
芸
と
鬼

の
あ

い
だ

『長
谷
雄
草
紙
』
覚
書

楊

暁

捷

芸と鬼のあいだ

123456789

長
谷
雄
の
物
語

解
読
を
ま
つ
街
角
の
光
景

魚
と
草
履
を
売
る
店

荷
車

・
車
借

猿
牽
と
廐
の
猿

柱
松
の
灯
火

油
売
の
出
立
ち

職
人

へ
の
視
線

絵
巻
世
界
の
創
出

1

こ
れ
は
、
風
変
わ
り
な
鬼
に
ま
つ
わ

る
、
と
て
も
愉
快
で
ほ
の
か
に

エ
ロ
チ

ッ
ク
な
話
で
あ

る
。
話

の
主
人
公
は
平
安
屈
指
の
文
人
、

か
の
紀
長
谷
雄
。
絵

巻

『長
谷
雄
草
紙
』
は
か
れ
の
こ
と
を

「学
九
流
に
渉
り
、
芸
百
家
に
通
じ
て
、

世

に
重
く
せ
ら
れ
し
人
な
り
」
と
伝
え
た
。
こ
の
絵
巻
が
繰
り
広
げ
て
く
れ
る

長
谷
雄
と
鬼
と
の
葛
藤
は
、
お
よ
そ

つ
ぎ

の
よ
う
な
あ
ら
筋
を
辿
る
。

あ
る
日
の
夕
暮
れ
、
長
谷
雄
は

一
人
の
見
知
ら
ぬ
男
子
か
ら
双
六

の
対
局
を

挑
ま
れ
る
。
こ
れ
に
応
じ
た
長
谷
雄
は
朱
雀
門

の
上

へ
と
案
内
さ
れ
、
そ
こ
で

鬼
で
あ
る
本
来

の
姿
を
時
折
見
せ
る
こ
の
男
と
対
戦
し
、
見
事
勝
ち
を
収
め
る
。

数
日
後
、

こ
の
男
は
賭
け
た
女
性
を
連
れ
て
長
谷
雄
宅
を
訪
ね
、
百
日
以
内

に

は
手
を
つ
け
な
い
と
の
約
束
を
取
り
付
け
て
帰
る
。
し
か
し
な
が
ら
麗
し
い
女

性
を
傍
に
お
い
て
八
十
数
日
過
ご
し
た
長
谷
雄
は
つ
い
に
本
心
を
抑
え
切
れ
な

い
。
と
た
ん
に
女
性
は
水

に
化
し
て
消
え
て
し
ま
う
。
数
日
後
、
約
束
を
破

っ

た
長
谷
雄
を
難
詰
し
て
鬼
は
迫

っ
て
く
る
。
動
転
し
た
長
谷
雄
が
声
も
高
々
と

「北
野
天
神
助
け
給

へ
」
と
唱
え
れ
ぽ
、
鬼
は
た
だ
た
だ

一
目
散
に
逃
げ

て
し
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ま

っ
た
。

北
野
天
神
に
祭
ら
れ
る
菅
原
道
真
と
同

じ
年

に
生
ま
れ
、
同
じ
く
数
え
切
れ

な
い
詩
文

の
名
編
を
残
し
た
長
谷
雄
で
は
あ

る
が
、
か
れ
の
名
前
は
ど
う
し
た

(
1

)

わ
け
か
霊
験
や
鬼

に
ま

つ
わ
る
事
柄
で
よ
く
語
り
継
が
れ
る
。
こ
の
絵
巻

の
中

に
お
い
て
、
美
男
子
の
格
好
と
恐
ろ
し

い
顔

の
両
方
を
も

つ
双
六

の
ラ
イ
バ

ル

も
鬼

で
あ
れ
ば
、
長
谷
雄
が
愛
着
を
禁
じ
え
な
い
謎

の
女
性
も
ま
た
鬼

に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
長
谷
雄

と
い
う

「
ヒ
ー
ロ
ー
」

の
目
を
通
し

て
、
平
安
に
憧
れ
る
鎌
倉

の
人
々
の
鬼

へ
の
真
剣
な
視
線
が
感
じ
取
れ
て
、
な

に
よ
り
も
魅
力
的
で
あ
る
。

絵
巻

『長
谷
雄
草
紙
』
は
、
江
戸
時
代

ま
で
伝
承

の
記
録
を
数
多
く
残

し
な

(
2
)

が
ら
、
そ
の
後
長
く
佚
書
と
な
り
、
昭
和

に
な

っ
て
永
青
文
庫

の
所
蔵
と
し
て

(
3
)

再
び
そ

の
姿
を
世
に
明
ら
か
に
し
た
。
絵
巻

の
成
立

の
時
期
に
つ
い
て
は
い
ま

だ
確
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
は
言
え
、

お
よ
そ
鎌
倉
末
期
あ
る
い
は
十
三
、

(4
)

十
四
世
紀

の
交
だ
と
の
見
解
は
概
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
。
絵
巻

の
内
容

は
五
段

の
詞
書
と
五
段
の
絵
か
ら
な
る
。
そ
こ

に
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
明
快
す
ぎ

る
ほ
ど
に
分
か
り
や
す

い
か
ら
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
ま
で
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
絵

が
伝
え
る
と
こ
ろ
の
画
面

の

一
つ
ひ
と

つ
は
い
ろ
い
ろ
な
文
脈
に
お
い
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を

一
つ
の
作
品
と
し
て
絵
巻
自
体

の
表
現
世
界
を
丁
寧
に
読
み
取
ろ
う
と
す

る
探
求
は
あ
ま
り
見
な
い
。
中
で
た

だ

一
つ
特
筆

に
値
す
る
の
は
、
こ
の
絵
巻

の
出
典

に
か
か
わ
る
基
礎
的
な
研
究

で
あ
る
黒
田
彰
氏

の
指
摘
で
あ
る
。
黒

田
氏
は
同
じ
話
を
伝
え
る

『続
教
訓

抄
』

の
記
述

に
導
か
れ
て
、
こ
の
絵
巻

の
詞
書
が

『和
漢
朗
詠
集
』
に
収
め
ら

れ
た
紀
長
谷
雄

の
詩

の

一
句
に
つ
い
て
の
古
注
釈
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
突
き
止
め
、
「中
世
以
前
、
紀
長
谷
雄
譚
を
以
て
、
『庭
増
気
色
』
句

の

理
解
を
完
結
さ
せ
る

『
口
伝
』
(続
教
訓
抄
)
の
世
界
が
、
確

か
に
存
在
し
た

(
5
)

の
で
あ
る
。
」
と

の
結
論

に
達
し
た
。
こ
の
研
究

に
よ

っ
て
、
絵
巻

『長
谷
雄

草
紙
』

に
つ
い
て
の
読
み
は
大
き
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

い
ま
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
絵
巻
と
は
詞
書
と
絵
と
い
う
二
つ
の
表

現
形
態
を
も

つ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
詞
書
と
絵
は
と
も
に
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー
を

表
現
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
け

っ
し
て
同
じ
話
を
二

つ
の
表
現
形
態

に
よ

っ
て
繰
り
返
す
と
い
っ
た
単
純
な
も

の
で
は
な
い
。
文
字
と
絵
と
が
、
お

互

い
に
表
現
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
あ

い
、
か
つ
両
者

の
協
奏
に
よ

っ
て

一
つ
の
絵
巻
の
世
界
を
作
り
出
す
。
本
論
考
は
、
以
上

の
よ
う
な
絵
巻
表
現
の

原
理
に
立
脚
し
て
、

『長
谷
雄
草
紙
』
を
読
む
た
め
の
一
つ
の
さ
さ
や
か
な
試

み
を
行
う
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、

一
段
目
の
絵

の
後
半

の
シ
ー
ン
で
あ

る
。

2

こ
れ
か
ら
読
も
う
と
す
る
絵

の
シ
ー
ン
に
対
応
す
る
詞
書
は
、
わ
ず
か

つ
ぎ

の

一
行
に
と
ど
ま
る
。

(中
略
)
物
に
も
乗
ら
ず
、
供

の
者
も
旦
ハせ
ず
、
唯

一
人
男

に
従

ひ
て
行
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絵一 『長谷雄草紙』 第一段(後 半)

(
6

)

く

に
、

朱

雀

門

の
下

に

至

り

ぬ
。

絵

に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
く
る
の
は
、
朱
雀

門
に
向

か
う
長
谷
雄
と
見
知
ら
ぬ
男
子
と

の

二
人

の
、
な
ん
と
も
言

い
よ
う
の
な
い
珍
し

い
道
中

で
あ

る

(絵

一
)。
ま
さ
に
内
裏

へ

出
仕

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
呼
び
止
め
ら

れ
た
長

谷
雄
は
、
双
六
の
対
局
に
こ
の
上
な

絵二 『な よ竹物語絵巻』 よ り

く
興
奮
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
冠
を
付
け
、
飾
太
刀
を
腰
に
掛
け
て
、
裾

を
太
刀
に
ひ

っ
か
け
る
と
い
う
装
束
の
ま
ま
で
あ
る
。
王
朝

の
貴
紳
が
束
帯
姿

で
歩
き
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
わ
れ
わ
れ
は
絵
巻

に
お
い
て
度
々
見
か

け
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
い
つ
も
な
に
か
の
厳
粛
な
行
事
の

一
場
面
で

あ
り
、
数
え
切
れ
な
い
従
者
を
従
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
個
人
的
な

移
動
と
い
う
状
況

に
お
い
て
さ
え
、
例
え
ぽ

『な
よ
竹
物
語
絵
巻
』
に
お
け
る

鳴
門
中
将

の
参
内

の
シ
ー
ソ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
身
辺

の
随
人
た
ち
に
よ

っ

て
守
ら
れ
た

の
で
あ

る

(絵
二
)。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
常
識

は
こ

こ
で
は
守
ら
れ
て
い
な
い
。
道
行

の
二
人
と
街
と
の
関
係
も
異
様

で
あ
る
。
長

谷
雄
と
男

の
前

に
、
街
は
ま
る
で
ガ
ラ
ス
張
り
の
舞
台

で
あ
り
、
二
人
は
街

の

様
子
に
は
無
関
心
を
貫
き
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
々
も
こ
の
妙
な
二
人
に
は

目
を
向
け
な
い
。
鬼
が
登
場
し
て
く
る
話
の
怪
し
げ
な
展
開
は
す

で
に
予
告
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。

こ
こ
に
見
る
街
角

の
様
子
は
、
長
谷
雄

の
物
語

の
単
な
る
通
過
場
面
に
過
ぎ

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
描
写

は
、
長
谷
雄
と
鬼
の
話

に
関
連
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
質
問
は
、
こ
の
絵
巻
に

お
け
る
こ
の
シ
ー
ン
の
意
味
を
問
う
も

の
と
し
て
ぜ
ひ
と
も
答
え
を
求

め
た
い

も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
街

の
様
子
を
描
き
だ
す
た
め
に
、
絵

は
三

つ
の
建
物
と
十

一
人

の
老

若
男
女
の
姿
を
選
ん
だ
。
人
々
の
姿
は
、
わ
ず
か
な
数
で
は
あ
る
が
、
ど
れ
も

生
き
生
き
と
し
、
熱
気

に
包
ま
れ
る
街
の
夕
暮
れ
の

一
瞬
を
的
確

に
伝
え
る
。
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画
面
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
次

の
よ
う
な
状
況
が
見

て
と
れ
る
。

(イ
)
魚
な
ど
を

売
る
店
、
(
ロ
)
使
用
か
ら
解

か
れ
た
荷
車
、

(
ハ
)
軛
に
繋
が
れ
た
猿
、

こ
れ

と
戯
れ
る
三
人
、
(
二
)
こ
れ
を
見
物
す

る
三
人
、
(ホ
)
檜
物

の
桶
を
担

い
だ

男
、
か
れ
の
後
ろ
を
走
る
子
供
。

い
う
ま

で
も
な
く
、
こ
れ
は
最
小
限
の
描
写

で
あ
り
、
状
況

の
一
つ
ひ
と

つ
を
理
解
す

る
た
め
に
は
も

っ
と
細
か
く
掘
り
下

げ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で

『長
谷
雄
草
紙
』

に
つ
い
て

の
注
目
は
、
多
く
の
場
合
こ
こ
に
展

開
さ
れ
て
い
る
街

の
様
子
に
集
中
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
描

か

れ
た
も
の
は
詞
書

に
登
場
せ
ず
、
話
の
本
筋
と
も
明
ら
か
な
関
係
が
な
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
な
ど

