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『
浅
茅
が
露
』
作
者
考

・
序
章

藤

原
為

家
作
者

説

の
仮
設

辛

島

正

雄

は
し
が
き

一
つ
の
思

い
き

っ
た
臆
説
を
提
出
し

て
み
た
い
と
思
う
。

1

今

日
、
私

た
ち

の
手

に
取

っ
て
見
る

こ
と

の
で
き
る
物

語
作
品

は
、

そ
の

一

部
、

あ
る
い
は
大
部
分
を
失

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
も

の
も
少
な
く
な

い
が
、
優

に
三
十
を
越
す
。
し
か
し
、
そ
の
中

で
、
作
者

の
特
定

で
き
る
も

の
と
な
る
と
、

き
わ
あ

て
限

ら
れ
た
も

の
と
な
る

こ
と
、
周
知

の
と

お
り
で
あ

る
。
と
く

に
、

現
存
作
品

の
過
半
を
占
あ
る
中
世
擬
古
物

語
の
作
者

に

つ
い
て
は
、

そ
の
想
定

さ
え
困
難
な
状
態

で
あ
り
、
そ

の
究
明

の
試

み
も
、
作
品
全
般

の
文
学
史
的
評

価

の
低
調

さ
と
も
相
侯

っ
て
、
は
じ
あ
か
ら
放
棄

さ
れ

て
い
る
か

の
ご
と
く

で

あ
る
。

た
し
か

に
、
手
が
か
り
と
な
る
外
部
徴

証
が
な
く
、

ほ
と

ん
ど
見
当
も

つ
か
な

い
中
を
、
地
道

に
内
部
徴

証
を
探

っ
て
ゆ
く

ほ
か
な

い

(し
か
も
、
そ

こ
か
ら
何
か

ヒ
ン
ト
が

つ
か
め
る
と

い
う
保

証
も
な

い
)

の
だ
か
ら
、
そ
れ

で

な

く
と
も
手
薄
な
研
究
者

の
関
心
が
そ
こ
に
向

か
わ
な

い
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ

と

こ
ろ
が
あ

る
。
が
、
も
し
多
少

と
も
作
者
像

の
輪
郭
を
与
え

て
く
れ
そ
う
な

事
象

に
気
づ
け
ば
、
蛮
勇
を
ふ
る

っ
て
で
も

一
考
し

て
み

る
こ
と
は
、
や
は
り

必
要

で
あ

ろ
う
。

本
稿

に
お

い
て
筆
者
は
、
中
世
擬
古
物
語

『浅
茅

が
露
』
の
作
者

に

つ
い

て
、

『
浅
茅

が
露
』

の
作
者

に

つ
い
て
、
そ

の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

試
み
と
し
て
は
、
加
藤
茂

「
『
浅
茅
が
露
』
の
作
者

に

つ
い
て
の
試
案
」
(
「緑
岡

詞
林

」
2
号

昭
50

・
12
)
が
唯

一
の
ま
と
ま

っ
た
業
績

と
し
て
あ
る
が
、

そ

の
推
定

の
当
否

に

つ
い
て
考

え
る
の
は
後
回
し
と
し
、

ま
ず
、
筆
者

が
こ
の
物

語

の
作
者
像
を
考

え
る
に
際
し

て
の
そ
も
そ
も

の
手
が
か
り
と
な

っ
た
デ
ー
タ

の
提

示
か
ら
始

め
た
い
。

次

ペ
ー
ジ
に
掲
げ

る
〈
物
語
別
作
中
歌

『
風
葉
和
歌
集
』
撰
入
率

一
覧
表
〉

が
そ
れ
で
あ
る
。

『
風
葉
和
歌
集
」

に
お
け

る
物
語
歌
撰

入

の
規
準

が
ど

の
よ
う
な

も

の
で

あ

っ
た
か
は
、

一
概

に
は
言
え
な

い
よ
う

で
あ
る
が
、

お
お

よ
そ
の
予
想
さ
れ

る
入
集
状
況

の
傾
向
と
し

て
は
、

ω
優
れ

た

(世
評

の
高

い
)
作
品
か
ら

の
入
集
歌
数

は
多

く
な

る
。

d
作
中
歌
数

の
多

い
作
品
か
ら

の
入
集
歌
数

は
多
く
な

る
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
。
従
来
、
『
風
葉
和
歌
集
』
入
集
歌
数
集
中
第
○

位
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▼
物
語
別
作
中
歌

『風
葉
和
歌
集
』
撰
入
率

一
覧
表

物

語

名

源
氏
物
語

二

う

つ
ほ
物

語

.二

狭
衣
物
語

四

風

に

つ
れ
な
き

五

い
は

で
し
の
ぶ

六

浜
松
中
納
言
物
語

七

夜
の
寝
覚

八

有
明
の
別

九

松
浦
宮
物
語

δ

浅
茅
が
露

二

落
窪
物
語

三

住
吉
物
語

一三

我
身

に
た
ど
る
姫

君

西

今
と
り
か

へ
ば
や

匠

石
清
水
物
語

入
集
歌
数

(A
)

一
七
六

一
〇
七

五
六理

 

三
一二

二
九

(
二
三
)

(一

さ五

 

二
〇

一
九

(_

Oo八

 

七七
⊥
ノ＼

 

五

作
中
歌
数

(
B
)

七
九
五

九
八
六

二

一
六

(二
五
)

三
〇
四

(
一
二

五
)

(七

五
)

九
〇

七

一

(
二
七
)

七
二

り

う
・

九
九

八
四

三
九

撰
入
率

(C
)

二

二

・

一
〇

・
九

二
五

・
九

(
二

〇

・
○

)

一
〇

・
九

(
一
八

・
四
)

(九

・
三
)

二

二

・
二

二
六

・
八

(
三

三

・
三

)

●

七

・

七

・

一
二

・
八

一六

竹
取
物
語

石

苔
の
衣

一八

し

つ

く

に

に
ご

る

一九

む
ぐ
ら

の
宿

三

(

)_

(

)_

一
五

九
九

(九

)

(
二
〇
)

二
〇

・
○

二

・
○

(
一

・

一
)

(
五

・
○

)

撰
入
率

(%
)
は
、
次

の
要
領

で
算
出
し
た
。
C

「
A
/
B

×

一
〇
○

括
弧

つ
き
の
入
集
歌
数

は
、
現
存
本

に
所
載

の
も

の
の
数

で
あ
る
。

括
弧

つ
き
の
作
中
歌
数

は
、
現
存
本
が
残
閾
本

に

つ
き
、
そ

こ
に
見
え
る
限
り
の
数

で
あ
る
。

『
う

つ
ほ
物
語
』

の
入
集
歌
中
、
現
存
本

に
見

え
な
い
三
首

は
除

い
た
。

『
う

つ
ほ
物
語
』

の
作
中
歌
数
は
、
便
宜
上

「角

川
文
庫
」
本

の
数

に
従

っ
た
。

『源
氏
物
語
』
の
入
集
歌
中
、
古
本

『す
も

り
』
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
四
首

は
除

い

た
。

『狭
衣
物
語
』

の
作
中
歌
数

は
、
便
宜
上

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」

本
の
数

に
従

っ

た
。

『我
身

に
た
ど
る
姫
君
』

の
作
中
歌
数

は
、
巻

四
ま
で
の
も

の
で
あ
る
。

同
様

の
表

が
玉
上
琢
彌

「昔
物
語

の
構
成
」
(同
氏
著

『
源
氏
物
語
研
究
』
〈昭
41
、

角
川
書
店
〉
所
収
)

に
示
さ
れ

て
い
る
が
、
い
ま
別
個

に
作
成

し
た
。

と
い
う
よ
う
な
言
わ
れ
か
た
が
少
な
く
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
入
集
歌
数

