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潁

原
　

　
退
　

藏

　

白
日
に
人
を
談
じ
昏
夜
に
鬼
を
語
る
は
、
古
人
の
深
く
戒
め
る
所
で
あ
り
な
が
ら
も
、
と
か
く
に
そ
れ
は
面
白
い
事
ら
し
い
。
青
い
紙

で
張
り
た
て
た
行
燈
の
燈
心
が
、

一
筋
減
り
二
筋
減
り
、
廣

い
座
敷

の
隅

辷
が
段

辷
暗
く
な

つ
て
來
る
。
誰
も
氣
味
が
惡

い
に
は
ち
が
ぴ

ーな
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
何
ぞ
と
い
へ
ば
百
物
語
を
聞
き
た
が
る
。
人
間

の
も
つ
て
生
れ
た
こ
の
好
奇
心
が
、
や
が
て
文
藝

の
世
界
に
怪

異
小
論
の
大
き
な

一
の
流
を
形

つ
た
。
我
が
國
で
は
そ
れ
が
偶
爻
因
果
應
報
の
佛
敏
觀
と
結
び
つ
い
た
爲
に
、

一
面
夙
く
か
ら
怪
異
談
の

蒐
集
が
行
は
れ
た
と
同
時
に
叉

一
面
論
話
の
浪
漫
的
構
成

へ
の
成
長
が
妨
げ
ら
れ
る
事
も
少
く
な
か
つ
た
。
も
と
よ
り
今
昔
物
語
や
字
治

拾
遺
や
古
今
著
聞
集
や
、
そ
の
他
中
世

の
所
謂
読
話
文
學
に
現
は
れ
た
多
く
の
怪
異
談
は
・
必
す
し
も

『
日
本
靈
異
記
』
の
著
者
と
同
じ

意
圖
の
下
忙
採
録
ざ
淞
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
。
表
に
は
善
惡
應
報
の
理
を
掲
げ
た
が
ら
も
、
實
は
傳
奇
的
興
味
を
主
と
し
た
も
の

も
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
近
世
に
至
る
ま
で
の
我
が
怪
異
小
論
の
發
逹
が
、

佛
敏
の
傳
道

と
最
も
大
き
な
交
渉
を
も

つ
て
來
た

事
は
爭

へ
な
い
事
實
で
あ
つ
た
。

の
み
な
ら
す
近
世
に
入
つ
て
か
ら
も
、
應
報
觀
と
の
絶
ち
難
い
賞
縁

は
、
ま

つ
正
三
道
人
の

『
因
果
物

　
。　
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一

語

』

に
も

明

か

に
示

さ

れ

て
居

る
。

こ

の
書

は

い

ふ
ま

で
も

な

く

一
種

の
怪

異

論

話
集

で
あ

つ
た
。

例

へ
ば

そ

の
中

の
亡

妻

の
卒

都
婆
、が

人

に
化

し

て

子

を
生

み
育

て
た

話

の
如

き

(
片
假
名

本
中
卷

の
十
三
、
幽
璽
來

リ
テ
子

ヲ
産

ム
事
。
平
假
名

本
卷

一
の
十
二
、
母

の
卒
都
婆
わ
が
子

に
乳

を

の
ま
せ
し
事

)
、
『
と

の

ゐ
草

』
に

や

ゝ
小

論

化

さ

れ

て
以
來
(
同
書
卷
三
の
一
、
卒

都
婆
の
子
う
む
事

)
、
人
情
咄
風
な
怪
談
と
し
て
蓼

に
變
形
し
成
長
し
て
來

て
居
る
。
し
か
し
從
來
の
近
婁

學
篆

、
こ
れ

を
佛
敏
的
敏
化

の
假
名
草
子
中
に
分
類
し
去
つ
て
、
特
に
文
藝
作
品
と
し
て
取
上
げ
る
事
が
な
か
つ
た
の
は
當
然

の
事
で
あ

つ
た
。
近
世

に
入
つ
て
新
た
な
展
開
を
途
げ
た
怪
異
小
論

の
源
流
は
、
所
詮
こ
の
や
う
な
談
理
の
方
便
か
ら
離
れ
た
所
に
あ
つ
て
、
目
由
な
創
作
的
精

神

の
動
き
を
見
得
る
方
向
に
於
い
て
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
読
話
の
内
容
そ
の
も
の
の
類
似