の
理
由

か
ら
、
研
究
者
の
問
で
は
状
況
の
解
釈
は
か
な

り
か
け
離
れ
て
い
る
。
そ
の
い
く

つ
か
の
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

〈店
〉

少
年
が
店
番
を
す
る
。
(小
松
、
十

一
頁
)

〈
見
物
す
る
三
人
〉

(
7
)

車
宿

の
主
と
そ
の
妻
。
(脇
本
、
八
頁
)

二
人
の
男
性
は
主
従
関
係

に
あ
る
だ

ろ
う
。
(小
松
、
十
三
頁
)

〈
猿
と
戯
れ
る
三
人
〉

(
8
)

猿
に
殴
り
か
か
る
子
供
と
か
れ
を
止

め
る
父
親
。
(遊

.
戯

.
宴
)

〈檜
物

の
桶
を
担
ぐ
男
〉

酒
売
。

(脇
本
、
八
頁
)

主
家

に
酒
を
運
ぶ
。
(小
松
、
十
四
頁
)

(
9

)

「曲
物

の
櫃
」
だ
。

(阿
部
猛
)

さ
ら
に
付
け
加
え
た
い
の
は
、
上
記

の
諸
研
究
の
な
か
に
は
こ
の
街

の
描
写

を

『長
谷
雄
草
紙
』
と

い
う
作
品
全
体

の
中

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の

は

一
点
も
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
脇
本
氏

は
こ
の
シ
ー
ン
の
成
立
を
推
測
し

て
、
「
恐
牡
く
作
家
は
、
何
が
な
画
面

の

一
転
換
に
資
す
べ
き
好
材
料
も
が

な

と
、
タ
ベ
の
街
を
幾
往
返
す
る
中
に
、

こ
の
ほ
〉
ゑ
ま
し
き
閑
葛
藤

に
遭
遇
し

た

の
で
あ
ら
う
。」

(八
-
九
頁
)
と
い
う

コ
メ
ソ
ト
を
残

し
、
似
た
よ
う
な
立

場
か
ら
小
松
氏
は
こ
れ
を

一
つ
の
小
事
件
と
見
立

て
て
、
「
こ
の
絵
師

は
ひ
と

息
入
れ
よ
う
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
」
(十
四
頁
)
と

い
う
結
論

に
達

し
た
。

『長
谷
雄
草
紙
』
を

一
篇

の

「文
学
」
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
脇
本
氏
も
、

絵
巻
全
体
を
見
渡
す
立
場
に
い
る
小
松
氏
も
、
そ
ろ

っ
て
こ
の
シ
ー
ソ
と
作
品

全
体
と
の
関
係
を
互
い
に
遊
離
し
た
も

の
だ
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

絵
巻
に
あ
る
絵
は
、
そ
れ
の
選
択
か
ら
描
か
れ
た
も

の
の
細
部
ま
で
、
い
わ

ゆ
る
当
時

の
実
生
活
の

「
ス
ナ
ッ
プ
写
真
」
で
は
け

っ
し
て
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
今
日
絵
巻

に
つ
い
て
の
理
解

の
基
本
と
し
て
大
方
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
見

(10

)

て
良
か
ろ
う
。
と
く
に
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
街

の
様
子
は
ま

っ
た
く
巨
視
的

で
俯
瞰
的
な
形
で
描
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
人
数

の
ご
く
少
な
い
、
従

っ
て

一

つ
ひ
と

つ
の
内
容
を
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
、
強
力
な
ス
ポ

ッ
ト
ラ
イ

ト
を
当

て
る
よ
う
な
構
図
を
取

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
注
意
深
く
寄
せ
集
め
ら
れ
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た
も
ろ
も
ろ
の
事
象

の
背
後
に
、
し
か
る
べ
き
作
者

の
表
現
意
図
が
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
よ
う
。
そ
れ
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
り
、
絵
巻

全
体
に
は
ど
の
よ
う
な
形

で
寄
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
答
え
を
求
め
る

こ
と
を
目
指
し
て
、
手
始

め
に
絵

の
一
つ
ひ
と

つ
の
内
容
を
根
気
よ
く
読
み
解

く
こ
と
か
ら
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

が
知
ら
れ
る
。

俗

に
云
ふ
東
西
の
町

は
是
な
り
。
座
し
て
物
を
売
る
舎
な
り
。
(『倭
名
類

(
11
)

聚
鈔
』
「居
処
部
」)

商
人
の
家
に
様
々
の
物
を
い
だ
し
を
き
て
沽
却
す
る
を
み
せ
と
な
つ
く
。

(
12

)

(『
名
語

抄
』

六
)

3

長
谷
雄
と
男

の
道
行
に
、
ま
ず
視
野
に
入

っ
て
き
た
の
は

一
軒

の
店

で
あ
る
。

店

の
人
は
棚
の
中

に
立

っ
て
客

へ
の
応
対

に
当
た
り
、
い
ま
ま
さ
に
買

い
物
客

と
熱
心

に
や
り
と
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ

っ
た

(絵
三
)。

「店
」
と
い
う
商
品
流
通

の
形
態

は
、
す

で
に
平
安
時
代

か
ら
成
立
し
、
民

衆

の
生
活

の

一
部
分
と
な

っ
た
。
古
辞
書
類
を
繙
く
と
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
記
述

絵三 魚や草履が置かれる店

平
安
時
代

に
お
い
て

「店
」
は
、
「棚
」
と
い
う
字

に
通
じ
て

「
た
な
」
と

読
ま
れ
、
そ
れ
が

「見
せ
棚
」
と
い
う
言
葉
を
経
て
、
「
み
せ
」
と
も
読
ま
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
鎌
倉
期

の
辞
書

『名
語
抄
』
か
ら
確
認

で
き
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
店

の
様
子
は
絵
巻

の
描
写
に
お
い
て
も
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
画

題
と
し
て
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
『日
本
常
民
生
活
絵
引
』
を
調
べ
る
と
、
コ

(
13

)

遍
聖
絵
』
な
ど
六

つ
の
作
品
か
ら
十
四
の
画
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
東

は
鎌

倉

の
街
道
、
西
は
由
緒
あ
る
京
都

の
四
条
と
七
条
、
そ
し
て
大
津

の
浦
な
ど
、

店

の
姿

は
じ

つ
に
至

る
と
こ
ろ
に
現
れ
、
道

の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
か
な
ら
ず
店

が
あ

っ
た
と
い
う
観
ま
で
あ
り
、
す

っ
か
り
中
世
の
街
角

の
光
景
に
溶
け
込
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

平
安

.
鎌
倉
時
代

の
民
衆
の
生
活

の
な
か
に
あ
る
店
、
と
く
に
人
々
と
店
と

い
う
商
品
流
通
の
様
相
と
の
か
か
わ
り
を
い
ま
す
こ
し
物
語
文
学
か
ら
探

っ
て

み
る
。

『宇
津
保
物
語
』

の

「藤
原

の
君
」

の
巻

に
は
、
大
臣
三
春
が
徳
町
と
い
う
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市
女
を
迎
え
る
と
い
う
話
を
記
す
。
強
い
自
信
と
無
類

の
活
動
力
を
も

っ
て
、

徳
町
は

一
家

の
生
計
を
立
て
る
べ
く
、
大
臣

の
住
居
で
あ
る
七
条
殿
に
お
い
て

畑
を
作
り
、
店
を
立
て
て
し
ま
う
。
彼
女

は
、
な
ん
の
臆
面
も
な
く

「
そ
の
物

(
14
)

を
貯

へ
て
、
市
し
、
商
は
ば

こ
そ
賢
こ
か
ら
め
。
」
と
言

い
き
り
、
そ
し
て
つ

い
に

「我
ガ
売
り
商
ふ
物
を
こ
そ
、
わ
が

身
よ
り
始
め
て

ハ
著
れ
。
」
と
い
う

理
由
で
大
臣

の
も
と
を
去

っ
て
し
ま
う
。

こ
の
様
子
を
描

い
た
絵
は
伝
わ
ら
な

い
が
、
そ
の
絵

に
つ
い
て
の
描
写
は
つ
ぎ

の
通
り
に
な
る
。

こ

れ

は

、

て

ウ
店

に
女

ヲ

り

テ
物

売

る
。

か

う
出

し

て
、

女

し

は
ら

ひ

…

…

(中
略

)
空

車

に
、

魚

、

塩

積

み

て
も

て
き

た

り

。

預

ど

も

よ

み

と

り

て

、

店

に
据

ヱ

て
売

る
。

(
一
九

四
頁
)

ど
う
や
ら
徳
町
が
商
売
し
て
い
た
の
は
、
畑

で
収
穫
す
る
も
の
、
は
た
ま
た

大
臣

の
蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た

「
よ
き
果
物
」
や

「干
物
」

の
類
に
は
止
ま
ら

な
か

っ
た
。
彼
女
が
手
が
け
た
も
の
は
、
荷
車

に
よ
っ
て
豪
勢
に
運
び
込
ま
れ
、

都
会

に
住
む
人
々
の
手
で
は
生
産
不
可
能

な
魚
や
塩
ま
で
含
む
。
徳
町

の
役
目

は
、
あ
く
ま
で
も
流
通
す
る
商
品
を
取
り
扱
う
も
の
だ

っ
た
。

町
に
立
ち
並
ぶ
店
の
お
か
げ

で
、
人
々

の
生
活
は
た
し
か
に
便
利
で
楽

に
な

っ
た
。
『今
昔
物
語
集
』
は
睿
実
と

い
う
有
徳

の
僧

の
話
を
伝
え
る
。
道
端

に

倒
れ
て
い
た
病
人
が
魚
が
食

べ
た
い
と
訴

え
る
と
、
睿
実
は
迷
わ
ず

に
身
に
着

(
15

)

る
帷
を
脱

い
で
身
辺

の
童
子
に
渡
し
、
「
町

二
魚

ヲ
買

二
遣
」

っ
た
。
そ
れ
も

ほ
ど
な
く
し
て
、
干
し
た
鯛
を
持

っ
て
童
子
は
戻

っ
て
き
た
。
は
た
し
て
そ
の

帷
を
ど
こ
か
で
換
金
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
街

に
あ
る
店
は
物
々
交
換

も
認

め
て
い
た

の
か
、
い
ま
は
も
う
知
る
す
べ
も
な

い
。

一
方

で
は
、
同
じ

『今
昔
物
語
集
』

に
お
い
て
、
店

で
は
な
い
が
、
街
で
の
売
り
物
に
つ
い
て
の
、

け

っ
し
て
芳
し
い
も
の
で
は
な

い
評
判
も
聞
か
れ
る
。
あ
る
日
、
京
の
街
を
行

く
あ
る
男
は
、
酒
を
飲

み
す
ぎ
た
物
売
り

の
女
が
、
売
り
物

に
し
て
い
る
鮨
鮎

を
入
れ
た
桶
の
中

に
嘔
吐
す
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
女

は
自
分

の
失
態
に
気
づ
き
な
が
ら
も
鮨
鮎
を
あ
え
て
、
な
に
事
も
な
か

っ
た
よ

う

に
商
売
を
続
け
て
い
た
。
男
は
そ
れ
か
ら
自
分
で
鮨
鮎
を

一
切
食
べ
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
知
人
た
ち
に
も
こ
れ
を
繰
り
返
し
言

い
聞
か
せ
た
の
で
あ
る
。

話

の
結
論

は
至

っ
て
明
快
な
も
の
だ

っ
た
。
「然

レ
バ
、
市
町

二
売

ル
物

モ
販

(
16

)