の

多
寡

は
、
必
ず
し
も

そ
の
作
品

の
評
価

に
正
比

例
し
て
い
る
と
は
限

る
ま

い
。

そ
こ
で
、
『
風
葉
和
歌
集
』
を
手
が
か
り

に
作
品
評
価
を
窺

う
と
す
れ
ば
、
全
作

中
歌
か
ら
ど

の
く
ら

い
の
比

率

で
撰

入
さ
れ
た
か
を
見

る
こ
と
が
、
便
宜

で
あ

ろ
う
。
〈
表
〉
は
、
そ

の
た
め
の
、
物
語
別

の
撰
入
率

一
覧

で
あ
る
。
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*

『
源
氏
物
語
』
と

『狭

衣
物
語
』
と
は
、

も
と
よ
り
別
格

と
い
う
こ
と

に
な

る

の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
22

・
1
%
、

25

・
9
%
と
、

四
～

五
首

に

　
首

の

割
合

で
入
集
し

て
お
り
、

こ
れ
を
高
撰

入
率

の
目
安

と
し

て
お
け
ば

よ
か

ろ

う
。

『
う

つ
ほ
物

語
』

は
、
入
集
歌
数

は
集
中
第

二
位

で
あ

る
が
、
作
中
歌

の
多

さ
が
そ

の
因
由

で
あ
り
、
撰

入
率

は

『
源
氏
物
語
』
の
半
分

で
あ

る
。
『
無
名
草

子
』

で
古

あ
か
し
さ
を
批
判

さ
れ
、
鎌
倉
期

の
享
受

の
実
態
も
低
調
な
も

の
で

あ

っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
納

得
の
ゆ
く
数
字
と

い
う
べ
き
な

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の

『
う

つ
ほ
物
語
』

の
撰

入
率
を
頭

に
お
い
て
見

る
と
、
従
来
集
中
第
六

位

の
入
集
歌

数
と

い
う
こ
と

で
注
目

さ
れ
て
い
る

『
い
は
で
し

の
ぶ
』
が
、
意

外

に
低

い
撰

入
率
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
『
い
は
で
し

の
ぶ
』
は
中

世
擬
古
物

語
中
屈
指

の
秀
作

と
目

さ
れ
、
後
ま

で
か
な

り
読
ま
れ

て
い
た
形
跡

も
あ

る
。
お

そ
ら

く
発
表

当
時

か
ら
評
判

を
と

っ
て
い
た
の

で
は
あ

る
ま

い

か
。
そ
れ
が
、
三
〇

四
首

と
い
う
、
『
狭
衣
物
語
』
を
大
き
く
上
回
る
作
中
歌
を

有

し
な
が
ら
、
撰
入
率

は

一
割

あ
ま
り
で
、
歌
数

に
し
て

『
狭
衣
物
語
』
よ
り

二
一二
首
も
少

な
い
の
は
、
何

か
理
由
が

あ
り
そ
う
に
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、

こ

の
物

語
が
最
近
作

で
あ
る
た
め

に
、
古
典
的
な
作
品

の
場
合

よ
り
は
多
少
遠
慮

が
は
た
ら

い
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
ま
た
、
文
章
力

の
非
凡

に
比

し
て
、
歌

は
必
ず
し

も
卓
越

し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
と

い
う
よ
う
な
事
情
も

あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』

の
上
位

に
く
る

『風

に

つ
れ
な
き
』
も
最
近
作

で
あ
る

が
、
首
部

を
残

し
大
半
を
逸
失

し
て
い
る
た
め
、

四
五
首
と

い
う
集
中
第
四
位

の
入
集
歌
数
が
撰
入
率

で
い
え
ば
ど

う
な

る
の
か
は
、
ま

っ
た
く
明
ら
か

で
な

い
。

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
・と

『
夜

の
寝

覚
』
の
撰
入
率

も
、
現
存
本

が
完
本

で

な

い
た
め
正
確

で
は
な

い
が
、

欠
巻

の
分
量

か
ら
す

る
と
、

「
浜
松
ヰ
納
言
物

語
』

の
方

に
は
大
き
な
誤
差

は
な
い

で
あ
ろ
う
。
撰
入
率

18

・
4
%

は

『
源
氏

物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
よ
り
は
低

い
が
、

ま
ず
は
順
当
な
数
字

で
あ

ろ
う
。
『
夜

の
寝
覚
』

の
場
合

は
、
欠
巻

の
分

量
の
見
積

り
か
た

い
か

ん
で
、
か
な
り
ゆ
れ

が
出

て
来
そ
う
で
あ
る
。
現
存
部
分

で
見

る
限

り
は
、
撰
入
率
9

・
3
%
と

い

う
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
以
下

の
低
率

で
あ

り
、
『
無
名
草
子
』

で
の
あ

の
傾
倒
ぶ

り
や
、
『
物
語
後
百
番
歌
合

』
で
は
右
方

の
第

一
位

に
据
え
ら
れ

て
い
た

こ
と
か

ら
す
る
と
、
か
な

り
厳
し

い
数
字
と

い
わ
ざ

る
を
え
な

い
。
た
だ
し
、
当
時
は
、

現
存
部
分

(と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
第

三
部
)

に
対
す

る
評
価
が
必
ず
し
も
芳
し

い
も

の
で
は
な
か

っ
た

こ
と

(第

一
部

は
三

二
首
中

五
首

入
集
し
、
撰

入
率

15

・
6
%
、
第

三
部

は
四
三
首
中

二
首
入
集
し
、
撰
入
率
4

・
7
%

で
あ
る
)

か
ら
す
れ
ば
、
低
率

は
そ

の
ゆ
え
で
あ

っ
て
、
全
体
と
し

て
は
も

っ
と
高
率

に

な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
例

え
ば
、
か

り
に
完
本

の
分
量
が
現
存
本

の
二
倍

で

あ

っ
た
と
し

て
、
歌
数

も
二
倍

に
な
る
と
す
れ
ば
、
撰
入
率
は
16

・
7
%
と
、

ほ
ぼ

『
浜
松
中
納

言
物

語
』

と
近

い
数
字

に
な

る
。

『
有
明

の
別
』
は
、
意
外

な
高
撰
入
率

で
あ

る
。
そ

の
粉
本
と
も
な

っ
た

『
今

と
り
か

へ
ば
や
」

に
、

入
集
歌
数

・
撰
入
率

い
ず
れ

に
お

い
て
も
、
約
三
倍

の

差
を

つ
げ

て
い
る
。
当
時
、
秀

作
の
誉

れ
で
も
あ

っ
た
も

の
か
、
不
明

で
あ
る
。

た
だ
、
中

村
忠
行
氏

や
大
槻
脩
氏

の
推
定

に
よ

っ
て
、
作
者
は
定
家
的
な
文
学

的
雰

囲
気

の
中

に
身
を

置
く
人

で
あ

る
ら
し
く
、
場
合

に
よ

っ
て
は
御

子
左
家

の
誰

か

で
あ
る
可
能
性

も
あ

り
、
だ
と
す

る
と
、

こ
の
高
撰
入
率
は
、

い
わ
ば

身
内

贔
屓
に
よ
る
も

の
で
あ

る
か
も
し
れ
な

い

(『
風
葉
和
歌
集
』
の
撰
集

作
業

の
実
態

に

つ
い
て
は
後

に
ふ
れ

る
)
。

『松
浦
宮
物
語
』

も
高
撰
入
率
を
示
す
。
し
か
も

こ
れ
は
、
別
格

に
し

て
い

一13一



た

『
源
氏
物

語
』
『狭

衣
物

語
」
の
そ
れ
を
も
凌
ぐ

の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く

こ
こ

に
は
、
小
木
喬
氏

も
言

わ
れ
る
ご

と
く
、
作
者

で
あ

る
歌
聖
定
家
を
尊
重
し

て

の
特

別
待

遇
と
い
う
背
景

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

*

さ

て
、
次

に
来

る

『浅
茅

が
露
』
が
問
題

で
あ

る
。
こ
の
物
語

は
末
尾
を
失

っ

て
い
る
が
、

現
存
部
分

で
の
撰
入
率

が
33

・
3
%
、

三
首

に

一
首
入
集
と
、
驚

嘆

す

べ
き
数
字

が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
末
尾

の
散
閾
部
分

の
分
量
し

だ
い
で
そ
の
数
値
も
変

っ
て
く
る
は
ず
だ
が
、
現
存
本

の
後

に
さ
ら

に
長
々
と

倍

く
ら

い
も
続

く
と

は
考

え
に
く

い
。
現
存
本

は
五
綴
よ
り
な
る
綴
葉
装

の
写

本

(墨
付

八
八
丁
)

