
況
に
据
え
直
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
位

相
を
う
か
が
う
上
で
和
歌
世
界
を
中
心
に
散
見
さ
れ
る
〝
現
地
実
景
〟
志
向
と
の
関
係
も
注

目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
九
段
「
み
か
は
の
八
橋
」
に

つ
い
て
、

　
　

�

さ
れ
ど
、
こ
れ
は
橋
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
何
な
ん
ど
に
わ
た
せ
る
橋
に
は
あ
ら
ず
。
あ
し

を
ぎ
の
、
お
ひ
た
る
み
ち
の
あ
し
け
れ
ば
、
た
だ
板
を
、
さ
だ
め
た
る
事
も
な
く
、
所
々

に
う
ち
わ
た
し
た
る
な
り
。
そ
れ
が
、
あ
ま
た
所
う
ち
わ
た
し
た
れ
ば
、
八
橋
と
い
ひ

は
じ
め
た
る
な
り
。

と
、
実
景
を
も
と
に
八
橋
の
語
源
を
再
考
し
て
い
る
。
ま
た
、『
袖
中
抄
』
に
は
、
歌
枕
の

実
態
を
「
土
民
」
に
尋
ね
る
記
述
が
あ
る
（「
か
つ
ま
た
の
池
」）。

　
　

�

顕
昭
云
、
か
つ
ま
た
の
池
を
ば
、
人
皆
美
作
國
に
有
と
思
へ
り
。
是
則
彼
國
に
か
つ
ま

た
の
温
泉
あ
り
、
其
故
歟
。
能
因
歌
枕
に
は
下
総
に
も
美
作
に
も
入
た
り
。
極
不
審
故

に
美
作
の
湯
に
罷
下
之
時
、
彼
土
民
に
尋
侍
し
か
ど
、
さ
る
池
あ
り
と
も
申
も
の
侍
ら

ざ
り
き
。

『
無
名
抄
』
も
歌
枕
で
は
な
い
が
「
土
民
」
の
説
を
引
用
し
て
い
る
（「
中
将
垣
内
事
」。
な

お
同
様
の
記
事
は
顕
昭
『
古
今
集
注
』
古
今
和
歌
集
巻
十
八
・
九
九
四
番
歌
注
に
も
見
え
る
）。

　
　

�

河
内
国
高
安
の
郡
に
在
中
将
の
通
ひ
住
み
け
る
由
は
、
彼
の
伊
勢
物
語
に
侍
り
。
さ
れ

ど
、
其
跡
は
い
づ
く
共
知
ら
ぬ
を
、
か
し
こ
の
土
民
の
説
に
、
其
跡
定
か
に
侍
る
と
な

ん
。
今
中
将
の
垣
内
と
名
付
け
て
侍
る
、
則
ち
是
也
。

藤
原
家
隆
「
和
泉
な
る
信
太
の
杜
は
老
い
に
け
り
千
枝
と
は
聞
け
ど
数
ぞ
少
な
き
」（『
壬
二

集
』
八
九
三
）
は
、
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
詠
ま
れ
、
歌
枕
と
し
て
詠
わ
れ
て
き
た
観
念

的
な
景
と
実
景
の
落
差
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
絵
と
の
関
連
で
は
、
周
知

の
と
お
り
、『
最
勝
四
天
王
院
障
子
絵
』
制
作
時
、
絵
師
が
「
傳
々
説
」
で
は
名
所
を
画
き

難
い
の
で
実
景
を
見
て
画
き
た
い
と
申
し
出
た
と
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
（『
明
月
記
』
承

元
元
年
五
月
十
六
日
条
）。

　

観
念
と
実
景
と
の
差
異
に
つ
い
て
の
関
心
は
、『
更
級
日
記
』
の
「
八
橋
は
名
の
み
し
て
、

橋
の
か
た
も
な
く
、
な
に
の
見
ど
こ
ろ
も
な
し
。」
に
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
実
景
優
位
の

評
価
は
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
、
光
源
氏
の
出
し
た
「
須
磨
の
巻
」
が
「
所
の
さ
ま
、
お
ぼ

つ
か
な
き
浦
々
磯
の
隠
れ
な
く
描
き
あ
ら
は
し
」
た
写
生
的
な
描
写
の
ゆ
え
を
も
っ
て
四
季
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井上　　泰

絵
や
物
語
絵
に
勝
利
す
る
く
だ
り
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
院
政
期
の
そ
れ
は
と
り
わ
け

顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
先
に
引
い
た
源
資
賢
の
「
信
濃
に
あ
り
し
木
曽
路
川
」
朗
唱
譚
の
流

通
も
、
こ
の
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
。『
信
貴
山
縁
起
』
の
表
象
主
体
は
、
そ
う
し
た
時
代

の
〝
現
地
（
実
景
）〟
志
向
の
な
か
で
、
な
お
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
共
感
的
な
約
束
事
」

に
拠
り
な
が
ら
こ
の
絵
巻
を
制
作
し
た
。
そ
こ
に
は
「
心
」
の
新
し
さ
を
求
め
る
和
歌
表
現

の
場
と
享
受
者
を
既
知
の
世
界
に
ま
ず
は
引
き
込
む
こ
と
を
め
ざ
す
物
語
や
説
話
絵
巻
制
作

の
場
と
の
異
な
り
も
作
用
し
て
い
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に
本
絵
巻
の
同
時
代
的
な
位
相
を
う
か

が
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
信
貴
山
縁
起
』
尼
公
の
巻
冒
頭
の
二
画
面
を
取
り
上
げ
て
そ
の
絵
語
り
の
特
質

と
位
相
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
位
相
を
本
絵
巻
の
制
作
下
命
者
と
さ
れ

る
後
白
河
院
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
場
合
の
意
義
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
後
白
河
院
は
、

『
信
貴
山
縁
起
』
を
は
じ
め
と
し
て
数
々
の
絵
巻
を
制
作
し
た
が
、
そ
の
政
教
的
な
意
味
に

つ
い
て
棚
橋
光
男
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る�
。

　
　

�

保
元
・
平
治
の
乱
か
ら
源
平
の
争
乱
に
至
る
内
乱
の
渦
中
で
、
王
権
そ
の
も
の
の
消
滅

の
危
機
が
い
く
ど
か
あ
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
複
数
の
王
権
が
分
立
す
る
現
実

的
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
経
験
の
中
で
、
後
白
河
は
、
王
権
を
構
成
す
る
諸
要

素
、
王
権
に
随
伴
す
る
諸
機
能
の
う
ち
、
何
は
落
と
せ
て
何
は
落
と
せ
な
い
の
か
、
何

は
奪
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
く
て
、
何
は
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
死
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
深
刻
な
選
別
・
ふ
る
い
わ
け
の
作
業
に
せ
ま
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
上
で
、
王
権
か
ら
一
旦
奪
わ
れ
た
諸
機
能
を
、
質
的
に
ち
が
っ
た
形
で
再
編

成
す
る
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

�　

同
時
に
か
れ
は
、
王
権
の
存
続
と
再
生
に
と
っ
て
、
文
化
的
統
合
と
い
う
こ
と
の
も

︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

つ
高
度
の
政
治
性
（
政
治
的
意
味
）
を
発
見
し
た
は
ず
で
す
。
王
権
が
文
化
的
創
造
の

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

最
大
の
パ
ト
ロ
ン
＝
文
化
的
な
「
場
」
の
主
宰
者
で
あ
り
、
文
化
的
趣
味
の
基
準
の
認

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

定
権
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
が
、
王
権
に
よ
る
文
化
的

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

情
報
の
収
集
・
独
占
と
情
報
操
作
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
後
白
河
は
深
く
認
識
し

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

た
は
ず
で
す
。
こ
の
こ
と
が
政
治
的
・
社
会
的
諸
集
団
の
再
統
合
に
果
た
す
で
あ
ろ
う

︱
︱
︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

役
割
を
、
か
れ
は
深
く
認
識
し
た
は
ず
で
す

︱
︱
︱︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
。

　
　

�　

院
の
創
建
に
な
る
蓮
華
王
院
（
三
十
三
間
堂
）
の
宝
蔵
が
当
代
最
高
の
美
術
品
収
蔵

庫
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
院
が
絵
巻
物
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
開
発
と
制
作
に
マ
ニ
ア
ッ

ク
な
精
力
を
そ
そ
い
だ
こ
と
。
こ
れ
が
呼
び
水
と
な
っ
て
、『
年
中
行
事
絵
巻
』『
伴
大

納
言
絵
巻
』『
信
貴
山
縁
起
』『
餓
鬼
草
紙
』『
地
獄
草
紙
』『
病
草
紙
』
を
は
じ
め
絵
巻

物
史
を
飾
る
数
々
の
名
品
が
生
み
だ
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
上
の
背
景
を
抜
き
に
語
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
後
白
河
が
執
着
し
た
の
は
、
決
し
て
『
梁
塵
秘
抄
』
と
今
様
だ
け