婦

ノ
売

ル
物

モ
極
テ
穢
キ
也
。
」

話
を

『長
谷
雄
草
紙
』

の
画
面
に
戻
す
。
長
谷
雄
た
ち
が
通
り
す
ぎ
た
店
も
、

た
し
か
に
魚
や
鳥
な
ど

の
食

べ
物
が
中
心
に
並
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
中

に
は

一
点
だ
け
現
在

の
わ
れ
わ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
気

に
な
る
品

物
が
あ

っ
た
。
店
に
吊
る
さ
れ
た
草
履

で
あ
る
。
今
日
の
常
識
か
ら
し
て
、
同

じ
店

の
店
頭
に
草
履
と
魚
を
並
べ
る
こ
と
は
、
ど
う
も
妙
な
組
み
合
わ
せ
に
な

る
。し

か
し
な
が
ら
平
安

・
中
世

の
店

に
お
い
て
、

こ
の
魚
と
草
履
と

い
う
売
り

物

の
組
み
合
わ
せ
は
、
ど
う
や
ら
さ
し
て
意
外
な
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ

は
少
な
く
と
も
絵
巻
な
ど

の
絵
画
作
品
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な

シ
ー
ソ
を
幾
度
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絵 四 『扇面法華経』巻七、扇十一 より
絵五 『直幹 申文絵詞』 よ り

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
女
房
た
ち
が
行
き
交

う
様
子
を
描
く

『扇
面
法

華
経
』
(絵
四
)、
店
が
軒

を
並

べ
、
そ
の
す
ぐ
そ
ば

に
売
り
歩
く
女
性

の
姿
ま

で
添
え
る

『直
幹
申
文
絵

詞
』

(絵
五
)、
さ
ら

に
魚

の
か
わ
り
に
、
果
物
や
野

菜
な
ど
が
並
べ
ら
れ
る
四

(
17

)

条

の
店
、
菓
子
な
ど
が
置

か
れ

る
福
富

の
住

む
街

(18

)

の
店
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
絵
を
眺
め
る
と
、

そ
の
ど
れ
に
お
い
て
も
、

草
履

は
誇
張
と
さ
え
言
え

る
大
き
な
サ
イ
ズ
を
も
ち
、

し
か
も
ペ
ア
に
な

っ
て
並

べ
ら
れ
た
。
絵

の
描
写
か

ら
は
そ
れ
が
草
履

で
あ
る

こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い

(
19

)

る
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
草
履
と
並
べ
る
も
の
に
は
、
魚
以
外
に
は

薪
や
紙
、
果
物
や
菓
子
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
魚
屋
と
い
う
よ

り
も
雑
貨
屋
の
性
格
を
も

つ
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
魚
と
草
履
と
い

う
妙
な
組
み
合
わ
せ

へ
の

一
つ
の
答
え
に
は
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

同
じ
質
問

に
つ
い
て
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
巻
六
の
、
上
人
が
三
島
神
社
を

訪
ね
る
絵

(絵
六
)
は
、
違
う
角
度
か
ら
別

の
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
。
こ
の
絵

は
神
社

の
鳥
居
ま
え

の
賑
や
か
な
参
詣
道
路
を
表
現
す
る
。
参
詣

の
人
々
が
揉

み
あ
う
な
か
、

一
軒

の
草
履
の
店
は

一
際
目
を
引
き
、
店

の
主
は
い
ま
も
慇
懃

絵六 『一遍上人絵伝』巻六 よ り

に
買
い
物
客
に
応
対
し
て
い
る
。

こ
の
店
に
は
魚
な
ど
草
履
以
外

の
も
の
が
い
っ
さ
い
見
ら
れ
ず
、

ま
る
で
草
履

の
専
門
店
の
作
り

に
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
場
所
こ
そ
草
履
を
商

売
と
す
る
店

の
本
来
あ
る
べ
き

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
草
履
と
い

う
売
り
物
は
、
旅
行
な
ど

の
、

や
や
日
常
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ

に
い
る
人
々
に
必
要
な
も

の
だ

と
の
説
明
は
成
り
立

つ
。
し
た

が

っ
て
草
履

の
あ
る
店
は
、
賑
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や
か
な
市

の
な
か
と
い
う
よ
り
も
、
旅
人
が
往
来
す
る
道
傍
に
よ
く
作
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
以
上

の
よ
う
な
推
測
が
真
実

に
近

い
も

の
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
『長
谷

雄
草
紙
』

に
お
い
て
は
、
草
履
を
売
り
物

に
し
て
い
る
店
を
京

の
静
か
な
街
角

に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
絵
師

の
虚
構
が
す
で
に
始
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
逆

に
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
目

か
ら
は
見
逃
し
が
ち
な
も
の
だ
が
、

路
地

の
角

に
位
置
し
た
こ
の
店
は
、
旅
人
も
通

い
あ
う
、
普
通

の
京
の
街
角
を

越
え
た
要
素
を
含
む
賑
や
か
な
様
子
を
す

で
に
訴
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

4

画
面

は
左

へ
進
み
、
わ
れ
わ
れ
の
前

に
展
開
し
て
く
る
の
は
、
木

の
陰

に
止

め
ら
れ
た

一
台

の
荷
車
、
そ
れ
に
こ
れ
と
ま
る
で

一
体
に
な

っ
た
よ
う
な
感
じ

が
す
る
小
さ
な
建
物

の

一
部
分

で
あ
る
。
荷
車

は
い
ま
ま
さ
に
長
い
旅
を
終
、兄
、

ひ

っ
ぱ

る
牛
を
解

い
て
車
輪

の
下
に
滑
り
止
め
の
石
が
敷
か
れ
、
轅
は
頑
丈
な

掛
木
に
し

っ
か
り
と
掛
け
ら
れ

て
い
る

(絵
七
)。
小
さ
な
建
物

は
典
型
的
な

中
世
の
民
家

の
作
り
を
見
せ
、
戸
口
か
ら
は
わ
ず
か
に
表
側
の
部
屋

の
板
敷
が

ほ
ん
の

一
部
分
し
か
覗
け
な
い
。
土
間

に
は
見
る
か
ら
に
し

っ
か
り
し
た
体
格

を
す
る
男
二
人
が
座
り
、
長

い
髪
を
持

つ
女
性
が
傍

に
立

っ
て
い
る

(絵
八
)。

荷
車
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
牛

に
引

っ
張
ら
れ
る
、
平
安
時
代
か
ら
用

い

ら
れ
た
大
事
な
運
送
道
旦
ハで
あ
る
。
絵
巻

の
表
現
と
し
て
は
、
同
じ
く
牛
を
解

い
て
、
轅
を
掛
け
渡
し
て
使
用
待
ち
の
状
態
に
あ
る
荷
車
は
、
例
え
ぽ

『法
然

絵七 荷車絵八 見物する人々

上
人
絵
伝
』
に
描
か
れ
る
藤
原
範

(
20

)

光

の
邸
宅

の
シ
ー
ソ
に
お
い
て
確

認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に

街
を
ゆ
く
荷
車

の
様
子

に
つ
い
て

も
興
味
深

い
例
が
見
ら
れ
る
。
京

の
街
中
で
の
検
非
違
使
検
断
の
場

面
で
、
荷
車

は
問
答
無
用
に
引

っ

張
ら
れ
、
そ
の
場
で
乱
暴
に
荷
物

を
降

ろ
さ

せ
ら

れ

(絵
九
)、
ま

た
は
米
俵
を
運
ん
で
、
琵
琶
湖
に

ほ
ど
近

い
関
寺

の
門
前
を
通
り
す

ぎ

る

(絵
十
)。

一
方

で
は
最
近

中
世

の
東
国
に
お
け
る
牛
車

の
轍

遺
構

に
つ
い
て
の
考
古
学

の
調
査

(
21

)

も
報
告
さ
れ
、
荷
車

の
行
き
交
う

か

つ
て
の
街

の
姿
を
物
語

っ
て
い

る
。
こ
れ
ら

の
荷
車
、
そ
れ
か
ら

こ
れ
を
ひ
っ
ぱ

る
牛
を
操
る
の
は

こ
れ
を
専
門

に
す
る
人
々
で
あ
る

こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
る
。
い

(22

)

わ
ゆ
る

「車
借
」
と
い
う
言
葉
で
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絵九 『年中行事絵巻』巻十三 より絵十 『一 遍上人絵伝』 巻七 よ り

呼
ぼ
れ
る
運
送

に
携
わ

る
人
々
で
あ
る
。
こ
の

画
面
を
解
読
し
て
、
高

橋
康
夫
氏
は
こ
こ
の
建

物
を
す
な
わ
ち

「車
借

の
家
」
だ
と
し
、
戸
口

に
座

っ
た
男
た
ち
を
荷

車

の
持
ち
主
だ
と
捉
え
、

そ
し
て
牛
は
奥

の
ほ
う

で
飼

っ
て
い
る
と
ま
で

(
23

)

推
測
し
た
。
傾
聴
す
べ

き
意
見
で
あ
る
。

車
借
と
思
わ
れ
る
男

た
ち
の
居
場
所

に
つ
い

て
も
う
す
こ
し
観
察
を

続
け
る
。
こ
こ
は
は
た

し
て
男
た
ち
の
常
住
す

る
家
な
の
か
、
そ
れ
と

も

一
時
的
な
宿
な
の
か
、

は
た
ま
た
仕
事

の
た
め

の
溜
ま
り
場
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
て
い
る
情
報
は
あ
ま
り
に
も
限
ら
れ
て
い
る
。
絵
巻

に
お

い
て
は
見
慣
れ
た
構
図
で
、
部
屋

の
な
か

へ
の
視
線
は
極
端

に
狭
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
疑
問
な
の
は
、
そ
こ
に
座

っ
て
い
る
人
間

の
数
で
あ
る
。
板
敷
と
土
間

に
座

っ
て
く

つ
ろ
い
だ
様
子
で
談
笑
す
る
二
人

の
男
と
こ
れ
に
同
調
す
る
女
性
、

か
れ
ら
は

一
体
ど

の
よ
う
な
間
柄

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
複
数

の
大
人
が

一
軒

の
建
物

の
土
間
に
集
ま
る
と
い
う
様

子
は
、
『年
中
行
事
絵
巻
』

に
繰
り
返
し

登
場
す
る
、
「見
物
座
敷
」
と
ま
で
呼
べ
る
よ
う
な
場
面
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど

(
24
)

見
か
け
な
い
。
信
貴
山

の
尼
公
が
立
ち
寄

っ
た
家
も
、
疫
病

に
か
か
る
人
々
が

(
25

)

苦
し
む
京

の
大
路
に
あ
る
家
も
、
典
型
的
な
家
族
構
成
を
そ
の
住
人
と
し
た
の

だ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
に
描

か
れ
た
場
面
は

一
つ
の
家
族
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
車
借

の
生
活

の
様
態
や
こ
の
建
物
の
格
式
か

ら
推
測
し
て
、
男
た
ち
の
間
に
は
主
従
関
係
が
存
在
す
る
と
も
考
え
に
く
い
。

男
た
ち
は
あ
る
い
は
仮

の
住
人
に
過
ぎ
ず
、
女
性
こ
そ
こ
こ
を
切
り
盛
り
す
る

女
主
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代

の
鑑
賞
者

に
と

っ
て
は
自
明
な
こ
と
で
も
、

今
日

の
わ
れ
わ
れ
に
は
す
で
に
推
測
を
重
ね
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『今
昔
物
語
集
』
に
は
、
「車
借
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
貴
重
な
説
話
が
伝

え
ら
れ
る
。
名
前
も
素
性
も
知
ら
な
い

一
人

の
女
性
に
わ
け
も
分

か
ら
ず
に
夫

と
し
て
迎
え
ら
れ
、
そ
し
て
盗
賊

の
集
団
に
参
加
さ
せ
ら
れ
た
あ

る
男
に
つ
い

て
の
異
色
な
話
で
あ
る
。
謎
の
女
性
が

こ
の
男
に
初

め
て
単
独

に
盗
み
を
働
か

せ
る
日

の
出
来
事
で
あ
る
。
女
性
は
か
れ
に

一
本

の
鍵
を
渡
し
、
そ
れ
で
開
け

(
26

)