で
あ

る
が
、

こ
れ

に
も
う

一
綴
加
わ
る
と
す
れ
ば
、

一
綴

一
〇
折
と

し
て
、
単
純
計
算

で
は
も
う
あ
と
六
首
ほ
ど
歌
が
ふ
え
る

こ
と
に
な

り
、
撰
入
率

は
30

・
3
%
と
な

る
。
、
二
綴
加
わ
る
と
す
れ
ば
、

一
二
首
歌

が
ふ

え
、
撰
入
率

は
25

・
6
%

で
あ
る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
高
撰
入
率

で
あ
る
こ
と

は
動

か
な

い
。
で
は
、
『浅
茅

が
露
』
の
か
か
る
高

い
撰

入
率

は
何

に
基
因

す
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

『
浅
茅
が
露
』

の
成
立
時
期
は
、
大
槻
氏

に
よ
れ
ば
、

一
二
五
〇
年
を
降

る

と

い
う
。
『
風
葉
和
歌
集
』
の
成
立
が
、
周
知

の
よ
う
に
文
永
八
年

(
一
二
七

一
)

で
あ

る
か
ら
、
そ
れ

こ
そ

『
浅
茅
が
露
』
は
最
近
作

で
あ
る
。
最
近
作
か

ら
の

入
集
状
況

は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に

つ
い
て
見
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
古
典
的

な
作
品

の
場
合
よ
り
は
遠
慮
す
る
傾
向

に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

ほ
か

に
、

『
我
身

に
た
ど
る
姫
君
』
『石
清
水
物

語
』

『苔

の
衣
』
等
も
最
近
作

で
あ

ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
撰

入
率

は

一
様

に
芳

し
い
も

の
で
は
な

い
。
と
す
れ
ば
、

そ

の
よ
う
な
中

で
の

『浅

茅
が
露
』

の
突
出

ぶ
り
は
、
ま
す
ま
す
も

っ
て
異
様

だ
と
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
『
浅
茅
が
露
』
が
稀
有

の
秀
作

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

て
、
最
近
作

で
あ

る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
か
る
処
遇
を
え
た

の
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
も
ど
う
も

疑
わ
し

い
。
実
際
、

こ
の
作
品

に
相
対
し

て
み

て
、
そ

こ
に
他

の
諸
作
を
凌

ぐ

高

い
文
芸
的
香
気
を
嗅

ぎ

つ
け
る
こ
と
な
ど
、
至
難

の
わ
ざ
な

の
で
あ
る
。

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
高
撰
入
率
ー

。
そ

こ
に
は
何
か
特

別

の
事

情
が
介
在

し

て
い
る
よ
う
に
、
筆
者

に
は
思
わ
れ

て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

一
つ
の
可
能
性
と
し

て
涯
ん

で
く
る

の
は
、
『浅
茅

が
露
』
に
、
『
風

葉
和
歌
集
』
撰
集

に
際

し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由

が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
、

と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

『風
葉
和
歌
集
』
撰
集
が
大
宮
院
姑
子

の
も
と

で
企

画
さ
れ
た
後
、

い
か
な

る
プ

ロ
セ

ス
で
そ
の
作
業
が
進
あ
ら
れ
、
最
終
的

な
完
成
を
見

た
か
に

つ
い
て

は
、
樋

口
芳
麻
呂
氏

の
詳
細
を
極
め
た
研
究
が
あ
る
が
、

そ
の
要
点

の
み
で
い

え
ば
、
大
宮
院

の
女
房
た
ち
を
動
員

し

て
、
物

語
歌

の
選
択
、
詠
歌
事
情
を
説

明
し

た
詞
書

の
作
成
等

の
下
準
備
が
整

え
ら
れ
、

そ
の
部
類

・
配
列
を
中
心
と

し
た
撰
修
作
業
が
、
最
終
的

に
時

の
歌
壇

の
大
御
所
藤
原
為
家

の
手

に
委

ね
ら

れ
た
、
と

い
う

こ
と

に
尽
き
る
。
し
た
が

っ
て
、
最
近
作

『
浅
茅
が
露
』
が
そ

の
よ
う
な
状
況

の
中

で
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、

そ
の
条
件

は
お

の
ず
と
絞

ら
れ

て
く

る
。
ま
ず
、
撰

集

の
下
命
者
大
宮
院
自
身

の
作
だ
か
ら
重
視
さ
れ
た
、

と
仮
定
す
れ
ば
、
撰
入
率

の
高

さ
は
納
得

で
き
る
も

の
の
、
大
宮
院
が
物
語
執

筆
を
手
が
け
る
と
は
、
と
う

て
い
考

え
が

た
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
準
備

に
あ
た

っ
た
女
房

た
ち

の
中

に
は
、
物
語
作
者

で
あ

っ
た
者
が
十
分

に
存
在
し

う
る

で
あ
ろ
う
が
、

そ

の
よ
う
な
女
房

の
作
な
ら
ば
、
そ

の
特
別
待
遇
に
も
お

の
ず
と
限
界

が
あ
ろ
う
。
と
な

る
と
、
俄
然
注
目
さ
れ
る

の
は
、
為
家

の
存
在

で
あ
る
。

今

日
、
物

語
作
者

と
し

て
の
為
家

の
姿
を
伝
え
る
資
料

は
、

ま

っ
た
く
知

ら

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
父
定
家
が
現

に

『松
浦
宮
物
語
」

の
作
者

で
あ
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,

り
、
俊
成
以
来
御
子
左
家
と
物
語
と

の
繋
が
り
が
き
わ
め

て
密

接

で
あ

っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
為
家

の
物
語
執
筆

の
可
能
性

も
、

一
概

に
否
定

し
さ
る
こ
と

は

で
き
な

い
と
思
う
。
思

う
に
、
『
風
葉
和
歌
集
』
の
最
終
撰
者

と
し
て
の
任
が
為

家

に
委
嘱
さ
れ
る

こ
と
が
決
ま

っ
た
時

、
も
し
そ
の
為
家

の
手

に
な

る
物
語
作

品
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
出
来

の
良

し
悪

し
は
度
外
視

し
て
、

そ
こ
か

ら

多
数
入
集
す

べ
く
、

準
備
さ
れ
た
資
料
中

に
盛

り
込

ま
れ

て
い
た

(樋

口
氏

に

よ
れ
ば
、
準
備

に
あ
た

っ
た
女
房

た
ち
の
中
心
と

な

っ
た
の
は
、
為
家

の
孫

で

あ
る
大
宮

院
権
中
納

言
日
従

二
位
為
子

で
あ

っ
た
ろ
う
と

い
う
)
と
し

て
も
、