の
如
き
は
、
む
し
ろ
文
　
　
　
广

藝
以
前
も
し
く
は
以
外
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,　
　

.

　
近
世
怪
異
小
論

の
新
し
い
起
點
と
し
て
、　
『
伽
婢
子
』
を
あ
げ
る
事
に
は
も
と
よ
り
異
存
は
な
い
。
作
者
は
自
ら
序
支
に

「
三
敏
お
の

ー

靈
理
奇
特
怪
異

感
應
の
む
な
し
か
ら

ざ
る
こ
と
を

を
し
へ
て
、

其
道
に
い
ら
し
む
る
媒
と
す
。
(中
略
)
只
兒
女

の
聞
を
お
ど
ろ
か

し
、
お
の
つ
か
ら
心
を
あ
ら
た
め
正
道
に
お
も
む
く
ぴ
と
つ
の
補
と
せ
む
と
也
」
と
蓮
べ
て
居
り
、假
名
草
子
の
す
べ
て
が
な
ほ
啓
蒙
敏
化

の
具
た
る
立
場
を
捨
て
得
な
か
つ
た
時
代
に
、
そ
れ
は
決
し
て
單
な
る
表
面
的

の
辭
と
見
る
べ
き
で
・は
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
の
粉
本
か

ら
の
翻
譯
乃
至
翻
案
の
態
度
に
は
、
同
じ
作
者
の

『
新
語
園
』
な
ど
と
は
全
く
異
つ
た
創
作
意
識
が
働

い
て
居
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
.了

意
が

『
伽
婢
子
』
で
努
め
た
所
は
や
は
り
詭
話
の
も
つ
好
奇
的
興
味
を
中
心
と
し
て
、

こ
れ
を
出
來
る
だ
け
日
本
文
藝

の
小
論
樣
式
に
近

づ
け
て
描
き
出
さ
う
と
す
る
點
に
あ
つ
た
。
勿
論
そ
こ
に
考

へ
ら
れ
た
小
論
樣
式
は
、
な
ほ
多
分
に
中
世
の
傳
統
的
色
彩
に
富
む
も
め
で

あ
つ
た
b

そ
れ
は
し
か
し
時
代
か
ら
い
つ
て
も
、
叉
了
意
個
人
の
敏
養
か
ら
見
て
も
、
む
し
ろ
當
然
の
事
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
も
あ
れ



　
こ
ゝ
に
怪
異
読
話
の
集
成
が
、
始
め
て
・文
藝
作
品
に
封
す
る
創
作
的
態
度
を
以
て
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
Q
さ
う
し
て
そ
の
契
機
を
な
し

　
た
も
の
が
支
那
小
論

の
傳
來
で
あ

つ
た
事
は
、
近
世
怪
異
小
読

の
展
開
上
極
め
て
注
意
す
べ
き
事
實
で
あ
つ
た
。
支
那
小
説
と
我
が
近
世

丈
藝
と
の
特
別
な
交
渉
i

就
中
後
牛
期
に
於
け
る
傳
奇

小
読

の
一
群
が
、

支
那
小
説
に
負

ふ
所
の
い
か
に
多
い
か
は

周
知
の
事
で
あ

　
る
。
が
更
に

『
剪
燈
新
話
』
が
夙
く
室
町
時
代
に
舶
載
ぎ

れ
て
、
こ
ゝ
に

『
伽
婢
子
』
の
出
現
を
促
し
た
事
は
、
近
世
怪
異
小
読

0
新
し

　
い
源
流
と
し
て
、
支
那
小
論
の
・影
響
を
明
か
に
認
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
後
來