る
あ
る
蔵

の
位
置
を
説
明
し
、
そ
の
上
、
そ
の
蔵

の
あ
る

「六
角
よ
り
は
北
」
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(
27

)

と

い
う
と
こ
ろ
に
は
、
「車
借

ト
云

フ
者
数

ア
リ
。
其

レ
ヲ
呼

セ
テ
積

テ
持
来
」

い
と
い
う
指
示
を
出
し
た
。

い
う
ま
で
も

な
く
男
は
そ

の
ま
ま
盗
み
を
実
行
し
、

そ
し
て
物
事
は
す
べ
て
女
性

の
計
画
し
た
通
り
に
運
ぼ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
人

の
蔵
を
開
け
、
宝
物
を
思
う
ま
ま
に
盗
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

実

に
手
軽
に

「車
借
」
と

い
う
名

の
専
業

の
運
送
者
に
頼
ん
で
運
ば
せ
る
こ
と

ま
で
可
能
だ

っ
た
と
、
こ
の
話

は
教
え
て

い
る
。

車
借
と
呼
ば
れ
る
集
団
は
、
集
中
し
た
し
か
る
べ
き
区
域
に
留
ま

っ
て
い
た
。

か
れ
ら
は
ど
う
や
ら
す
で
に
か
な
り
整
然

と
し
た
組
織
を
持
ち
、
か
つ
専
業
的

な
生
活

の
ス
タ
イ

ル
を
取
り
、
ど
ん
な
人
か
ら

の
い
か
な
る
要
求
に
も
応
じ
、

そ
れ
を
即
座

に
満
た
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ぽ
、
さ
き

に
触
れ
た
徳
町
の
店
に
魚
な
ど
を
運
ん
で
き
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
車
借
た
ち

の
仕
事
だ

っ
た
に
違

い
な
い
。
長
谷
雄
た
ち

の
ま
え
の
街
角
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
集
ま
り

の
場

の

一
つ
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

5

く

つ
ろ
い
だ
二
人
の
男
性
と

一
人
の
女
性
が
見
守
る
中
、
ほ
ほ
え
ま
し
い

一

瞬
が
展
開
さ
れ
た
。
荷
車

の
長
く
突
き
出

し
た
軛
に

一
匹
の
猿
が
繋
が
れ
、
そ

れ
を
輪
に
囲
ん
で
三
人
の
人
々
が
立

っ
た
。
猿

は
興
奮
し
切

っ
た
形
で
立
ち
、

相
手
と
見
定
め
た
の
は
二
人
の
子
供
、
と
り
わ
け
竿
を
手

に
し
た
腕
白

で
あ
る
。

ど
う
や
ら
子
供
も
猿
の
手

の
内
が
分
か
ら
ず
逃
げ
腰

に
な
り
、
こ
の
手
合
わ
せ

を
楽
し
む
が
ご
と
く
、

一
人
の
大
人
は
子
供
を
抱
き
あ
げ

て
む
り
や
り
猿
の
ほ

う

へ
持

っ
て
い
く

(絵
十

一
)。
遠
く
か
ら
さ
ら

に

一
人
子
供
が
走

っ
て
く
る

足
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

野
生

の
猿
を
飼
い
馴
ら
し
て
、
人
間

の
遊
び

の
相
手
と
す
る
、
ひ
い
て
は
も

ろ
も
ろ
の
芸
を
教
え
込
ん
で
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
記
録

に
残
さ
れ
る
。
身
近
な
例
と
し
て
、
足
利
義
氏
が
踊
り
だ
す
芸
を
も

つ
飼
猿
を

(
28
)

鎌
倉
将
軍

の
前
で
披
露
し
て
褒
美
を
も
ら
う
話
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ

う
な
芸
を
覚
え
た
猿
を
肩
に
乗
せ
た
り
し
て
人
々
の
集
ま
る
場

に
連
れ
出
し
、

子
連
れ
の
女
性
に
向
か

っ
て
機
嫌
を
取

っ
た
り
、
ま
た
は
犬
か
ら
逃
げ
回
る
と

い

っ
た
シ
ー
ソ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
参
詣

で
賑
わ
う
葛
井
寺

の
門
前

(絵
十
二
)、

繁
盛
極
ま
り
な
い
洛
中

の
東
洞
院
通
り

(絵
十
三
)
な
ど
に
見
掛
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方

で
は
、
『梁
塵
秘
抄
』
に
つ
ぎ

の
唄
が
記
さ
れ
る
。

御
厩

の
隅
な
る
飼
ひ
猿
は
、
絆
離
れ
て
さ
ぞ
遊
ぶ
、
木
に
登
り
、
常
葉

の

(
29
)

山
な
る
楢
柴
は
、
風

の
吹
く
に
ぞ
、
ち
う
と
ろ
揺

る
ぎ
て
裏
返
る
。

猿
は
じ

つ
に
厩
と
深

い
関
連
を
も

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
猿
を
飼

い

馴
ら
す
た
め
の
き

っ
か
け
に
な
る
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
芸

を
仕
込
む
試
み
よ
り
も
古
く
遡
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
右

の
唄
に

『日
本
古
典

文
学
大
系
』
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
た
。
「大
和
本
草
十
六

『馬
経

二
、

ム
マ
ヤ

ニ
母
猴

ヲ
カ

ヘ
バ
、
馬

ノ
疫
癘

ヲ
除

ク
ト
イ

ヘ
リ
』
な
ど
、
母
猴

は
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絵十一 猿 と戯れ る人 々

絵 十二 「葛井寺参詣 曼荼羅 」 より

絵十三 上杉本 『洛中洛外屏風』右隻第四扇より絵十 四 『石山寺縁起』巻五 よ り

猿
」
。
絵
に
よ
る
資
料
に
目
を
向
け
る
と
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
は
寂
し
く
廐
に

(
30

)

繋
が
れ
る
猿
の
様
子
を
二

つ
の
場
面

に
お
い
て
表
現
し
、
さ
ら
に

『石
山
寺
縁

(31

)

起
』
式
部
少
輔

の
邸
宅

(絵
十
四
)、
『春
日
権
現
験
記
絵
』
平
親
宗

の
家
、

(
32

)

『繋
馬
図
屏
風
』
な
ど
、
猿
が
廐
で
子
供
と
戯
れ
る
画
面
も
多
く
知
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
さ
き

の
鎌
倉
将
軍

の
ま
え
で
見
せ
場
を
繰
り
広
げ
た
猿
も
、
じ

つ

は
馬
屋
に
繋
が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
な
ん
と
馬

に
食

い
つ
か
れ
て
芸
を
見
せ
る

こ
と
は
二
度
と
で
き
な
く
な
る
運
命

に
あ

っ
た
。

猿

の
存
在
に
よ
り
、
馬
に
ま
つ
わ
る
人
々
、
さ
ら
に
言
え
ば
荷
車
や
車
借
と

の
か
か
わ
り
上
、
馬
を
運
送

の
手
段
と
し
て
取
り
扱
う

い
わ
ゆ
る

「馬
借
」
と

い
う
グ
ル
ー
プ

の
人
間
が
浮
き
上
が

っ
て
く
る
。
も
と
も
と
中
世
の
世
界

に
お

い
て
は
、
運
送
道
旦
ハと
し
て
の
荷
車
と
馬
は
つ
ね
に
非
常

に
親
近
関
係
に
あ

っ

た
。
さ
き
に
あ
げ
た
荷
車
に
つ
い
て
の
画
例
は
、
ど
れ
も
荷
車
の
す
ぐ
傍

に
荷

物
を
背
負
う
馬

の
様
子
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
そ
の
証
拠

で
あ
る
。
さ
ら
に
車

借
と
馬
借

の
両
者

の
関
連
を
端
的
に
物
語
る
に
は

『新
猿
楽
記
』

の
記
述
が
知

ら
れ
て
い
る
。
猿
楽
見
物

の
右
衛
門
尉

の
七
番
目

の
娘

は

「食
嘆
愛
酒
」

(食

い
意
地
の
は
っ
た
酒
好
き
)
の
女

で
あ
り
、
そ
の
彼
女
が
進

ん
で
嫁

い
だ

の
は

「馬
借

・
車
借
」
の
男

で
あ

っ
た
。
そ
の
夫
と
な

っ
た
人
は
、
東

は
大
津

二
二

津
、
西
は
淀

・
大
崎
と
走
り
ま
わ
り
、

た
だ

牛
の
頸
は
爛
る
と
い
へ
ど
も
、

一
日
も
休
む
る
こ
と
な
し
、
馬

の
背
は
穿

い
こ
の

く

(
え
ぐ

る
)

と

い

へ
ど

も

、

片

時

も

活

ゑ

ず

(休

ま
な

い
)
。

(中

略
)

足
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(
33
)

に
は
藁
履
を
脱
ぐ
時
な
く
、
手
に
は
楮
鞭
を
捨

つ
る
日
な
し
。

と
い
う
ぐ
ら

い
に
猛
烈
に
働

い
た
。
注
目

し
た
い
の
は
、

ペ
ア
と
な
る
二

つ
の

職
業
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な

「
馬
借
」

と

「車
借
」
は
、
こ
こ
で
は

一
人
の

人
間
が
こ
れ
を
担
う
形
で
虚
構
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
馬
と
牛

に
よ
る
運
送

の

手
段
は
、
そ
こ
ま
で
に
密
接
し
て
切
り
離

せ
な
い
も
の
だ

っ
た
。

長
谷
雄
と
男

の
前

に
現
れ
た
猿
は
、

一
体
廐
か
ら
連
れ
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
な
に
が
し
の
離
れ
業

の
芸
を
覚
え
込
ん
だ
生
き
物
と
し
て
大
事

に
飼
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
言

い
換
え
れ
ぽ
、
子
供
を
抱
き
上
げ
た
男
は
は

た
し
て
た
ま
た
ま
子
供
た
ち
の
遊
び

の
相
手
に
な

っ
た
、
建
物

の
中

に
座

っ
た

二
人
の
男

の
同
業
者
な

の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
猿

の
主
人
と
し
て
そ
の
芸
を

披
露
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
子
供
を
引
き
込
ん
で
前
座
を
整
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
建
物

の
中

に
い
る
女
性

の
真
剣
な
ま
な
ざ
し
を
注
意
深
く
観
察
し
て
も
、

に
わ
か
に
そ
の
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。

6

子
供
と
猿
と
の
立
ち
回
り
を
楽

し
く
眺

め
る
べ
く
、
荷
車

の
置
か
れ
た
建
物

の
向

こ
う
側
か
ら
も
熱
い
視
線
が
注
が
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
絵

の

視
角
か
ら
は
そ
れ
が
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
窺

い
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
す
こ

し
で
も
補
う

一
心
か
ら
な

の
だ
ろ
う
か
、
絵
師
は
長
く
突
き
出
し
た
ア
イ
テ
ム

を

一
点
描
き
添
え
た
。
こ
れ
は
、
幹

の
部
分
は
し

っ
か
り
と
束
ね
ら
れ
、
先

に

は
ふ
ん
わ
り
と
し
た
穂
が

つ
い
て
い
る

(絵
十
五
)。

『日
本
常
民
生
活
絵
引
』
は
こ
れ
を
夜

の
暗
闇
を
照
ら
し
出
す

「柱
松
」
だ

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
点
さ
れ
る
こ
と
を
ま

つ
と

い
う
同
じ
状
態

に
置
か
れ
た
柱

松

の
画
例
を

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
巻
七
に
描
か
れ
た
、
あ
の
有
名
な
京
の
東
市

(
34

)