む
し
ろ
当

然

で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
資
料
を
受

け
取

っ
た
当
人
と
し

て
も
、

悪
い
気
が
し
た
は
ず
は
な
い
の

で
あ
る
。

以
上
、
『
浅
茅
が
露
』
と

い
う
、
と
り
た
て
て
佳
品
と
も
思

え
ぬ
比
較
的
短

い

一
篇

が
、

異
様

に
高

い
撰

入
率
を
示

し
て
い
る
と

い
う
事
実
か
ら
、
そ

の
作
者

像

を
め
ぐ

っ
て
、
筆
者

は
右

の
よ
う
な
想
像
を
め
ぐ

ら
す
。

2

と
こ
ろ
が
、

こ
れ

に
は
真

っ
向

か
ら
対
立
す

る
見
解
が
あ

る
の
で
あ
る
。
前

記
加
藤
論
文

で
は
、
『
浅
茅
が
露
』
の
作
者

の
性

別
に

つ
き
、
次

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る
.(上

略
)
「浅
茅

が
露
」
の
基
調

は
や
は
り

「
旧

い
様
式

の
文
学
」
に
あ
る
。

「浅
茅

が
露
」

の
全
体
を
鳥
鰍
す

る
と
察
せ
ら
れ
る
よ
う

に
、

こ
の
物
語

は
あ
く
ま
で
も
尚
侍

の
変
転
す

る
生
涯
を
、

二
位
中
将
、
三
位
中
将
を
点

綴

さ
せ
な
が
ら
辿

っ
て
い

っ
て
い
る
。
女
性
が
中
心
人
物

で
あ
る
時
、
そ

れ
を
描

く
の
が

や
は
り
女
性
だ

ろ
う
と

は
必
ず
し
も
言
切
れ
な

い
が
、
先

行
物
語

の
充
分
な
受
容
と
、
消
化

・
再
生

は
、
少
く
と
も

「
作
り
物

語
」

に
関

し
て
は
、
男
性

よ
り
も
む
し

ろ
女
性
作
家
を
想
定
し
易

い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

こ
の
推
定
が
妥
当

で
あ
る
と
す
る
と
、
右

の
為
家
作
者
説

な
ど
お
笑

い
草

に
な

る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
加
藤
氏

の
綿
密

・
慎
重
な
推
考

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
筆

者

に
は
、
女
性
作
者
を
想
像
す
る

こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
そ
の
点

で
は
、

根
拠
を
示
さ
れ
な
か

っ
た
も
の

の
、

つ
と

に
木
村

三
四
吾
氏
が
、

作
者

に

つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
内
容

か
ら
推
し

て
或

は
男

の
手

に
な
る
か

と
思
は
れ
る
が
あ
く
ま
で
も
想
像

の
言

に
過
ぎ

ぬ
。

と
言
わ
れ
た
男
性

作
者

を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
た
こ
と
、

い
う
ま

で
も
な

い
。

さ

て
、
筆
者

の
判
断

で
は
、
加
藤
氏
が
作
者

の
性
別
を
考
え
る

に
際
し

て
の

論
拠
と
さ
れ
た
部
分

は
、
必

ず
し
も
女
性
作
者

た
る
べ
き
を
積
極
的

に
も

の
が

た
る
も

の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
見

か
た
し
だ

い
で
ど
ち
ら

に
も
転
び
う
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

よ

っ
て
、

こ
と
さ
ら
に
反
論

の
要
も
な

い
と
思
う

の
で
、
別

に

一
二

の
観
点
か
ら
、

男
性
作
者
を
想
定
し
た

い
と
考
え

る
理
由
を
述

べ
る

こ
と

に
す
る
。

*

ま
ず
、
作
品
全
体
を

通
覧

し
て
た
だ
ち

に
印
象
づ
け
ら
れ
る

こ
と
だ
が
、
『浅

茅
が
露
』

の
作
品
世
界

に
、
女
性

の
手

に
な

る
と
す
る

に
は
抵
抗

の
あ
る
、
妙

に
卑
俗

で
品
下

っ
た
点

の
露

わ
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ

の
最
た
る
も

の
は
、
犬

槻
氏

の
校
注
本

で
い
え
ば
第
十
節
か
ら
第
十

一
節

の
、
物
語

の
本
筋

と
は
お
よ
そ
関
係

の
な
い
、
滑
稽
な
挿
話

の
存
在

で
あ
る
。

こ
の
挿
話

に

つ
い

て
大
槻
氏

は
、

王
朝
物

語

の
系
列
作

品

に
し

て
は
珍

ら
し
く
譜
誰

と

ユ
ー
モ

ア
に
富

ん

だ
、

い
わ
ば
滑
稽
風
流
謹

の

一
幕

で
あ
る
。

と
評
さ
れ
て
い
る
が
、

ユ
ー
モ
ア
と

い
う

に
は
多
分

に
露
悪
的

で
ど
ぎ

つ
い
感

が
あ
り
、
醜
女
を
容
赦
な
く
笑

い
の
め
し

て
い
る
と

こ
ろ

に
は
、
同
性

の
作
者
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で
あ
れ
ば
見
せ
そ
う
な

一
点

の
同
情
や
暖
い
眼
差

と
い

っ
た
も

の
が
、
微
塵
も

な

い
。
徹
頭
徹
尾
笑

い
も

の
に
す
る
た
め
に
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
う

い
う
意
味

で
、

こ
の
よ
う
な
文
字

は
、

前
期
物

語
の
世
界

に
か
え

っ
て
近
く
、

『
源
氏
物
語
』
以
降

の
女
流

の
筆

に
な
る
作
品

か
ら
は
窺

う
こ
と
の
む
ず
か
し

い
も

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
新
興

の
説
話
集

や
藤
原

明
衡

ら
の
漢
文
戯
作

の
喚

笑

の
世
界

に
通
ず
る
と
も
い
え
る
。

中
納
言

(二
位
中
将

)
が
は
じ
め
て
故
中
務
宮
邸
を

の
ぞ
き
見
た
時

の
、
次

の
ご
と
き
内

の
様
子
は

い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。

あ
や
し
げ
な
る
中

に
、
「
か
れ
や
、

さ
は
主
な

ら
ん
」
と
見
給

へ
ば
、
「
廿

四
五
も
や
あ
ら
ん
」
と
見
ゆ
る
、
色

い
と
黒

う
、
耳

は
さ

み
し

て
、
髪
う

ち
結

い
た
る
元
結

よ
り
下
は
、
屏
風
な
ど

の
心
地
し

て
、
う
る
は
し
か
ら

ず
見
ゆ
る
。
「
こ
の

つ
ど

い
た

る
な
か

に
、
ま
さ
る
け
ち
め
も

や
」
と
見
た

ま

へ
ど
、
な
し
。
大
人
だ
ち
た
る
も
の
、
「
そ
れ

は
し
も

よ
く
思
し
め
し
た

り
。

こ
の
と
く
こ
う
の
こ
と
な
ど

ぞ
、
耳

よ
り
に
は
お
ぼ

ゆ
る
」
と

い
ふ

な
れ
ば
、
「
げ

に
た
わ
ら
も
と

の
か
き
な
ど
も
す

て
が
た
し
」
と

て
、
秀
句

げ

に
う
ち
笑

ひ
た
る
方

は
、
「
に
く

か
ら
ず
と
見

る
人
も
や
あ
ら
ん
」
と
お

ぼ
え
給

ふ
。

(52
オ
～
52

ウ
)