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。（
傍
線
は
引
用
者
）

　

傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。
後
白
河
院
は
、
王
権
を
再
統
合
す
る
た
め
に
、
戦
略
的
に
、「
文

化
的
情
報
の
収
集
・
独
占
と
情
報
操
作
」
に
つ
と
め
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
と
本
稿

で
指
摘
し
た
絵
語
り
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
地
方
や
庶
民
の
旅
路
を
「
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
と
共
感
的
な
約
束
事
」
で
表
象
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
文
化
的
情
報
の
収
集
・
独
占
と
情

報
操
作
」
の
一
端
で
あ
り
、「
文
化
的
趣
味
の
基
準
の
認
定
権
者
」
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と

の
現
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
制
作
と
い
う
行
為
の
問
題
と
し
て
『
信
貴
山

縁
起
』
の
絵
語
り
を
捉
え
た
と
き
、
勃
興
す
る
新
た
な
文
化
を
「
既
成
の
価
値
体
系
」（
観
念
、

約
束
事
）
で
解
釈
し
、
矮
小
化
し
つ
つ
語
り
表
象
す
る
こ
と
を
通
じ
て
回
収
、
所
有
し
て
い

く
と
い
う
、
後
白
河
院
の
戦
略
的
な
意
図
が
見
出
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
稿
を
あ
ら
た
め
て
別
に
考
え
て
み
た
い
。

【
注
】

⑴�　

井
上
泰
「〈
絵
語
り
〉
論
序
説
」（『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
部

第
五
五
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
四
六
九
～
四
八
六
頁
）。
本
稿
で
は
、〈
絵
語
り
〉
の
語

を
図
像
の
制
作
に
か
か
わ
る
主
体
の
表
象
行
為
（「
解
釈―

表
現
」
行
為
）
の
全
体
を
表

す
た
め
に
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
絵
を
見
る
側
が
図
像
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
内

容
を
読
み
解
き
、
解
釈
し
て
い
く
こ
と
を
「
絵
が
語
る
」
と
捉
え
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
絵
の
作
者
（
企
画
者
や
画
家
な
ど
）
が
絵
に
込
め
た
何
か
、
作
者

と
い
っ
た
個
を
越
え
た
時
代
的
な
も
の
文
化
的
な
も
の
を
探
る
試
み
で
も
あ
る
。

⑵�　

佐
野
み
ど
り
「
説
話
画
の
文
法―

信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
み
る
叙
述
の
論
理―

」（『
山
根

有
三
先
生
古
稀
記
念
会　

日
本
絵
画
史
の
研
究
』、
一
五
～
一
六
頁
。
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
刊
）、
小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
と
絵
巻
」（『
説
話
文
学
研
究
』
第

二
十
一
号
、
説
話
文
学
会
、
一
九
八
六
年
）、
家
永
三
郎
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
文
化
史

的
背
景
」（『
仏
教
芸
術
』
二
十
七
号
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）、
佐
野
み
ど
り
「
絵

解
き
・
説
話
絵
巻
の
語
り
口―

風
俗
表
現
の
意
味
と
機
能
」（『is

』
三
十
号
、
ポ
ー
ラ
文
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『信貴山縁起』尼公の巻の〈絵語り〉

化
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）、
桜
井
好
朗
「
社
寺
縁
起
の
世
界―

巨
視
的
に
」（『
大
系
・

仏
教
と
日
本
人
九
』、
二
〇
一
頁
。
春
秋
社
、
一
九
八
六
年
刊
）、
阿
部
泰
郎
「
山
に
行
う

聖
と
女
人―

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
と
東
大
寺
・
善
光
寺
」（『
大
系
・
音
と
映
像
と
文
字

に
よ
る
日
本
歴
史
と
芸
能
三　

西
方
の
春―

修
正
会
・
修
二
会
』、
九
三
～
九
四
頁
。
平

凡
社
、
一
九
九
一
年
刊
）、
竹
村
信
治
「〈
絵
語
り
〉
の
構
図―

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
／

「
信
濃
国
聖
事
」―

」（『
日
本
文
学
』
四
一―

七
、
日
本
文
学
協
会
、
一
九
九
二
年
七
月
）

⑶�　

第
一
巻
、
一
一
〇
頁
。
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
刊
。
以
下
『
新
版
日
本
常
民
生
活
絵
引
』。