で
念
仏
を
行
う
場
面
に
お
い
て
突
き
止
め
た
。
上
人
た
ち
の
夢
中
な
念
仏
の
姿

は
、
洛
中

の
人
々
の
熱
狂
的
な
視
線
を
浴
び
、
あ
た
り
に
見
物
座
敷
ま
で
拵
え

ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
異
常
な
空
間

の
一
角

に
お
い
て
、
特
大

の
柱
松
が
高
く

立

て
て
あ

っ
た
。
い
ま
だ
夜
は
訪
れ
て
は
い
な
い
が
、
や
が
て
柱
松

に
火
が
入

り
、
そ

の
ま
ま
徹
夜

に
燃

え

つ
づ
け

る
に
間
違

い
な

い
と
思
わ
れ
る

(絵
十

六
)。
同
時

に
わ
れ
わ
れ
は
柱
松
が
大
き
く
燃
え
出
す
様
子
を
絵
巻
か
ら
確
認

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
に
は
柱
松
は
横

に
な

っ
て
道
を
歩
く
人

の
肩
に
担

が
れ
、
運
ば
れ

て
い
っ
た

(絵
十
七
)。
場
面
は
日
蓮
上
人

の
葬
式
、
柱
松
を

担
ぐ
人
は
行
列

の
先
頭
に
立

っ
た
。

こ
の
火
は
や
が
て
つ
ぎ

に
始
ま
る
火
葬
の

火
種

に
な
り
、
そ
し
て
柱
松
は
厳
粛
な
法
事
を
照
ら
し
通
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

柱
松

の

一
つ
の
変
則
的
な
使
い
方
だ
と
言
え
よ
う
か
。

『今
昔
物
語
集
』
は
柱
松
が
登
場
す
る
話
を
伝
え
た
。
こ
れ
は
名
前
も
知
ら

れ
て
い
な
い

「小
侍
男
」
に
よ
る
仇
討
ち
の
話
で
あ
る
。
殺
さ
れ
た
の
は
旅

に

あ
る
主
人

に
従
う
第

一
の
郎
党
で
あ
り
、
場
所
は
厳
重
な
敬言
戒
が
敷
か
れ
た
武

者
の
館
で
あ

っ
て
、
時
は
人
々
が
眠
り
に
付
い
た
夜
中

で
あ

っ
た
。
ま
わ
り
は

「庭
暗
け
れ
ば
、
所
々
に
柱
松
を
立
た
り
」
、
「庭

に
立
た
る
柱
松
共

の
光
り
昼

(35
)

の
様
に
明
し
」
と
い
う
旦
ハ合
だ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
暗
殺
者
は
腰
刀
を
手
に
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絵十五 柱松

絵十六 『一遍上人絵伝』巻七 より

絵十七 『日蓮聖人註画讃』巻五より

絵十八 油売

し
て
幕

の
内

へ
忍
び
込
み
、
あ

っ
け
な
く

敵
の
首
を
切
り
取

っ
た
。

こ
こ
に
武
者

の

館

の
夜
を
照
ら
し
出
す
柱
松

は
、
不
気
味

な
時
と
場
を
過
不
足
な
く
伝
え
た
。

そ
の
よ
う
な
柱
松
は
、
こ
こ
の
長
谷
雄

た
ち
の
通
り
過
ぎ
る
街
角

に
現
れ
て
、
絵

巻

の
詞
書
が
述

べ
る

「夕
暮
れ
」
と

い
う

状
況
と
は
完
全
に
溶
け
合
う
光
景
を
成
す
。

思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
店
や
車
借
た
ち
の

住
む
街
に
は
、
柱
松
は
夜
な
夜
な
点
さ
れ

る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
ろ
う
。
毎
日
と

は
や
や
違
う
、
ど
こ
か
非
日
常
的
な
夜

の

到
来
を
な
に
げ
な
く
告
げ
て
い
る
も

の
な

の
だ
ろ
う
か
。

7

街
角
の
光
景

に
登
場
す
る
最
後
の
大
事

な
人
物
は
檜
物

の
桶
を
担

い
で
、
ゆ

っ
く

り
し
た
足
取
り
で
歩
い
て
く
る
。
折
鳥
帽

子
に
水
干
、
袴

の
裾
を
た
く
し
上
げ
て
脚

絆
を

つ
け
、
草
鞋
を
履
い
た
出

で
立
ち
で
、
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腰
刀
を
差
し
て
い
る
。
前
後

の
桶

に
は
サ
イ
ズ
の
ま
ち
ま
ち
な
柄
杓
が
三
つ
も

お
う
ご

結
び
つ
け
ら
れ
、
朸

の
前
方
に
は
火
打
ち
袋
が
大
事
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
袋

の
中
身
は
売
上
げ

の
お
金
で
あ
ろ
う
か

(絵
十
八
)。

こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
桶

の
な
か

の
売
り
物

で
あ
る
。
『日
本
常

民
生
活
絵
引
』
は
こ
の
絵

に
細
か
な
解
釈
を
試
み
、
タ
イ
ト
ル
に

「酒
行
商
」

と
掲
げ
、
説
明

の
文
章

で
は

「酒
か
油
を
売
り
あ
る
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
」

(巻
四
、
六
三
頁
)
と
し
た
。

そ
も
そ
も
平
安
か
ら
中
世
に
か
け
て
荏
胡
麻
を
材
料
に
し
て
搾
り
出
さ
れ
た

荏
油
は
灯
火
用
に
広
く
用
い
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
生
産

・
販
売
が
大
山
崎

の
地

域
に
独
占
的
に
任
せ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
油
売

の
人
々
の
姿
に
つ
い
て
は
、
か
れ
ら
は
檜
物

の
桶
を
用
い
た

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
以
外

は
、
わ
れ
わ
れ

に
は
全
体
的
に
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー

ジ
し
か
持

て
な
い
。
画
像
資
料
と
し
て
確

実
な
油
売

の
姿
が
描
か
れ
た
も
の
と

し
て
は
、
十
六
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
の
作
品
で
あ
る

『七
十

一
番
歌
合
』
を
待

た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
は
、
檜

物
の
桶
を
目
の
前
に
下
ろ
し
、
左
手

に
柄
杓
を
持

つ
と
い
う
姿
が
描
か
れ
、
歌
と
共
に

「
き
の
ふ
か
ら
い
ま
だ
山
崎

へ
も

か

へ
ら
ぬ
」
と

い
う
主
人
公

の
口
上
が
記
さ
れ
て
い
る

(絵
十
九
)。
た

だ
し
こ
の
絵
を
も

っ
て
油
売

の
基
準
作
だ
と
す
る
に
は
、
男
が
右
手

に
持

つ
ア

イ
テ
ム
は
少
な
か
ら
ぬ
議
論
を
呼
び
起

こ
す
こ
と
に
な
る
。

歌
合

の
油
売
が
右
手

に
持

っ
て
い
る
の
は
、
扇
子
の
形
を
し
て
、
そ
れ
よ
り

大
分
サ
イ
ズ
の
大
き

い
品
物

で
あ
る
。
ど
う
や
ら
藁
を
材
料
に
す
る
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
用
途
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

『法
然
上
人

(
36
)

絵
伝
』
の
六
条
河
原
処
刑

の
場
面
に
は
、

こ
れ
と
か
な
り
近
似
す
る
ア
イ
テ
ム

が
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

一
層
注
目
を
集

め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ま
で

に
は
、
油
を
拭
う
道
旦
ハで
あ
る
打
ち
藁

(『日
本
国
語
大
辞
典
』
「油
売
」、
新
日

本
古
典
文
学
大
系

.『七
十

一
番
職
人
歌
合
』
も
こ
の
説
を
受
け
継
ぐ
)、
箒

(『日
本

常
民
生
活
絵
引
』
巻
五
、
「行
商
」
)、
客
寄

せ

の
道

旦
ハ
(『日
本
職
人
辞
典
』

(37

)

「油
売
」)
と
、

い
ろ
い
ろ
な
説
が
出
さ
れ
、
ひ
い
て
は
こ
れ
を
油
売

の
特
徴
的

な
道
旦
ハと
し
、
こ
れ
を
手
に
す
る
も
の
は
油
売
、
な

い
も
の
は
酒
売
だ
と
い
う

(
38
)

意
見
ま
で
見
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
宮
本
常

一
氏
は
こ
れ
ら
と
異
な
る
見
解
を
早

く
も
示
し
た
。
氏

に
よ
れ
ば
、

こ
の
ア
イ
テ
ム
は
あ
く
ま
で
も
普
通

の
藁
笠
な

(
39

)

の
で
あ
る
。
『法
然
上
人
絵
伝
』
に
は
、
同
じ
品
物
を
手

に
す
る
油
売

の
姿
が

描

か
れ

(絵
二
十
)、
そ
れ
の
す
ぐ
そ
ば

に
は
明
ら
か
に
同
じ
形

の
も

の
を
手

に
し
た
り
、
ま
た
は
頭
に
被
せ
た
り
す
る
人
々
が
並
ん
だ
。
宮
本
氏
は
恐
ら
く

こ
の
画
面
か
ら
確
信
を
得
た
の
だ
ろ
う
。

い
ま
の
と
こ
ろ
で
は
藁
笠
を
逆
さ
ま

に
持
ち
上
げ
た
も
の
だ
と

い
う
宮
本
氏
の
解
釈
が

一
番
妥
当
な
も
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

上
記

の
宮
本
氏

の
説
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
傍
証
が
二
つ
挙
げ
ら

れ
る
。

一
つ
は

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
巻
九
に
描
か
れ
た
淀
上
野
の
里

の
風
景

で

あ
る
。
檜
物

の
桶
を
担
い
で
忙
し
く
道
行
く
二
人
の
姿
が
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く

彼
ら
は
大
山
崎

か
ら
京

に
通
う
油
売
た
ち
の
姿
な

の
だ
ろ
う

(絵
二
十

一
)。

も
う

一
つ
は
、
近
世
に
入

っ
て
の
作
品

『和
国
諸
職
絵

つ
く
し
』
が
伝
え
る
油
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絵十九 『七十一番歌合』油売絵二十 『法然上人絵伝』巻三十五より

絵二十一 『一遍上人絵伝』巻 九よ り絵二十二 『和国諸職絵つくし』油売

売

の
姿

(絵
二
十
二
)
で
あ
る
。
絵
柄
は

『七
十

一
番
歌

合
』
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
手
に
は
似
た
道
旦
ハを

持
た
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
ア
イ
テ
ム
は
藁
笠
で
あ

っ
た

た
め
、
油
売
と
い
う
職
人

の
特
徴
的
な
道
旦
ハに
は
な
ら
ず
、

画
像
資
料
も
こ
れ
を
固
持
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
群
書
類
従
本

の

『七
十

一
番
歌
合
』
に
描
か

れ
た
ア
イ
テ
ム
は
と
て
も
藁
笠
だ
と
は
見
え
な

い
。
あ
る

い
は
絵

の
模
写
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
知
識
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ま
の
あ
や
ふ
や
な

(
40

)

イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

灯
火
用
の
荏
油
を
売
り
歩
く
の
は
、
夕
方

の
風
景
で
あ

る
。
こ
こ
に
油
売

の
姿
は
、
夜
を
迎
え
る
長
谷
雄
た
ち
の

街
角
の
時
間
を
演
出
す
る
の
に
最
適
で
明
快
な
締
め
く
く

り
と
な

っ
た
。

8

こ
れ
ま
で
長
谷
雄
と
双
六
の
男
と
の
道
行
き

の
街
角

に

現
れ
て
く
る
内
容
を
順
番
に
検
討
し
て
き
た
。
賑
や
か
な

夜

の
到
来
を
期
待
さ
せ
る
べ
く
、
街

は
柱
松
ま
で
用
意
さ

れ
、
静

か
な
夕
暮
れ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
長
谷
雄

た
ち
の

ま
え
に
は
、
魚
や
草
履
を
飾

っ
た
店
、
荷
下
し
さ
れ
た
荷
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車
と
そ
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
主
人
た
ち
、
猿
牽