『
伽
婢
子
』
に
倣

つ
た
類
書
の
續
出
は
、
こ
の
結

♂
論
を
事
實
に
於
い
て
決
定
的
に
裏
書
し
て
居
る
。
し
か
し
怪
異
論
話
が
佛
敏
傳
道
者

の
手
か
ら
離
れ
て
、
純
粹
に
文
藝
的
な
方
向

へ
成
長

　
す
べ
き
契
機
を
、
唐
山
傳
奇
の
舶
載
と
い
ふ
偶
然
的
な
原
因
の
み
に
歸
し
て
考

へ
る
事
は
、
恐
ら
く
文
藝
史
の
立
場
か
ら
見
て
十
分
に
正

　
し
い
理
解
と
は
さ
亀れ
な
い
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
我
辷
は

『
伽
婢
子
』

の
外
に
、
ー

又
そ
れ
自
身

の
中
に
も
ー

も

つ
と
異
つ
た

一

　
の
源

流
を
確
か
に
見
出
す
事
が
出
來
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
室
町
末
期

・
近
世
初
頭
の
時
代
性
乃
至
杜
會
性

の
中
か
ら
、
自
然

　
に
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
よ
り
重
要
な
史
的
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ

つ
た
。

　
　
『
伽
婢
子
』
以
前
に

『
奇
異
雜
談
集
』
が
あ

つ
た
事
は
知
ら
れ
て
居
る
。

の
み
な
ら
す
支
那
小
説
と
め
關
係
に
於
て
も
、
そ
れ
は

『
伽
婢

　
子
』
か
ら
遡
る
べ
き
明
確
な

一
起
點

で
あ
つ
た
。
だ
が

『
奇
異
雜
談
集
』
が
開
板
さ
れ
て

世
に
汎
く
さ
れ

た
の
は

遙
か
に
後
の
事
で
あ

・
る
。
　
一
部
に
寫
本
が
行
は
れ
て
居
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
近
世
怪
異
小
論
の
展
開
に
直
接
興
か
る
事
は
、
さ
ま
で
多
か
つ
た
と
は
考

へ
ら
れ

　
な
い
Q
隨
つ
て
年
代
的
に
も
『
伽
婢
子
』
は
ま
た
近
世
怪
異
小
説

の
祗
た
る
地
位
を
占
め
、て
も
よ
い
。
し
か
し

『
因
果
物
語
』
の
類
は
こ
れ

　
を
姑
く
論
じ
な
い
と
し
て
も
、
『
伽
婢
子
』
に
先
だ
つ
て
行
は
れ
た
怪
異
論
話
集
が
な
ほ
他
に
存
し
な
い
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
室
町

　
　
　

近
世
怪
里
ハ小
出説
の
ぬ
源
流
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
近
世
怪
異
小
説
の
一
源
流
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時
代
の
中
期
以
後
、
諸
大
名
の
間
に
養
は
れ
た
所
謂
御
伽
衆
の
咄
を
集
め
た
種
類
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
。
御
伽
衆
に
つ
い
て
は
近
來
や

ゝ
纒

つ
薪

究

も

出

る

や

う
髪

つ
奈

(
『
國
史
學
』
二
十

一
・
二
十

三
・
二
十
四
所
載
、

訳楽
田
中
心
親
氏

「
御
伽
・衆

の
研
究
」
」等
參
昭
…。
)
、

彼

簔

語

つ
た
咄

の
種

類

・
内
容

篝

關

す

る
檢

討
は
、
ま
だ
十
分

の
成
果
を
見
る
に
至

つ
て
居
な
い
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
少
く
と
も
そ
の
中
に
笑
話
・怪
談
の
類