女

た
ち

の
会
話
が
す

こ
ぶ
る
難
解

で
あ

る
が
、

「
げ

に
た
わ
ら
も
と

の
か
き
」

云

々
は
、
何

か
気

の
利

い
た
洒
落

で
も
言

っ
た

つ
も
り
な

の
で
あ
ろ
う
。
大
槻

氏
が

「
し

う
く
け
」

に
注
し

て
、

不
詳
。
非
常

に
み
に
く
げ

に
笑

っ
た
の
意

で

「醜
苦
げ
」
か
。
或

い
は

「愁

苦
」
「
重
苦
」
「
渋
苦
」
か
。

と
さ
れ

る
の
は
不
審

で
あ

る
。
醜
く
げ

に
笑

っ
た

の
で
は
、
下

の

「
に
く
か
ら

ず
と
見
る
人
も
や

あ
ら
ん
」
と
完

全
に
抵
触

す
る
。

そ

の
場

に
適

っ
た
秀
句
を
言
え
る
こ
と
が
、
社
交

の
才
能

の

一
つ
と
し

て
し

ば
し
ば
文
学
作
品
上

に
見
出

だ
さ
れ
る
こ
と

は
周
知

の
と

こ
ろ
だ
が
、
か
か
る

機
知
を
好
む

の
が
女
性

よ
り
は
男
性

で
あ
る
こ
と
、
自
明

で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
個
人

の
資
質
や
置
か
れ
た
環
境

に
左
右

さ
れ
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
そ

の

本
質
は
、
早
く

『
蜻
蛉

日
記
』
中

で
の
兼
家
と
道
綱
母
と

の
関
係

に
典
型
的

に

窺

い
う
る
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
男
性

の
文
学
的
営
為
と

し

て
は
、

一
巻
ま
る
ご
と

「興
言
利

口
」

の
部

に
充

て
た

『
古
今
著
聞
集
』

の

ご
と
き
作
品
す
ら
生

む

の
で
あ
る
。

中
納
言
が
二
度
目

の
の
ぞ
き
見
を
し

た
部
分
も
、
卑
俗
な
描
写

に
徹
し

て
、

秀
抜

で
あ
る
。

中
垣

よ
り
入
り

て
、

さ
り

ぬ

べ
き
か

た
を
か

い
ば
み
給

へ
ば
、
人
待

つ

気
色

こ
と
の
ほ
か
に
、

う
ち

さ

ゝ
め
き
、

ふ
く
ら
か

に
う
ち
肥
ゑ
た
る
人

の
、
い
と

さ
ま
下
り
た

る
さ
ま
し
た
る
が
、
眉
太
く

つ
く

り
、
鉄
漿

黒
く
、

笑
み
が
ち
に
て
、

あ
そ
こ
に
燈
台
、
か
し

こ
に
屏
風
な
ど
置
き

て
あ
り
く

を
、

「
な
に
事

な
ら
ん
」
と
思
す

ほ
ど

に
、
あ
る
じ
顔
な
る
御
座

の
奥

に
、

こ
れ
も
、

い
ま
す

こ
し
し
な

や
か

に
、
髪

の
か

ゝ
り
な
ど
も
ゆ

へ
あ
る
さ

ま
に
見

へ
た
る
が
、
廿
余
ば
か
り
な
る
、
か
た
わ
ら

に

つ
い
居

て
、
「
こ
の

髪
見
給

へ
。
さ
ば
か
り
畏
し

つ
れ
ど
も
、
髪

の
束

い
ま
だ
直
ら
ず
」
と
て
、

後

を

ま
か
せ
、

つ
く
ろ
は
す
れ
ば
、
「夜

な
れ
ば
、
な

に
か
苦

し
か

ら
ん
。

い
ま
を

は
し

ぬ
る
事
も
あ
ら
ん

に
、
静
か

に
て
待

ち
た
て
ま

つ
り
給

へ
」

と
言

ふ
気
色
、
「
妹

に
や
」
と
見
ゆ
れ
ど
、
こ
と
の
ほ
か
に
静

ま
り
て
お

ぼ

ゆ
。

(
55
ウ
～
56

オ
)

こ
こ
に

つ
い
て
は
、
大
槻
氏

に
、

こ
の
あ
た
り
、
提

中
納
言
物
語

の

「虫

め
つ
る
姫
君
」
「
は

い
墨
」
を
想
起

さ
せ

る
。
(中
略
)
醜

女

の
容
貌
、
動
作
を

写
し

て
、
な
か
な
か
巧
み

で
あ

る
。

一16一



と
的
確

な
指
摘
が
あ

る
が
、
引
き
合

い
に
出

さ
れ
た

『
虫
め
つ
る
姫
君
』
『
は
い

墨
』

い
ず
れ
も
、
男
性
作
者
説
が
有
力
視
さ
れ

て
い
る

こ
と
、
周
知

の
と

お
り

で
あ
る
。

ま
た
、
品
下

っ
た
と

い
う

に
は
語
弊

も
あ
る
が
、
高
貴

な
姫
君

や
ヒ

ロ
イ
ン

に
、
そ
れ

に
似

つ
か
わ
し
か
ら
ぬ
男

が
挑
む

と
い
う
設
定

が
繰

り
返
さ
れ

て
い

る

の
も
、
特

異

で
あ
る
。

そ

の

一
は
、

二
位
中
将

の
訪
れ

の
稀
な

こ
と

に
気
を

病

ん
だ
先
坊

の
姫
宮

が
、

そ
の
加
持

の
た
め

に
滞
在

し
て
い
た
叔
父

(故
母
御

息

所

の
兄
弟

)
の
律
師

に
凌

辱
さ

れ
る
と

い
う
も

の
。
そ

の
二
は
、

ヒ

ロ
イ

ン

が
、
そ

の
乳
母

の
死
後
、
乳
母

の
夫

(
ヒ

ロ
イ

ン
か
ら
す
れ
ば
父
親
代
わ
り

の

存
在

で
あ

っ
た
)

に
邪
心
を

も

っ
て
挑
ま
れ

る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
物

語

の

予
想

さ
れ
る
読
者
が
女
性

で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
か
か
る
設
定

は
、

い
ず

れ
も
か
な
り
露
骨

で
あ

り
、

こ
こ
ま

で
ふ
た
り

の
女
性
を
屈
辱
的

な
し
う
ち
に

あ
わ
せ
る
必
要

が
あ

っ
た
も

の
か
、
や
や
疑
問
を
禁
じ
え
な

い
。

こ
と
に
、
僧

に
犯

さ
れ

る
女
性
像
を
か
な

り
執
拗

に
描

い
て
い
る

(
し
か
も
か
の
女

は
、
僧

と

の
交
嫌

の
現
場
を
恋
人

に
目
撃
さ
れ

て
し
ま

い
、
か
れ
か
ら
の

「見

た
ぞ
」

と

い
う
痛
烈
な
和
歌
を
突
き

つ
け
ら
れ
た
挙
句

、
悶
死

し

て
し
ま
う
の
だ
)