の
猿
あ
る
い
は
厩
か
ら
連
れ
出

さ
れ
た
飼

い
猿
、
そ
し
て
荏
油
を
売
り
歩

く
油
売

の
姿
な
ど
が
繰
り
出
さ
れ
る
。

買
い
物

の
会
話
、
子
供
た
ち
の
元
気
な
騒

ぎ
と
大
人
た
ち
の
笑

い
、
そ
し
て
油

売

の
掛
け
声
は
混
じ
り
あ

っ
て
、
生
き
生

き
と
し
た
京

の
街
角

の
、
絵
師

に
よ

っ
て
強
烈
に
凝
縮

せ
し
め
ら
れ
た

一
瞬
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
断
る
ま
で
も
な

く
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
京

の
街
角

の

「平
均
し
た
」
様
子
だ
と
い
う
に
は
ほ
ど

遠

い
。
こ
こ
に
集
ま

っ
て
き
た
者

た
ち
は
、
子
供
た
ち
は
別
と
し
て
、
だ
れ
も

が
自
分
な
り
の
独
特
な
生
活

の
本
領
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
と
い
っ

た
働
き
の
腕
を
誇

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
に
見
て
取
れ
る
。

人
々
は
、
こ
う
い
っ
た
特
別
な
生
産
手
段
を
持

っ
て
生
活
を
送
る
と

い
う
人

間
集
団

へ
は
、
ず

っ
と
熱
い
視
線
を
注
ぎ
、
大
き
な
関
心
を
も

っ
て
そ

の
生
活

ぶ
り
を
記
述
し
、
語
り
伝
え
た
。
平
安

か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
広
く
知
ら
れ

る
文
献
か
ら
拾
い
あ
げ

て
も
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
が
あ
げ
ら
れ

る
。
『新
猿
楽
記
』

は
戯
謔
な
漢
文

ス
タ
イ
ル
で

「農
耕
」
「儒
者
」
か
ら

「相

撲
」
「双
六
」
ま
で
の
三
十
に
及
ぶ
違
う
生
活
手
段
を
も

つ
人
々
に
よ
る

一
大

家
族
を
虚
構
し
た
。
『宇
津
保
物
語
』

の

「吹
上
、
上
」
は
、
種
松

の
牟
婁

の

家
に
あ

つ
ま
る

「手
師
」
、
「絵
師
」
、
「鋳

物
師
」
、
「
鍛
冶
師
」
他

の
人
々
や
、

か
れ
ら
の
た
め
に
用
意

さ
れ
た
仕
事

の
場

を
細
か
く
描
写
し
た
。
『
二
中
歴
』

は
、
コ

能

歴
」

の
部

に

「能

書
」、
「管

弦

人
」
か
ら

「医
師
」、
「夢
解
」
、

「遊
女
」
な
ど
三
十
九

の
項
目
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
当
世

の
名
人
を
実
名

で
並

べ
た
。
そ
し
て

『普
通
唱
導
集
』
は

「世
間
出
世
芸
能

・
世
間
部
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
下
に
、
「文
士
」、
「全
経
博
士
」
か
ら

「鍛
冶
」
・
「海
人
」
・
「船
人
」

な
ど
五
十
七

の
生
活
内
容
を
も

つ
人
々
の
た
め
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
を
称
え

(
41
)

る
こ
と
ぽ

の
範
例
を
纏

め
た
。
以
上
の
よ
う
な
文
献
は
、
互

い
に
性
格

の
異
な

る
も

の
で
あ
り
、
人
名
録
や
百
科
事
典
、
名
言
集
、
そ
し
て
文
学
的
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
、
各
自
に
叙
述
の
文
脈
を
も

っ
て
い
る
。
な
か
で
は
特
殊
な
生
産
手

段
を
も

つ
人
々
を
捉
え
る
言
葉
も
け

っ
し
て
同
じ
も

の
で
は
な
く
、
「師
」
・

「能
」
・
「芸
能
」
と
多
彩

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
曲豆
か
な
視
線

の
交
差
す

る
な

か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
う
し
た
人
々
の
生
態
に
つ
い
て
の
知
識
が
得
ら
れ
る
だ

け
で
は
な
く
、
記
録
者

の
、
ひ
い
て
は
か
れ
ら
に
よ

っ
て
映
し
出
さ
れ
た
社
会

的
な
関
心

の
あ
り
よ
う
が
伝
わ

っ
て
貴
重

で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
視
点

か
ら
、
『宇
津
保
物
語
』
の

「菊

の
宴
」
が
伝
え
る

一

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
特
別

に
大
き
な
意
味
あ
い
を
も

つ
。
記
さ
れ
た
の
は
御
神

ぎ
え
な

の
り

楽

の
日
の
深
夜

の
宴
に
繰
り
出
さ
れ
た

「才
名
乗
」
と
い
う
余
興
で
あ

る
。
名

前
が
呼
ぼ
れ
て
、
「
な
ん
の
才
か
侍
る
」
と

の
問

い
に
答
え
て
、
貴
紳
が

一
人

ふ
で
ゆ
ひ

ま
た

一
人
登
場
し
て
は
、
「山
伏
」
、
「筆
結
」、
「渡
守
」、
は
て
は

「藁
盗
人
」

と
い
っ
た
物
ま
ね
を
披
露
し
、
そ
の
当
意
即
妙
、
頓
智
頓
才
ぶ
り
が
遊
び
の

一

座
を
笑

い
の
渦
に
包
ま
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
登
場
し
た
特
殊
な
生
活
様

式
は
、
お
よ
そ
人
々
の
日
常
生
活
と
か
か
わ
り
を
も

つ
と
い
う
次
元
で
捉
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
た
。
代
わ
り
に
そ
れ
自
体
が
も

つ
特
殊
性
、
そ
れ

へ

の
観
察
、
さ
ら
に
そ
れ
の
物
ま
ね
と
い
っ
た
よ
う
な
回
路
を
経

て
、
特
殊
な
生

活
形
態
は
貴
族
や
文
人
た
ち
の
雅

の
世
界
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
だ

っ
た
。
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特
殊
な
生
活
手
段
を
も

つ
人
々
と
い
う
俗

の
世
界
を
い
わ
ゆ
る
雅
の
世
界

に

持
ち
込
ん
だ
最
大

の
成
果

は
、
い
う
ま

で
も
な
く
中
世
に
お
い
て
繰
り
返
し
作

ら
れ
た

「職
人
歌
合
」
と
い
う
和
歌

の
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
。
歌
合
と
い
う
伝
統

的
な
和
歌
詠
み
の
仕
組
み
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
現
実

の
世
界
に
存
在
す

る
も
ろ
も
ろ
の

「職
業
」
か
ら
汲
み
あ
げ

ら
れ
た
代
表
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
職
業
を
も

つ
人
々
に
成
り
す
ま
し
て
、
歌
人
た
ち
は
仮
託
の
歌
を
詠

み
、
歌

の
機
敏
と
才
能
を
披
露
し
た
。
雅

の
極
た
る
も
の
だ

っ
た
歌
と
い
う
形

を
通
じ
て
、
特
殊
な
生
活
手
段
を
も

つ
人
々
の
生
活
ぶ
り

へ
の
他
者

の
、
ひ
い

て
は
社
会

の
視
線
は
大
き
く
集
大
成
し
た
。
こ
こ
に
岩
崎
佳
枝
氏

の
意
見
を
引

用
す
る
。結

論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
「職
人
」
歌
は
多
く

「職
人
」
語
や

「職
人
」

の
生
活

・
心
情
を
詠
う
語
句
を
、
雅

び

・
や
さ
し
を
引
き
出
す
た
め
の
序

詞
風
に
使

っ
て
い
る
。
歌
人
た
ち
は
、
上
句
に

「職
人
」
語
彙
な
ど
を
置

き
、
下
句

の
恋
や
月

へ
の
思
い
を
述

べ
る
。
(中
略
)
「職
人
歌
合
」
は
俗

を
雅
で
包
も
う
と
す
る
文
学
で
あ

り
、
基
本
的

に
は
雅
の
立
場

に
立

っ
て

い
る
。
雅

の
文
学

の
系
譜

に
属
す

る
と

い
え

よ
う
。
(中
略
)
「職
人
歌

合
」
は
俗
を
雅
に
よ

っ
て
照
ら
し
出

す
点
に
お
い
て
中
世
歌
壇

に
異
彩
を

(
42
)

放

つ
文
学
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら

の
歌
合
に
お
い
て
、
「職
人
」
と

い
う
言
葉
は
用

い
ら

れ
ず
、
中
世
前
期

に
成
立
し
た
歌
合
に
お
い
て
は
、
歌

の
主
人
公
た
ち
が
自
分

の
こ
と
を

「
み
ち
み
ち
の
も

の
」
だ
と
名
乗

っ
た
の
で
あ
る
。

「職
人
歌
合
」

の
世
界

に
照
ら
し
て
長
谷
雄
た
ち
の
街
角
を
読
め
ば
、
両
者

は
共
通
し
た
も

の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
の
街

角

の
様
子
が
歌
合

に
登
場
し
た
も
の
と
し
て
は
、
さ
き
に
上
げ

た

「油
売
」
以

外

に
は
、
さ
ら
に

「猿
牽
」
(絵
二
十
三
)
と

「草
履
作
」
(絵
二
十
四
)
が
あ

る
。

一
方
で
は
、
店
と
い
う
様
式

の
販
売
、
馬
借

・
車
借
な
ど
の
様
子
は
伝
来

し
た
歌
合
の
テ
キ
ス
ト
に
は
つ
い
に
登
場
し
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
む

し
ろ
歌
合
の
ほ
う

に
そ
の
理
由
を
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「職
人
歌
合
」
と
は
、

あ
く
ま
で
も
歌
を
詠
む
と
い
う
前
提

に
立
脚
し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

詠
者
は
歌
や
歌
合
と
い
う
体
裁
に
よ

っ
て
登
場
す
る
職
業
や
そ
の
数
を
選
択
す

る
。
「職
人
歌
合
」
と
は
い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
そ
の
時
代
に
存
在
し
た
、
.

あ
る
い
は
認
知
さ
れ
た
職
人

の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
完
全
な
リ
ス
ト
と
い
う
性

格
を
持
た
な
い
こ
と
を
改
め
て
付
け
加
え
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

長
谷
雄
た
ち

の
街
角

は
、
特
殊
な
生
活
手
段
を
も

つ
人
々
、
後
世
の
言
葉

で

い
う
職
人
の
姿
を
集

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
画
面
は
そ
う
い

う
人
々

へ
の
特
別
な
関
心
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
言

っ
て
み
れ
ぽ
、
「職
人
歌

合
」

の
よ
う
な
文
学
的
な
活
動
と
並
行
し
て
、
そ
れ
が
雅
的
な
世
界
に
沒
み
入

れ
ら
れ
る
ま
で
の
、
混
沌
と
し
た
認
識
の

一
つ
を
映
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け

「職
人
歌
合
」
と
い
う
優
れ
て
洗
練
さ
れ
た
文
学
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ

た
職
人

の
世
界
を
知
り
、
そ
の
文
学
的
な
完
成
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
な
今
日
の
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絵二十三 『三十二番職人歌合絵巻』猿牽
絵二十四 『七十一番歌合』

草履作

読
者

に
と

っ
て
は
、
長

谷
雄
た
ち
の
街
角

の
こ

の
よ
う
な
意
味
合

い
は

こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
時
の
絵

の
読
者

た
ち

は
、
こ
こ
に
お
い
て
後

の

「職
人
歌
合
」
な
ど

雅
や
か
な
新
文
芸
に
接

す
る
の
に
共
通
す
る
多

大
な
共
鳴
を
抱

い
て
い

た
に
違

い
な
い
。

こ
こ
に
絵
巻

『長
谷

雄
骨早
紙
』
を
拙碗
む

一
つ

の
新
た
な
可
能
性
が
生

ま
れ
て
く
る
。

長
谷
雄
た
ち
の
街
角

の
様
子
と
後

に
職
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
の
関
わ
り
を

明
ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
ず

か
ら
こ
の
作
品
を
読
む
た
め
に
新
し

い
視
野
を
開
き
え
た
。

こ
こ
に
至

っ
て
は
、
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
画
面
を
た

だ
絵
師

に
よ
る
無
心
な
遊
び
、
あ
る
い
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
追

っ
て
い
く
う
え

で

の
道
草
だ
と
捉
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
的
外
れ
だ
と
言
え
よ
う
。
絵
巻
全
体