が
多
く
存
し
た
に
ち
が

ぴ
な
い
事
は
、
御
伽
衆
の
職
掌
か
ら
考

へ
て
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
而
し
て
そ
れ
ら
の
咄
が
時
に
諷
刺
を
含
み
、
世
事
に
亙
る
事
が
あ

つ
て
も
、
そ
の
圭
な
目
的
が
淌
閑
娯
樂

の
具
た
る
に
あ
つ
た
事
も
勿
論
で
あ
ら
う
。
御
伽
衆
の
論
話
に
關
し
て
、
も
し
こ
れ
だ
け
の
推
測

が
當
然
認
容
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
う
し
た
特
殊
の
肚
會
的
存
在
が
、
笑
話
と
怪
談
の
展
開

に
い
か
な
る

役
目
を

果
す
や
う
に
な
つ
た
か

は
、
叉
自
然
に
理
解
さ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
帥
ち
そ
れ
ら
の
論
話
は
人
か
ら
人

へ
と
口
承
さ
れ
る
間
に
も
、
叉

一
定
の
形
で
記
録
さ
れ
る

場
合
に
も
、
若
壬
啓
蒙
敏
化
上
の
顧
慮
は
加

へ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
專
ら
そ
の
滑
稽
も
し
く
は
好
奇

の
興
味
を
中

心
と
し
て
展
開
し
て
行

つ
た
に
ち
が
ぴ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
文
藝
的
立
場
を
と
り
得
べ
き
多
分
の
契
機
が
含
ま
れ
る
事
は
當
然
の
歸
趨
で
あ

つ
た
。
さ
う
す

る
と
近
世
の
文
藝
史
に
新
に

一
の
分
野
を
拓

い
た
所
謂
咄
本
と
怪
異
小
論
と
の
源
流
は
、
何
よ
り
も
ま
つ
こ
ゝ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
た
意
味

の
怪
異
論
話
集
と
し
て
、
こ
ゝ
に
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
は

『
曾
呂
利
物
語
』
で
あ
る
。

こ
の
書
は
刊
記

を
附
し
た
も

の
を
知
ら
な
い
の
で
、
そ
の
開
板
年
代
を
明
か
に
す
る
事
が
出
來
な
い
が
、
寛
文
十
年
の
書
籍
目
録
に
は
す
で
に
記
載
さ
れ

て
居
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
刊
行
た
る
事
は
知
ら
れ
る
。
而
し
て
そ
の
中
の

=

一の
論
話
が
、
明
か
に

『
伽
碑
子
』
の
粉
本
だ
と
認

め
ら
れ
る
點
で
、
恐
ら
く

『
伽
婢
子
』
よ
り
以
前

の
出
版
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
こ
の
書

の

　
　
卷
二
の
五
　
　
行
の
逹
し
た
る
僭
に
億
必
し
る
し
有
事



　
　
卷
四
の
六
　
　
惡
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事

の
二
條
が
、
前
者
は

『
伽
婢
子
』
の
卷
八
「
幽
靈
出
て
僣
に
ま
み
ゆ
」
、
後
者
は
同
じ
く
卷
十
三
「山
中
σ
鬼
魅
」
の
前
身
と
見
ち

れ
る
點
で

あ
る
。
ー

他
に
も
部
分
的
の
類
似
は
な
ほ
見
出
さ
れ
る
が
、

一
の
論
話
と
し
て
全
く
同

一
型
の
も
の
は
右

の
二
條
で
あ
る
。
i

勿
論

説
話
の
類
似
だ
け
か
ら
い
へ
ば
、
兩
者
の
間
に
却
つ
て
逆
な
關
係
も
考
へ
ら
れ
る
し
v
叉
他
に
共
通
な
粉
本
が
存