の

は
、
同
性
と
し

て
正
視

に
た
え
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
。

か
か
る
設
定

は
、

『
狭
衣
物
語
』

に
お
け
る
仁
和
寺

の
僧

に
よ
る
飛
鳥
井
女
君
拉
致

の
話
な
ど
と

比

べ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
と
う

て
い
同

日
に
論

じ
ら
れ
る
底

の
も

の
で
は

な

い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
『
と

は
ず
が
た
り
』
で
の
二
条
と
有
明

の
月
と

の
放

逸
無
悪
な
愛
欲
も
よ
う

こ
そ
、

こ
れ
に
匹
敵

し
う
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ

う
な
人
間
関
係
を
見
る
目

の
酷
薄

さ
の
中

か
ら
は
、
開
巻
壁
頭
を
称
徳
女
帝
と

道
鏡

の
秘
話

で
飾

っ
て
揮
ら
な
い

(
『古
事
談
』
)
説
話

の
撰
者
た
ち
と
も
共
通

す
る
も

の
が
感
じ
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

よ
し

「
女
性

の
ひ
そ
か
な
凌
辱

へ

の
願
望

」
が
そ

の
よ
う
な
設
定
を
生

み
出

さ
せ

る
源
泉
と
し

て
想
定

し
う
る
と

し
て
も
、
か

か
る

シ
チ

ュ
エ
!
シ

ョ
ン
を
好

ん

で
取

り
上

げ
る
の
は
、

や
は
り

男
性
作
者

で
あ
ろ
う
と
思
う

の
で
あ
る
。

さ
ら

に
い
え
ば
、
『浅
茅
が
露
』
に
は
、
多

く
の
物
語
が
芽

々
と
し

て
漂
わ
せ

て
い
る
雲
上
絵
巻

と
し

て
の
香

り
が
、

こ
と

の
ほ
か
薄

い
の
で
あ
る
。
場
末

に

住
ん

で
い
た

ヒ

ロ
イ

ン
に
二
位
中
将
が
め
ぐ

り
逢
う

の
は
、

『
源
氏
物
語
」

の

「夕

顔
」
巻
あ
た
り
以
来

の
類
型

で
は
あ

る
が
、
次

の
よ
う
な
場
面

で
の
奇
妙

に
な
ま
な
ま
し
い
生
活
臭

は
、
「
夕
顔
」
巻

の
比

で
は
な

い
。

あ
る
人
、

「
い
と
ね
ぶ
た
く
こ
そ
な
り
に
た
れ
。

目

さ
ま
し
侍
ら

ん
」

と

て
、
火
桶

の
か

た
は
ら

に
寄
り

て
、
折
櫃
な
ど
を
と
り
寄

せ

て
、
火

の
上

に
置
き
な
ど
す

る
物

あ
る

べ
し
。
「
中
将
殿

ゝ
近
く

て
を
は
し
ま
す

ら
ん

に
、
く
さ
く
も

こ
そ
」
と
言
ふ
め
れ
ば
、
「
は
や
御
殿
籠

り
ぬ
ら
ん
。
こ
れ

を

し
も
か

ゞ
せ
給

は
じ
」
な
ど
言
ひ

て
、
硯
の
蓋

に
、

な
に

ゝ
か
、
と

り

入
れ

て
、
「
こ
れ
は
姫
君

の
御
前
に
」
と
心
ざ
す

か
た
の
あ
る
を
見

や
り
給

へ
ば
、
云

々

(25
オ
～
25

ウ
)

ま

た
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
死
後
、

そ

の
所
生

児

の
養
育

に
窮

し
た
女
房

た
ち
が
、

「
乳
母
か

は
ん
」
(62
ウ
)
と
言

い
な
が
ら
都
大
路
を

さ
す

ら
う
く
だ
り
も
、
す

で
に
大
槻
氏
が
注
意
さ
れ

て
い
る
ご
と
く
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
第
四
十
三

話
な
ど
を
彷
彿
さ
せ
る
、
物

語
文
学
と
し

て
は
異
色

の
、
な
お
か

つ
き
わ
あ

て

リ
ア
ル
な
設
定

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
作
風
は
、
物
語

の
多
く
を
作
り

出
し
た
と
思
わ
れ
る
宮
廷
女
房

た
ち

の
中
か
ら
は
出

て
来

に
く

い
も

の
で
あ
ろ

う
。
概
し

て
女
流

の
筆

は
、
も

の
ご
と
を
美
化

・
理
想
化
し

て
捉
え
る
傾
向

に

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
点
か
ら
し

て
も
、
不
思
議
な
日
常

的

で
野
鄙

な
手

ざ
わ
り
を
も

っ
た
こ
の

『
浅
茅
が
露
』
と

い
う
物
語
は
、

男
性

の
手
に
な

っ
た

も
の
の
よ
う
に
感
ぜ

ら
れ

る
の
で
あ
る
。

*
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さ
て
、
い
ま

一
つ
指
摘
し

て
お
き
た

い
事
実
は
、
『
浅
茅

が
露
』
に
、
女
性
作

者

の
手

に
な

る
と
す

る
と
ま
ず
は
行
わ
れ

て
い
そ
う
な
、
物

語
通
有

の
、
今

日

の
読
者

に
は
煩
わ
し

い
ほ
ど

の
衣
裳
描
写
が
、
ま

っ
た
く
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど

な
さ
れ

て
い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
『
源
氏
物

語
』
に
そ
の
粋

を
見
る
華
麗
な
衣
裳
描
写

で
あ
る
が
、
物

語
史

の
上

で
は
、

そ
の
場
面
性

の
喪

失
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
徐

々
に
そ
の
表
現
方
法
が
形
骸
化
し

て

ゆ
く

こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
か
か

る
現
象

も
と
く

に
目
立
た
し

い
こ
と
と
も
言

え
ぬ
か
も
し
れ

ぬ
。
し
か
し
、
少
し
目
を

転
じ

て
、
鎌
倉

時
代
頃

の
女
性

た
ち
の
関
心

の
あ

り
よ
う
を
考
え

て
み
る
な
ら

ば
、
『
た
ま
き
は
る

(健
御
前
日
記
)
』
『
弁
内

侍
日
記
』
『
と
は
ず
が
た
り
』
『中

務
内

侍
日
記
』
と
い

っ
た
女
流

日
記
文
学

で
の

一
様
な
服
飾

へ
の
思

い
入
れ
よ

う
ひ
と

つ
を

と

っ
て
み
て
も
、
女
性

の
手

に
な
る
物
語

の
世
界
か
ら
衣
裳
描

写

が
に
わ
か
に
消

え
て
な

く
な
る
と

は
、

そ
う

は
あ
り
え
な

い
こ
と

の
よ
う
に
思

わ
れ

る
。

現
に
、

『
浅
茅
が
露
』

と
さ
ほ
ど
隔
ら
ぬ
時
期

の
成
立

と
目

さ
れ
る

『
い
は
で
し
の
ぶ
』

や

『
風

に

つ
れ
な
き
』
な
ど

で
は
、
き
め
細
や
か
な
衣
裳

描
写
が
、
け

っ
し

て
失
わ
れ

て
い
な

い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
か
と

い

っ
て
、

男
性

の
文
章

に
衣
裳
描
写
が
な
い
か
と

い
え
ば
、

そ
う
で
も
な
い
。
例

え
ば
、

つ
と

に

『
う

つ
ほ
物
語
』

の
場
合

な
ど
が
想
起

さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
し
か

し
、
そ
れ
も
、
下

っ
て
定

家

の

『
松
浦
宮
物

語
』
を
見

る
限

り
は
、
有
効
な
衣

裳
描
写
は
ほ
と
ん
ど
影

を
ひ
そ
め
て
い
る
と

い
わ
ざ

る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

や
は
り
そ

こ
に
は
、
男
性
作
者

の
興
味

の
向
か

い
か
た
が
、
色
濃
く
反
映
し

て

い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
『
浅
茅
が
露
』
に
は
、
衣
裳
描
写
が
あ

っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
場

面

が
も
と
も
と
皆
無

で
あ
る

の
か
と

い
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い
。
冒
頭
、
宮
中

で

の
管
絃

の
遊
び

の
場
面
が
あ
る
が
、
そ

こ
は
、
帝

の
召
し
を
受

け
て
、
中
心
人

物

た
る

二
位

・
三
位
ふ
た
り
の
中
将

が
登
場
、
春
宮
も

一
緒

に
な

っ
て
演
奏
が

行
わ
れ
る
、
物
語
最
初

の
絵

画
的
場

面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々

の
服

飾

に

つ
い
て
の
言
及
は
な

い
。

ま
た
、

二
位
中
将
が

は
じ
め

て
ヒ

ロ
イ

ン
を
垣

間
見
、
二
夜
逢
瀬

を
も

つ

一
連

の
重
要
な
く
だ
り

に
も
、
衣
裳
描
写
は
行

わ
れ

な

い
。
先

に
ふ
れ
た
滑
稽

な
挿
話
中

の
二
度

の
の
ぞ
き
見

の
場
面
も
同
様

(
な

お
、
第
五
節
と
第
十
節

の
二

つ
の
の
ぞ
き
見

の
場
面

に
お

い
て
、
と
も
に
女
房

た
ち
が
裁
縫
を
し
て
い
る
と

い
う
の
は
、
下
級
貴
族

の
日
常
生
活

の

一
断

面
を

見
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
者

の
目

の

つ
け
ど

こ
ろ
を
示
唆
す

る
も

の
と

し

て
、
注
意

さ
れ
る
)
。
か
ろ
う
じ
て
そ
れ
ら

し
い
も

の
と
し

て
は
、
次

の
よ
う

な
例

を
挙
げ

う
る
に
す
ぎ
な

い
。

・
上

(左
大
臣

ノ
姫
君
。

二
位
中
将

ノ
北

ノ
方
)