の
内
容
か
ら
、
こ
の
画
面
が
も

つ
意
味
を
丁
寧

に
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
絵
巻

に
か
か
わ
る
二

つ
の
基
本
的
な
事
実
を
改
め
て
思

い
出
す
。

一
つ
は
絵
巻
の
詞
書
が
話
の
主
人
公
長
谷
雄
に
対
し
て
行

っ
た

「学
九
流

に
渉

り
、
芸
百
家
に
通
じ
」
る
と

い
う
捉
え
方
で
あ
り
、

一
つ
は
、

こ
の
絵
巻

の
創

作
は

『和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
の
注
釈
が
伝
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
を

骨
子

に
す
る
と

い
う
絵
巻
成
立

の
事
情
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
実
は
い
ま
の

画
面
を
読
む
た
め
に
貴
重
な

ヒ
ソ
ト
を
与
え
て
い
る
。

長
谷
雄

の
人
間
像

に
つ
い
て
の
上
記
の
認
識
は
、
た
し
か
に
当
時

一
般

の
説

話
文
学
な
ど
に
同
調
す
る
も

の
で
、

一
種

の
常
識
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
い
ま
問
題

に
す
る
長
谷
雄

の

一
話
に
関
連
す
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、

こ
の
記
述

は
朗
詠
集

の
注
釈
な
ど
他

の
す
べ
て
の
文
献
か
ら
は
見
ら
れ
ず
、
絵

巻

の
詞
書
が
は
じ
め
て
作
成
し
て
取
り
入
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
こ
に
長

谷
雄
を
学
問
が
分
か
り
、
諸
般

の
芸
に
通
暁
す
る
才
能

の
持
ち
主
と
し
て
扱
う

絵
巻

の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
絵
巻
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ほ
か
で

も
な
く
、
双
六
と
い
う
、
も
ろ
も
ろ
の
芸

の
中

で
も

一
番

の
代
表
格
に
あ
る
も

の
を
め
ぐ

っ
て
の

一
話
で
あ
る
。
平
安

・
中
世
の
世
で
は
、
双
六
は
け

っ
し
て

た
だ
の
遊
び
で
は
な
く
、

一
種

の
生
活

の
様
態
、
生
活

の
技
能
と
し
て
と
り
扱

わ
れ
た
。
さ
き
に
紹
介

し
た

『新
猿
楽
記
』
、
『
二
中

歴
』、
そ
し

て
早
期

の

「職
人
歌
合
」

に
は
、
登
場
す
る
人
間

の
職
業
が
い
く
ら
入
れ
替
わ

っ
て
も
、
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双
六
打
ち
だ
け
は
つ
ね
に
不
動
の

一
席
を
持

っ
て
い
た
。
い
い
換
え
れ
ば
、
絵

巻

の
中
心
テ
ー

マ
に
な
る
双
六
と
こ
の
街
角

に
登
場
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
と

の
間

に
は
し
っ
か
り
し
た
共
通
の
基
盤
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
詞
書

の
い
う

「百

家
」

の
芸
を

一
つ
ひ
と

つ
数
え
あ
げ

る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ

で
、
長
谷
雄
が
通

暁
し
た
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
猿

に
か
か
わ
る
も
の
が
あ

っ
た
の
か

ど
う
か
も
知
り
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
絵
巻

の
表
現
は
む
し
ろ
次
元
の

違
う
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
長
谷
雄

の
双
六
も
、
は
た
ま
た
街
角

の
人
々
も
、
普

通
の
人
間

に
は
覚
え
ら
れ
な
い
離
れ
業
、
平
凡
な
生
活
で
は
体
得

で
き
な

い
経

験
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
共
通
し

て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

一
方
で
は
、
絵
巻
の
成
立
か
ら
は
、
こ

の
街
角

の
描
写

の
創
意
が
浮
き
彫
り

に
な
る
。
絵
巻
が
作
り
出
し
た
世
界
は
、

も
う
す
で
に
朗
詠
の
歌
だ
け
で
は
到

底
縛
り

つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な

っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

一

方
で
は
、
時

の
読
者

た
ち
は
、

こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
の
が
、
あ
の
朗
詠

に
よ

っ

て
唱
詠
さ
れ
、
よ

っ
て
不
滅

の
魅
力
を
も

つ
も
の
だ
と

い
う
ほ
ど
の
理
解
は

つ

ね
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
だ
ろ
う
。
絵
巻

の
作
者
や
絵
師
は
、
朗
詠
と
い
う
華

麗
優
雅
な
調
べ
を
再
現
し

つ
つ
、
そ
れ
以
上

の
文
学
的
な
興
奮
を
持
ち
込
む
と

い
っ
た
、
相
容
れ
な

い
創
作
の
緊
張
の
な

か
に
身
を
置
い
た
。
そ
こ
で
絵
師
が

選
ん
だ

の
は
、
雅
な
宮
廷

に
対
す
る
多
彩
な
街
角
で
あ
り
、
芸

の
花
形
で
あ
る

双
六
を
照
射
す
る
も
ろ
も
ろ
の
人
々
の
群

像
で
あ
る
。
街
角
と

い
う
あ
き
ら
か

な
る
俗
の
世
相
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
長
谷
雄

の
逸
話
は
俄
然
立
体
的

で
、
豊

か
な
表
現
の
世
界
を
見

せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

『長
谷
雄
草
紙
』
は
あ
く
ま
で
も
鬼

に
ま

つ
わ
る
話

で
あ
る
。
長
谷
雄
は
鬼

に
付
き
合

い
、
鬼
と
親
し
く
な
り
、
そ
し
て
鬼

に
立
ち
向
か
い
、
こ
れ
に
打
ち

勝

つ
。
人
間
に
災
難
を
も
た
ら
し
、
戦

か
せ
る
鬼

の
存
在
に
対
し
て
、
こ
の
話

は
優
美
で
雅
な
王
朝

の
視
線
の
も
と
に
、
そ
う

い
う
鬼
の
武
装
を
解
き
、

一
片

の
哄
笑

の
声
が
聞
こ
え
る
な
か
、
鬼
を
消
費
し
て
し
ま
う
。
長
谷
雄
が
手
に
し

て
い
た
武
器
は
、
あ
く
ま
で
も
芸
で
あ

っ
た
。
街
角

の
人
間
像

の
参
加

に
よ
り
、

芸
は
重
層

の
さ
ま
を
呈
し
、
豊

か
な
も

の
へ
と
構
成
さ
れ
、
雄
大
で
混
沌
と
し

た
も
の
と
し
て
読
者

の
前
に
現
れ
て
く
る
。
長
谷
雄

の
冒
険
の
た
め
に
は
、
芸

は
か
れ
が
立
脚
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
し
て
狙
う
べ
き
最
終
の
達
成
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

い
さ
さ
か
滑
稽
で
無
気
力
な
、
芸

に
溺
れ
る
長
谷
雄

へ
の
笑

い
も
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞

こ
え
て
き
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

絵
巻
と
い
う
時
を
超
え
る
ス
ポ

ッ
ト
ラ
イ
ト
の
彼
方
に
、
夕
闇
の
朱
雀
門

に

通
じ
る
京

の
街
角
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
と
鬼
と

の
活
劇

の

一
幕
を
目

に
し
た
。
雅
と
俗
が
合
流
し
、
も
ろ
も
ろ
の
芸
が
交
差
す
る
中
、
鬼
の
い
る
光

景

の

一
駒
は
こ
こ
に
あ

っ
た
。

過
ぎ
し
日
の
精
神

の
あ
り
よ
う
を
探
り

つ
つ
、
絵
巻

の
世
界

へ
の
探
求
を
続

け
た
い
。

注(
1

)

『今
昔
物
語
集
』
巻
二
四

「北
辺
大
臣
、
長
谷
雄
中
納
言
語
第

一
」、
巻
二
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八

「中
納
言
紀
長
谷
雄
家
顕
狗
語
第
廾
九
」
(日
本
古
典
文
学
大
系
二
五
、
二

六
)
二
七
八
頁
、
九
八
頁
。

(2
)

山
東
京
伝

『骨
董
集
』
(文
化

一
二
年
刊
、
日
本
随
筆
大
成
第

一
期

一
五
所

収
)
は

「見
世
棚
古
図
」
に
お
い
て
こ
の
絵
巻
に
見
る
店
の
場
面
を
言
及
し
、

松
平
定
信

『古
画
類
聚
』
(寛
政
七
年
、
東
京
博
物
館
蔵
)
は
、
店
の
様
子
を
模

写
し
た
。

(3
)

藤
懸
静
也

「長
谷
雄
卿
双
紙
に
就

て
」
、
『国
華
』
第
四
〇
編
第
四
冊
、

一

九
三
〇
年
四
月
。

(4
)

脇
本
十
九
郎

「文
学
及
び
絵
巻
と
し
て
の
長
谷
雄
双
紙
考
察
」
、
『美
術
研

究
』、

一
九
三
五
年
九
月
、
梅
津
次
郎

「解
説

・
長
谷
雄
双
紙
」、
『男
衾
三
郎
絵

巻

・
長
谷
雄
双
紙

・
絵
師
草
紙

・
十
二
類
合
戦
絵
巻

・
福
富
草
紙

・
道
成
寺
縁

起
絵
巻
』
(日
本
絵
巻
物
全
集

一
八
)、
角
川
書
店
、

一
九
六
八
年
、
村
重
寧

「
『長
谷
雄
草
紙
』
の
成
立
と
作
風
」、
『長
谷
雄
草
紙

・
絵
師
草
紙
』
(日
本
絵
巻

大
成

=

)、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
七
年
。

(5
)

黒
田
彰

『中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
』、
和
泉
書
院
、

一
九
八
七
年
、
三

六
七
頁
。

(6
)

小
松
茂
美
、
村
重
寧

『長
谷
雄
草
紙

・
絵
師
草
紙
』
(日
本
絵
巻
大
成

一

一
)
、

一
一
七
頁
。

(7
)

脇
本
十
九
郎

「文
学
及
び
絵
巻
と
し
て
の
長
谷
雄
双
紙
考
察
」。

(8
)

『遊

・
戯

・
宴

中
世
生
活
文
化
の
ひ
と
こ
ま

平
成
五

(
一
九
九
三
)
年

度
春
の
企
画
展
』、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
、

一
九
九
三
年
、
五
四
頁
。

(9
)

門
脇
禎
二
他
編

『日
本
的
生
活
の
基
点

平
安
-
鎌
倉
』
(日
本
生
活
文
化

史
第
三
巻
)、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
六
年
、
七
五
頁
。

(10
)

千
野
香
織
、
西
和
夫

『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
絵
画

美
術
史
の
眼
建

築

史

の
眼

』

(
ぺ
り

か

ん
社
、

一
九
九

一
年

)
。

な

お
絵

巻

を
歴

史
文

献

と

し

て

用

い
る
歴
史

家

の
間

で
も
意

識
的

に
絵

の
意

味

の
再

考

を
課

題

と

し

て

い
る
。

小

泉
和

子
、

玉
井
哲

雄

、
黒

田
日
出

男
編

『絵

巻
物

の
建

築

を
読

む
』

(東
京

大

学

出
版
会

、

一
九

九
六
年

)
。

(
11
)

『倭

名

類
聚

鈔
』
、
元

和

三
年

刊

二
十

巻

本

の
影

印
、

風
間

書

房

、

一
九

七

七

年
、

巻

一
〇
、

八
表

。

な
お
私

意

に
読

み
下

し
た
。

(
12
)

『
日
本

国
語
大

辞
典

』
、

「
店
」
、
小
学

館
、

一
九
七

二
年

。

(
13
)

た
だ

し
、

『
日
本
常

民
生

活
絵

引
』

(平

凡
社

、

一
九

八
四
年
)

は
、

「
店

」
、

「
店
屋
」
、

「店

棚
」
、

「
見

せ
棚

」
、

「
店

の
棚
」

と

い
う
見

出

し
を
設

け
、

な

か

で

は

「店

屋
」

が

店

の
付

く
家

屋
、

「
見

せ
棚

」
が

室

外

の
施
設

だ

と

し
、

「
店

」

と

「店

棚
」

と

の
区

別

は
不

明

で
あ

る
。

な

お
店

の
構

造

に

つ
い

て

は
、

豊

田

武

『中

世

の
商
人

と
交

通
』

(豊

田
武
著

作
集

第

三
巻
、

吉
川

弘
文

館
、

一
九

八

三
年

)
参
照

。

(
14
)