⑷�　

信
濃
に
お
け
る
東
山
道
に
つ
い
て
は
、『
長
野
県
史　

通
史
編　

第
一
巻
原
始
・
古
代
』

（
四
八
七
～
五
三
〇
頁
。
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
刊
）
が
等
高
線
図
を
用
い
な

が
ら
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
解
説
を
参
考
に
し
た
。

⑸�　
『
長
野
県
史　

通
史
編　

第
一
巻
原
始
・
古
代
』（
五
二
八
～
五
二
九
頁
。
長
野
県
史
刊

行
会
、
一
九
八
九
年
刊
）

⑹�　
『
長
野
県
史　

通
史
編　

第
一
巻
原
始
・
古
代
』（
四
八
七
～
五
三
〇
頁
。
長
野
県
史
刊

行
会
、
一
九
八
九
年
刊
）
に
よ
っ
て
も
こ
の
点
は
確
認
で
き
る
。

⑺�　

武
田
恒
夫
『
日
本
絵
画
と
歳
時　

景
物
画
史
論
』（
一
八
五
頁
。
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
〇
年
刊
）

⑻　

第
一
巻
、
一
一
三
頁
。
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
刊

⑼　

九
三
頁
。
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
刊

⑽　

第
一
巻
、
一
一
二
頁
。
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
刊

⑾　

九
二
頁
。
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
刊

⑿　

図
版
解
説
。
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
刊

⒀　

七
六
〇
頁
。
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
刊

⒁　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
船
瀬
並
浮
橋
布
施
屋
事

　
　
　
　

太
政
官
符

　
　
　
　
　

応
造
浮
橋
布
施
屋
並
置
渡
船
事
（
中
略
）

　
　
　
　
　

一
布
施
屋
二
処

　
　

右
造
立
美
濃
尾
張
両
国
堺
墨
俣
河
左
右
辺
。

　
　

�　

以
前
被
従
二
位
行
大
納
言
兼
皇
太
子
伝
藤
原
朝
臣
三
守
宣
称
。
奉
勅
。
如
聞
。
件
等

河
東
海
東
山
両
道
之
要
路
也
。
或
渡
船
少
数
。
或
橋
梁
不
備
。
因
茲
貢
調
担
夫
等
来
集

河
辺
。
累
日
経
旬
不
得
渡
達
。
彼
此
相
争
常
事
闘
乱
。
身
命
被
害
官
物
流
失
。
宜
下
知

諸
国
。
預
大
安
寺
僧
伝
灯
住
位
僧
忠
一
依
件
令
修
造
。
講
読
師
国
司
相
共
検
校
。
但
渡

船
者
以
正
税
買
備
之
。
浮
橋
並
布
施
屋
料
以
救
急
稲
充
之
。
一
作
之
後
。
講
読
師
国
司
。

以
同
色
稲
相
続
修
理
。
不
得
令
損
失
。

������　
　
　
　

承
和
二
年
六
月
二
十
九
日

⒂　
『
日
本
歴
史
』（
第
八
十
二
号
、
実
教
出
版
、
一
九
五
一
年
）

⒃　

角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
刊

⒄　

第
二
巻
奈
良
朝
、
内
外
書
籍
株
式
会
社
、
一
九
二
六
年
刊

⒅　

実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
八
年
刊

⒆　
『
正
倉
院
文
書
』「
十
市
布
施
屋
守
曽
祢
刀
良
解
」

������「
十
市
布
施
□
」（
表
題
）　

������

謹
解　

申
十
市
布
施
屋
□
在
□
等
事

������

合
地
漆
段
二
伯
二
拾
伍
□
国
券
□
通

������

在
物
草
蓋
板
□
宇
□
蓋
屋
二
宇
各
五
間
在
戸
二
具

一
宇
敷
板

板
屋
一
宇
十
五
間
在
庇
十
五
間

　

������

馬
胸
衝
三
枝　

折
薦
畳
二
枚　

蓆
二
枚　

蓆
一
具
付
倉

　

　

鎰
一
勾
付
屋

　

������

雑
生
木
合
捌
拾
参
根

�������

棗
十
七
根　

柳
十
九
根　

梨
四
根　

槐
二
根　
　
　

四
根　

栗
五
根　

橡
一
根　

加
治

木
二
十
五
根　

������

枇
一
根　

桃
九
根　

梅
一
根　

柿
一
根　

標
柱
一
根

������　
　
　
　
　
　
　
　
　

並
知
布
施
屋
守
曽
祢
刀
良

������

右
件
見
物
、
顕
注
如
前
、
今
具
事
状
、
以
解
、

������　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
亀
二
年
二
月
廿
三
日

⒇　

相
田
二
郎
『
中
世
の
関
所
』（
四
〇
〇
頁
。
有
峰
書
店
、
一
九
七
二
年
刊
）

�　
『
太
平
記
』
巻
二
〇
「
結
城
入
道
堕
地
獄
事
」
条

　
　