は
、

こ
の
こ
ろ
の
梅

の

立
枝
、
心
も
と
な
き
蕾

の
色
、
五
重
重
な
り
た
る
着
給

ひ
て
、

か
た

は
ら

に
臥

し
給

へ
る
あ

り
さ
ま
、
た
を
や
か

に
、
春

の
柳

の
風

に
う
ち
な
び
き

た
る
を
見
る
心
地
す
る

に
、
云
々

(32

ウ
～
33

オ
)

・
三
位

の
中
将
を
は
し
た
り
。

待
ち
喜

び
給

ひ
て
、
御
直
衣

た
て
ま

つ
ら

ん

と
し
給

へ
ば
、
(中
略
)
と
て
、
御
指
貫
も
と

り
給

ひ
て
、
近
く
寄
り
給

へ

ば
、
御
直
衣
気
色
ば
か
り

に
て
、

云
々

(65
オ
)

・
透
垣

の
は
さ
ま
よ
り
と
を
さ
れ
た
る
仏

の
御
前

に
、

い
と
お
ぼ
え
な
く
、

う

つ
く
し
き
女
房
、
白

き
掻
練
を

は
か
な
げ

に
ひ
き
か
け

て
、
経

に
む
か

ひ
た
れ
ば
、

云
々

(
78
ウ
)

な
お
、
参
考

ま
で
に
、
『
石
清
水
物
語
」
巻

一
に
お

い
て
、
秋

の
中
将

が
宇
治

か
ら
の
帰
途
、
木
幡

の
地

で
と
あ
る
邸
を
垣
間
見
す
る
条

を
掲
げ

て
お
く
。

格
子

二
間
ば
か

り
上
げ

た
る

に
、
小

さ
き
童

の
を
か
し
げ
な
る
、
山
吹

の

袖

に
二
藍

の
汗
杉
着

て
、
(中
略
)
と

て
、
笑
み
た
る
気
色
、
田
舎
び
た
る

さ
ま
な
ら
ず
、

い
と
め
や
す
し
。

(中
略
)
と

そ
そ
の
か

せ
ば
、
「
あ
ら

は
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に
も
や
」
と

て
、

ゐ
ざ
り
出

で
た
る
人
を
見
れ
ば
、

二
十

に
二
三
や
た
ら

ざ
ら
ん
と
見

え
た
る
が
、
桜

の
細
長

に
葡
萄
染

の
小
桂
着

て
、
様
体

・
頭

つ
き
よ
り
は
じ
め

て
、
目
も
か
か

や
く
ば
か
り
、
「
あ
な
め

で
た

の
人
や
」

と
見
え
て
、

ら
う

た
く
う

つ
く
し
き
事
、
限
り
な
し
。
咲
き
乱
れ
た
る
花

の
に
ほ
ひ
も

け
劣

り
て
、

あ
さ
ま
し
き
ま

で
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
に
、

ま
つ

御

胸
は
ふ
た
が

り
て
、

「世

に
は
か
か
る
人
も

あ
る

こ
と

に
こ
そ
あ

り
け

れ
。

こ
こ
ら
見
し
人
、
か

た
は
し
及
ぶ

べ
き

こ
そ
な
か
り
け
れ
。

な
に
ば

か

り
の
人
な
ら
ん
」
と
、

つ
く
づ
く
と
ま
も
り
た
ま
ふ

に
、
云
々

も

の
馴
れ
た
書
き
ぶ
り

で
、

い
か

に
も
類
型
的
な

一
文

で
あ
る
が
、

そ
れ
だ

け

に

『
浅
茅
が
露
』

の
似
た
よ
う
な
場
面

で
の
描
き
か
た

の
特
異

さ
が
目
立

っ
て

く

る
の
で
あ

る
。

ち
な

み
に
、
『
浅
茅
が
露
』
と
成
立
時
期
が
近
接

し
て
い
る
と
目

さ
れ

る
物
語

の
中

で
、
常
磐
井
和
子
氏

に
よ

っ
て

「
男
子

の
手

に
な

っ
た
も

の
」
と
推
定

さ

れ

て
い
る

『
む
ぐ
ら

の
宿
』
も
ま
た
、
衣
裳
描

写
の
少
な

さ
の
目

に
立

つ
作
品

で
あ
り
、
秋
香
台
文
庫
蔵
本
43

ウ
に
十

四
五
才

の
女
童
が
白

い
相
を
着

て
い
る

と
す

る
の
が
、
唯

一
の
具
体
的
な
記
述
と
い

っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

し

て
み
る
と
、
『
浅
茅
が
露

』
の
作
者

に
は
、
場
面
描
写

に
あ
た

っ
て
、
登
場

す
る
人
物

の
着

て
い
る
も

の
に
ま
で
注
意
を

は
ら

っ
て
お

こ
う
な
ど
と

い
う

こ

と
は
、
ほ
と
ん
ど
念

頭
に
な
か

っ
た
も

の
と
判
断

せ
ざ

る
を
え
な

い
。
も

っ
と

も
、
見
か
た

に
よ

っ
て
は
、
物

語
が
上

つ
品

の
女
性
を
め
ぐ

っ
て
は
ほ
と
ん
ど

展
開
し
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

さ
ま

で
服
飾
描
写

の
要
が
な
か

っ
た
と
見
ら

れ
な
く
も
な

い
。

が
、

そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
際
立

つ
た
無
関
心
さ
は
、
否
定

の
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
し

て
、

こ
こ
か
ら
は
、
や
は
り
男

性

作
者

の
手

に
な
る
ゆ
え
と
考
え

る
の
が
、
最
も
納
得

の
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
と
思
う
の
で
あ
る
。

む
す
び

以
上

か
ら
、

筆
者

は
、

『
浅
茅
が
露
』

の
作
者
と
し

て
は
男
性
を
予
想

し
た

く
、

そ
れ
に
特
定

の
人
物
を
擬
す

る
と
す
れ
ば
、

今

の
と

こ
ろ
、

『
風
葉
和
歌

集
』

の
最
終
撰
者

で
あ
る
藤
原
為
家
を
措

い
て
ほ
か
に
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す

る
。

か
く

て
、
次

の
段

取
り
と
し
て
は
、
『
浅
茅
が
露
」
に
為
家
作

で
あ

る
こ
と
を

傍
証
す

る
よ
う
な
内
部
徴
証

(和
歌

や
引
歌

な
ど
)