『宇

津

保
物
語

』

(日
本
古

典

文
学

大
系

一
〇

)
、

一
九

一
頁
。

ち

な

み
に
、

こ

の
記

述

は
店

と

い
う

形
態

の
主
人

は
多

く

女
性

で
あ

る

と

い
う

こ
と

の
傍

証

と
も

な

ろ
う
。

こ

こ

に
思

い
出

さ
れ

る

の
は
、

『
一
遍

上
人
絵

伝
』

巻

七

に
み

る

大

津

の
浜

の
町

屋

の

一
軒
、

女
性

の
頭

が
大

き

く
描

か
れ

た
店

で
あ

る
。

(
日
本

絵

巻

大
成
別

巻
、

中
央

公
論

社
、

一
九

七

八
年
、

一
七
八
頁

)

(
15
)

『
今
昔

物

語
集

』
巻

一
二

「
神
名

睿

実
持

経

者
語

第

卅

五
」

(日
本

古

典

文

学

大
系

二
四
)
、

一
九

三
頁

。

(
16
)

『
今
昔

物

語
集

』
巻

三

一

「
見
酔

酒

販
婦

所

行
語

第

卅

二
」

(日

本
古

曲
ハ文

学
大

系

二
六
)
、

三
〇

一
頁

。

(
17
)

『
一
遍

上

人
絵
伝

』
巻

七
、

一
八
七
頁

。

(
18
)

『
能
恵

法
師

絵
詞

・
福

富
草

紙

・
百
鬼

夜
行

絵
巻

』

(
日
本
絵

巻
大

成

二
五
)
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五

一
頁
。

(19
)

「
草
履

」

こ

そ
こ
れ

ら

の
店

に
置

か
れ
た

ア
イ

テ

ム
を
言

い
表
す

言
葉

だ

と

い
う

確

証

は

い
ま

の

と

こ

ろ

持

た

な

い
。

ほ

か

に

「
裏

無

」
、

「げ

げ
」
、
「
緒

し
き

り

太
」
、

「
尻

切
」

な
ど
多

く

の
表

現
が
文

献
上

確
認

で
き

る
。

(
20
)

『
法
然

上
人

絵
伝

』

(続

日
本

絵
巻

大
成

一
)
、
中

央
公

論
社

、

一
九

八

一
年
、

一

一
〇

頁
。

(
21
)

岡

陽

一
郎

「
中
世

陸

上
交
通

の

一
側
面

」
、

『
史
学

雑
誌

』
、

一
九
九

八
年

十

一
月
。

(
22
)

『庭

訓
往

来
』

四

月
十

一
日
状

返
信

に

「
大
津

坂
本

の
馬

借
、

鳥

羽
白
河

の

車
借

」

と
記

さ
れ

、
新

日
本
古

典

文
学
大

系

(岩
波

書
店

、

一
九

九
六
年

)

は
、

「車

借
」

に
は

「
く

る
ま
が

せ
」
、

「
く

る
ま

か
し
」
、

「
く

る

ま
が

し
」

と

の
読

み

方
が

あ

っ
た
と
注

で
述

べ

た

(三

二
頁
)
。

(23
)

高
橋

康
夫

「
街

角

の
生
活

風
景

」
、

『
説
話

絵
巻

"
庶

民

の
世
界

』

(復

元

の

日
本

史
)
、
毎

日
新
聞

社
、

一
九
九

一
年
、

八

二
頁
。

(
24
)

『
信
貴

山
縁

起
』

(
日
本
絵

巻
大
成

四
)
、

一
〇

三
頁
。

(
25
)

『
春

日
権
現

験
記

絵
』

(続

日
本
絵

巻

大
成

一
四

)
、

五
十
頁

。

(
26
)

網
野

善
彦

氏

は

「
中

世
前

期

の
馬

借

・
車

借
-

厩

と

の
関

係

を
中

心

に
」

(
『立
命

館
文

学
』
、

一
九
九

一
年

六
月

)

に
お

い

て
中

世

に
活
躍

し

た

「
車
借

」

と

「牛

童
」

と

の
関

連

を
論

じ

て
、

「
八
坂
神

社

文
書

(康

永

二
年

三

月
)
」

に

記

さ

れ
た

「
六
角

白
川

」

に
た

む
ろ
す

る
牛
童

の
こ

と
を
紹
介

し
た
。

『
今
昔

物

語

集
』

の
こ

の

一
話

に

つ
い
て
の
格

好

の
注
釈

に
な

る
だ

ろ
う
。

(
27
)

『今

昔

物
語

集
』

巻

二
九

「
不
被

知
人

女

盗

人
語

第

三
」

(日
本

古

典

文
学

大

系

二
六
)
、

一
四

一
頁

。

(
28
)

『古

今
著

聞

集
』

「
七

一
六
、

足
利

左
馬

入

道
義

氏

の
飼

猿

能

く
舞

ひ

て
纏

頭
を
乞

ふ
事

」

(日
本

古
典

文
学

大
系

四

八
)
、

五
三

五
頁
。

(
29
)

『
和
漢

朗
詠
集

・
梁
塵
秘

抄
』

(
日
本
古

典
文

学
大

系
七

三
)
、

四
〇

七
頁

。

(
30
)

『
一
遍

上
人
絵

伝
』

八
六
頁
、

二
六
九
頁

。

(
31
)

『春

日
権

現
験

記
絵

』

(続

日

本
絵
巻

大
成

一
四
)
、

四

二
頁
。

(
32
)

室

町
時

代

の
作
品

、
東

京
博

物

館
所

蔵

、
重

要
文

化

財
。

な

お

こ

の
廐

の

図

に
は
人

々
が

双
六
と

碁

に
興
じ

る
様

子
が
描

か
れ

た
。

算
ε
"＼
＼
≦
妻
≦

9
ヨ
●ひq
o
な

＼
α
び
＼
h岳

薯

び
＼
什
B
g

O
卜。
㊤
①
＼
マ
U
貼8

冒

＼
9

8

昭

ω
G。

.

甘
ひq

(二
〇

〇
〇
年

二
月

二
十

八
日
現
在

)

(33
)
・
川

口
久

雄

訳
注

『新

猿
楽

記

』

(東

洋

文
庫

四

二
四
)
、

平

凡

社
、

一
九

八

三
年

、

一
〇

八
頁
。

(
34
)

『
日
本

常
民

生
活

絵
引

』
巻

四
、

「
柱
松

」
、

九
五

頁
。

(
35
)

『
今

昔
物

語
集

』
巻

二
五

「
平
維

茂

郎

等
、
被

殺

語

第

四
」

(日
本

古

典

文

学

大
系

二
五
)
、

三
七

一
頁

。

(
36
)

『
法
然

上
人
絵

伝
』

(続

日
本

絵
巻

大
成

二
)
、

=
二
四
頁

。

(
37
)

鈴

木
棠

三
編

『新

装
版

日
本

職
人

辞
典

』
、
東

京
堂

出
版

、
二

九
九

八
年

、

七

ー

八
頁
。

(
38
)

岩

井
宏
実

『
曲
物

』

(
も

の
と
人
間

の
文

化
史

七

五
)
、
法

政
大

学
出

版
局

、

一
九
九

四
年

、

一
四

四
頁

。

(39
)

「
法

然

上
人

絵

伝

に
見

え

る
世

相
」
、

『法

然
上

人

絵
伝

』

(臥
本

絵

巻
物

全

集

一
三

)
、
角

川
書

店
、

一
九

六

一
年

、

五

四
頁

。

(40
)

群
書

類

従
本

『
七
十

一
番

歌

合
』

は

つ
ぎ

の
よ
う

な

入
り

組

ん
だ

伝

承

の

経
緯

を
持

つ
。

「
右
職

人

尽
歌
合

、
絵

土
佐

刑
部

大
輔

光
信

朝
臣

、
書

東
坊

城
権

大
納

言

和
長

卿
筆

也

、
蟇

本
在

住

吉

内
記

家
、

秘

而
不

出
闘

外

、
故

使

門
人

書

贈
之

、
其

歌
与

詞

、
以

新
井

筑

後
守

君

美
朝

臣

所
伝

之

本
写

之

、
浄

書
者

屋

代
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弘
賢

也
。
」

(
『群

書
解

題
』

第

八
、

一
六

五
頁
)

(41
)

村
山

修

一

「
公
刊

『普

通

唱
導

集
』
」

(上

)
、

『
女
子
大

文
学

.
国

文
篇

』
、

一
九

六
〇

年

三
月
。

(42
)

岩
崎

佳

枝

『
職

人
歌

合

中

世

の
職

人
群

像
』

平

凡
社

、

一
九

八
七

年
、

二
六

二
頁

、

二
七

七
頁
。

絵

一

『
長
谷
雄

草
紙

』

(日
本

絵
巻

大
成

=

)
、
十

-
十

四
頁

。

絵

二

『
な

よ
竹

物
語

絵
巻

・
直

幹
申

文
絵

詞
』

(日

本
絵

巻
大
成

二
〇
)
、

中
央

公

論

社
、

一
九
七

八
年
、

四

六

-
四
七
頁

。

絵

三

『
長
谷

雄
草

紙
』
、

一
一
頁
。

絵

四

『
扇
面

法
華

経

の
研
究

』
、
鹿

島
研

究
所

出
版

会
、

一
九
七

二
年
、

四

四
頁
。

絵

五

『
な

よ
竹
物

語
絵

巻

・
直
幹

申
文

絵
詞

』
、

五

八
頁

。

絵

六

『
一
遍

上

人
絵
伝

』

(日
本

絵
巻

大
成

別
巻

)
、

一
四
九

頁
。

絵

七

『長

谷
雄

草
紙

』
、

一

一
-

一
二
頁
。

絵

八

『長

谷
雄

草
紙

』
、

一
ニ
ー

=
二
頁
。

絵
九

『年

中
行

事
絵

巻
』

(日
本

絵
巻

物
全

集

二
四
)
、
角

川
書
店

、

一
九

六

八
年

、

八
八
頁

。

絵
十

『
一
遍

上
人
絵

伝
』
、

一
七
九

頁
。

絵
十

一

『長

谷
雄

草
紙

』
、

一
二
ー

=
二
頁
。

絵

十

二

『社

寺
参

詣
曼

荼
羅

』
、
平

凡
社

、

一
九

八
七
年

、

一

一
九

頁
。

絵

十

三

岡

見
正

雄
、

佐
竹

昭
広

『
標

注
洛
中

洛
外

屏
風

H
上
杉
本

』
、

岩
波
書

店

、

一
九

八

三
年
、

四
〇

頁
。

絵

十

四

『
石
山

寺
縁
起

』

(日
本

絵
巻

大
成

一
八
)
、

六
三
頁

。

絵
十
五

『長
谷
雄
草
紙
』
、

一
四
頁
。

絵
十
六

『
一
遍
上
人
絵
伝
』、

一
四
三
頁
。

絵
十
七

『日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
(続
々
日
本
絵
巻
大
成
、
伝
記

.
縁
起
篇
五
)、
中

央
公
論
社
、

一
九
九
三
年
、
七
二
頁
。

絵
十
八

『長
谷
雄
草
紙
』、

一
四
頁
。

絵
十
九

『七
十

一
番
歌
合
』
(群
書
類
従
二
八
輯
)
、
油
売
、
四
七
七
頁
。

絵
二
十

『法
然
上
人
絵
伝
』
(続
日
本
絵
巻
大
成
二
)、

一
五
四
頁
。

絵
一=

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
、
二
三
七
頁
。

絵
二
十
二

千
葉
県
立
中
央
博
物
館
編

『職
の
風
景

"
職
人
尽
絵
と
そ
の
周
辺
』、

千
葉
県
立
中
央
博
物
館
、

一
九
九
八
年
、
五
二
頁
。

絵
二
十
三

『三
十
二
番
職
人
歌
合
絵
巻
』、
古
美
術
七
四
、
二
八
頁
。

絵
二
十
四

『七
十

一
番
歌
合
』
(群
書
類
従
二
八
輯
)、
五
〇
五
頁
。
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