�

此
入
道
ガ
伊
勢
ニ
テ
死
タ
ル
事
、
道
遠
ケ
レ
バ
故
郷
ノ
妻
子
未
知
ル
事
無
リ
ケ
ル
ニ
、

其
比
所
縁
ナ
リ
ケ
ル
律
僧
、
武
蔵
国
ヨ
リ
下
総
ヘ
下
ル
事
ア
リ
。
日
暮
野
遠
シ
テ
留
ル

ベ
キ
宿
ヲ
尋
ヌ
ル
処
ニ
、
山
伏
一
人
出
来
テ
、「
イ
ザ
、
ヽ
セ
給
ヘ
。
此
辺
ニ
接
待
所

ノ
候
ゾ
。
其
所
ヘ
ツ
レ
進
セ
ン
。」
ト
言
ケ
ル
間
、
行
脚
ノ
僧
悦
テ
、
山
伏
ノ
引
導
ニ

相
順
ヒ
、
遙
ニ
行
テ
見
ニ
、
鉄
ノ
築
地
ヲ
ツ
イ
テ
、
金
銀
ノ
楼
門
ヲ
立
タ
リ
。
其
額
ヲ

見
レ
バ
、「
大
放
火
寺
」
ト
書
タ
リ
。
門
ヨ
リ
入
テ
内
ヲ
見
ル
ニ
、
奇
麗
ニ
シ
テ
、
美

ヲ
尽
セ
ル
仏
殿
ア
リ
。
其
額
ヲ
バ
「
理
非
断
」
ト
ゾ
書
タ
リ
ケ
ル
。
僧
ヲ
バ
旦
過
ニ
置

テ
、
山
伏
ハ
内
ヘ
入
ヌ
。

��　

伊
藤
正
敏
「
紀
州
の
接
待
所
と
旦
過
」（『
日
本
歴
史
』
五
三
九
号
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
）

��　

新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』（
二
二
一
頁
。
塙
書
房
、
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井上　　泰

一
九
八
二
年
刊
）

��　

武
者
小
路
穣
「
絵
巻
物
と
文
学
」（『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
史
』
第
四
巻
、
一
五
頁
。

岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）

��　

大
隅
和
雄
「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観
の
変
動
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
第

一
六
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
年
二
月
）

��　

棚
橋
光
男
「
古
代
と
中
世
の
は
ざ
ま
で
」（『
古
代
史
を
語
る
』
二
一
〇
～
二
一
一
頁
。

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
刊
）

【
本
文
引
用
依
拠
文
献
】 

▽�

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
刊
）
…
拾
遺
和
歌
集
、
新
古
今
和
歌
集
、
更
級
日
記
、

源
氏
物
語

▽
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
刊
）
…
夫
木
和
歌
抄
、
壬
二
集

▽
日
本
歌
学
大
系
（
風
間
書
房
刊
）
…
俊
頼
髄
脳
、
袖
中
抄
、
無
名
抄
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『信貴山縁起』尼公の巻の〈絵語り〉

Research�of�“Drawing�Narrative”�on�the�“Nikou-no-Maki”�in�the�“Shigisan-Engi”

Yasushi�Inoue

Abstract.�This�thesis�is�about�the�“Shigisan-Engi”�There�is�a�volume�called�“Nikou-no-Maki”�
in�the�“Shig� isan-Engi”.　The�scene�where�Nikou�goes�to�Yamato� is�concretely�drawn�on�
“Nikou-no-Maki”.　But,� there� is�no�concrete�description� in�“Kotobagaki”,�and� it�cannot�be�
specified�where�the�scene�is�drawing.　As�a�result�of�analyzing�a�screen,�the�iconographic�
image�drawn�became�clear�that�it�is�the�scenery�composed�finite�by�“Waka”,�Japanese�poem�
that�consist�of�31-syllable.　The�first�scene�is�KISOJI�and�the�second�scene�is�the�“Fuseya”.�
“Shigisan-Engi”�expresses�a�place�by�drawing�the�idea�of�“Waka”.

Key�words：“Shigisan-Engi”,�“Nikou-no-Maki”,�“drawing�narrative”,�“Emaki”
�
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