が
見

い
だ
し
う

る
か
、
あ

る
い
は
、
為
家

の
閲
歴
と
作
品
内
容

と
の
相
関
性

は
、
と

い

っ
た
問
題
を
検
討

し

て
み
ね
ば
な
ら
な

い
が
、

そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
紙
幅

の
都
合
も
あ
り
、
す

べ
て
は
続
稿

に
委
ね
た
い
と
思
う
。

お
そ
ら
く
本
稿
は
、
『
風
葉
和
歌
集
』
撰

入
率

な
る
も

の
に
、
重
大
な
意

味

の

あ
る

こ
と
を
期
待

し
す
ぎ

て
い
る
よ
う

に
も
見

え
よ
う
。
た
し
か

に
、
約
二
○

○
種
も

の
所
載
物

語
の
う
ち

の

一
割

ほ
ど

の
デ
ー
タ

に
、
何
ほ
ど

の
傾
向
性

が

指
摘
し
う
る
も
の
か
、

不
安

が
な

い
わ
け

で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ

こ
に
あ
ら

わ
れ
た
数

値
が
、
思

い

の
ほ

か
に
納

得

の
で
き

る
も

の
を
示

し

て
い
る

こ
と

は
、

そ
こ
で
述

べ
た
と

お
り
な

の
で
あ
る
。

も
し
、

こ
の
〈

『
浅
茅
が
露
』

は
為
家
作
か
〉
と
い
う
臆
説

が
今
後

の
検
討

に
値

い
す

る
も

の
で
あ

る
な
ら
ば
、
中
世

の
時
代
や
社
会

と
は
ほ
と
ん
ど
切

り

結
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
尚
古
趣
味

の
幻
想

の
中
か
ら
生

ま
れ
て
き

た
か
の
ご
と

く
見

ら
れ
て
い
た
擬
古
物
語

の
研
究

に
、
和

歌
研
究

と
提
携

し
て
新

た
な
照
明

を
当

て
る
何
が
し
か

の
端
緒
も
開
け

て
こ
よ
う
か
と
思

う
。
現
時
点

で
は
ほ
と

ん
ど
無
謀

に
近

い
か
か

る
試
み
を

あ
え

て
行

っ
た
ゆ

え
ん
も
、

そ
こ
に
存

す

る
。

(
一
九
八
六
年

一
月
稿
)
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注

(1
)

樋
口
芳
麻
呂

「
『風
葉
和
歌
集
』
の
入
選
歌

『竹
取
物
語
』
『落
窪
物
語
』
を

中
心
に
ー

」
(『鈴
木
弘
道
教
授
退
任
記
念
国
文
学
論
集
」
〈
昭
60
、
奈
良
大
学
文

学
部
国
文
学
研
究
室
〉
所
収
)、
同

「『住
吉
物
語
』
と

『風
葉
和
歌
集
』」
(「国
語
国

文
学
報
」
42
集

昭
60

・
3
)
等
参
照
。

(2
)

中

野
幸

一
著

『
う

つ
ほ
物
語

の
研
究
』
(昭
56
、
武
蔵
野
書
院
)
第
七
章

・
二

「
う

つ
ほ
物
語

の
影
響
」
参
照
。

(3
)

小
木
喬
著

『
い
は

で
し
の
ぶ
物
語

本
文
と
研
究
』
(昭
52
、
笠
間
書
院

)
研
究

篇

・
二

「本
物
語

の
伝
流
」
お
よ
び
、
拙
稿

「中
世
物

語
史
私
注

1

『
い
は
で
し

の
ぶ
』
『恋
路

ゆ
か
し
き
大
将
』
『風

に
紅
葉
』
を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(「徳
島
大
学
教

養
部

紀
要

(人
文

・
社
会
科
学
)
」
21
巻

昭
61

・
3
)
参

照
。

(4
)

注

(3
)
小
木

著
書
研
究
篇

・
五

「成
立
年
時
と
作
者
」
に
よ
れ
ば
、

一
二
四
〇

～

一
二
五
○
年

の
成
立

で
あ

る
と

い
う
。

(5
)

樋
口
芳
麻
呂
著

『
平
安

・
鎌
倉

時
代
散

逸
物

語
の
研
究
』
(昭
57
、
ひ
た
く
書
房
)

第

二
章

・
第

一
二
節

「『
風
に

つ
れ
な
き
』
物
語
」
参
照
。

(6
)

中
村
忠
行

「『有
明
の
別
』
雑
放
ー

成
立
を
あ
ぐ
つ
て
i

」
(
「山
辺
道
」
4

号

昭
33

・
3
)。

(7
)

大
槻
脩
著

『在
明

の
別

の
研
究
』
(昭
44
、
桜
楓
社
)
研
究
編

「作
者

(引
歌

に

み
ら
れ
る
定
家

的
解
釈
に

つ
い
て
)
」。

(8
)

小
木
喬
者

『散
逸
物
語

の
研
究

平
安

・
鎌
倉
時
代
編
』
(昭
48
、
笠
間
書
院
)

第

一
章

・
第

一
節

「物

語
史
概
説
」
14

ぺ
。

(9
)

大
槻
脩
著

『あ
さ
ち
が
露

の
研
究
』
(昭
49
、
桜
楓
社
)
研
究
編

「
『あ

さ
ち
が
露
』

と

『浅
茅
原

の
尚
侍
』

(そ

の

一
)」
参
照
。

(10
)

注

(5
)
樋

口
著
書
第

三
章

・
第

四
節

「『
風
葉
和
歌

集
』」
参
照
。

(11
)

こ
の
よ
う
な

『浅
茅

が
露
」
の
主
題
性

に

つ
い
て
、
筆
者

は
従
来

の
諸
家

の
説
と

多
少
異

な

っ
た
捉
え
か

た
を
し

て
い
る
が
、

そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
も
イ

メ
ー
ジ
さ

れ
る
作
者
像
は
違

っ
て

こ
よ
う
。
拙
稿

「
『浅
茅
が
露
』
管
見
ー

主
題
性
と
物
語
史

的

位
置
1

」

(「国

語
と

国
文
学
」
63
巻

4
号

昭
61

・
4
)
参
照
。

(12
)

木
村
三
四
吾
校

『
あ
さ
ち
が
露

(古
典
文
庫
七
五
冊
)
』
(昭
28
、
古

典
文
庫
〉
書

誌

1

ぺ
。

(13
)

大
槻
脩
著

『
あ
さ
ち
が
露
』
(昭
50
、
桜
楓
社
)。
本
書
は
、
注

(9
)
著
書

の
本

文
編
を
補
訂
し
た

テ
キ

ス
ト
版

で
あ
る
。

(14
)

大
槻
脩

「物
語
歌
と
物
語
歌
集
ー

『風
葉
和
歌
集
』
か
ら
み
た
物

語

『あ
さ
ち

が
露
』
ー

」

(「
日
本

の
こ
と
ば
と
文
芸
」

3
集

昭
56

・
12
)
。

(15
)

『浅
茅
が
露
』
の
引
用
本
文
は
、
『あ

さ
ち
が
露

・
在
明

の
別

(天
理
図
書
館
善
本

叢
書
6
)』
(昭
47
、
八
木
書
店
)

の
影
印

に
よ

っ
て
翻
字

し
た
も
の
に
、
私

に
校
訂

を
加
え
た
。
所
出

丁
数

・
表
裏
を
示
す
。

(16
)

注

(13
)
大
槻
著
書
伽

ぺ
頭
注

(二
〇
)。

(17
)

注

(13
)
大
槻
著
書
備

ぺ
頭
注

(三
○
)。

(18
)

こ
の
よ
う

に
解
す

べ
き

で
あ
る

こ
と
に

つ
い
て
は
、

石
埜
敬
子

「『
あ
さ
ち
が

露

』
私
註
ー

一
ー

」

(「
跡
見
学

園
短
期
大
学

紀
要
」
14
集

昭
53

・
3
)参
照
。

(19
)

三
谷
栄

一
・
今

井
源
衛
編

『堤
中
納
言
物
語

・
と
り
か

へ
ば
や
物
語

(鑑
賞

日

本

古
典
文
学

12
)」

(昭
53
再
版
、
角
川
書
店
)
本
文
鑑
賞

認

ぺ
。

(20
)

注

(13
)
大
槻
著
書

蹴
～
魏

ぺ
補
注
参
照
。

(21
)

桑
原
博
史
著

『
中
世
物

語
の
基
礎
的

研
究
』
(
昭
44
、
風
附
書
房
)
本
文
篇
漸
～

潮

ぺ
。
私

に
適
宜
校
訂
を
加
え
た
。

(22
)

常
磐
井
和
子
編

『
二
巻
本

む
ぐ
ら

秋
香
台
文
庫
蔵
』
(昭
59
、
笠

間
書
院
)
解

説
8

ぺ
。
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