在
し
た
ら
う
と
い
ふ
假

定
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

『
曾
呂
利
物
語
』
.
の
論
話
の
質
樸
な
構
成
は
、
『
伽
婢
子
』
か
ら

『
曾
呂
利
物
語
』
へ
と
い
ふ
推
移
を
認
め
さ

せ
る
に
は
困
難
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
他
に
共
通
な
粉
本
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、

『
曾
呂
利
物
語
』

の
開
板
ー

少
く
と
も
成
立
が

『
伽
婢

子
』
に
先
だ
つ
と
い
ふ
推
測
は
、
ほ
Ψ
肯
定
し
て
宜

い
と
思
ふ
。
だ
が
兩
者
に
於
け
る
年
代
の
前
後
は
實
は
こ
ゝ
で
は
さ
し
て
問
題
と
す

る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は

『
曾
呂
利
物
語
』
が
説
話
集
と
し
て
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
に
、
ま
つ
我
≧
は
注
意
せ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
爲
に
同
書

の
序
文
を
そ
の
ま

ゝ
引
用
し
よ
う
。

　

人

の
心
を
慰

る
こ
と
わ
ざ
か
ぎ
り
な
く
さ
ま
ー

な
れ

と
も
、
貴
賤
貧
富

の
さ
か
ひ
あ
砺
て
心
に
ま
か
せ
ぬ
も

て
あ
そ
び
事
多
し
。
其
中
に
上
が
か
み
よ

　

り
下
が
し
竜
ま
て
隔
な
き

た
の
し
み
は
、
見

る
物
き
く
事
を

口
に
ま
か

せ
て
か
た
り
な
く
さ
む
に
し
く
は
な

し
。
爰
に
天
正

の
比
ほ
ひ
・
そ
ろ
り
と
い
へ

　

る
雜
談

の
上
手
有
、
大
樹
秀
吉
公

に
召
れ

て
常

に
か
れ
を
愛

し
給

ふ
。
(中
略
)
其
辯
舌
博
覽

の
名
譽
な

る
事

は
壺
中

に
天
地
を
ζ
め
、
瓢
箪
よ
り
駒

を

い

.
だ
せ
し
術

に
も
す
ぎ
た
り
。
あ
る
夜
大
樹

の
ま

へ
に
て
お
ど
ろ
7
＼

し
き
事

を
か
た
れ
と

の
給

ふ
に
、
十
づ
ゝ
十
に
を
よ
べ
り
。
近
習

の
人

ぐ
是
を
書
と

　

め
し
に
、
年

ひ
さ
し
く
反
故
に
ま
じ
は
り
お

ほ
く

は
ち
り
う

せ
ぬ
。
わ
つ
か
に
殘

り
し
を
か

い
や
り
す

つ
る
も

お
し
と
・
其
品
に
た
ぐ
え

る
物
か
た
り

の

　

ふ
し
ぎ
な

る
を
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ
く

は

へ
て
今
ま
た
書
あ
ら
た
む
る
も
の
歟
。

右

に

い

ふ
如

く
、

基

く

所

が

果

し

て
曾

呂

利

の
咄

に

あ

つ
た

か
否

か

は
と

に
か

く

と

し

て
、

そ

れ

が

御

伽
衆

か
ら

傳

は

つ
た
詭

話
集

で
あ

　

　
　
近
世
怪
異
小
詭

の
一
源
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
近
世
怪
黒
ハ小
激説
の
】
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

る
事
は
明
か
で
あ
る
。
.即
ち
佛
敏
傳
道
や
外
國
文
藝
の
翻
案
と
ち
が
つ
た
立
場
に
あ
つ
て
、
こ
ゝ
に
怪
異
諡
話
の
集
成
が
試
み
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
開
板
も
し
く
は
成
立
が

『
伽
婢
子
』
に
先
だ

つ
て
居
り
、
1

少
く
と
も
殆
ど
同
時

に
世
に
行
は
れ
て
居
た

と
い
ふ
事
實
は
、
近
世
怪
異
小
論

の
展
開
を
論
す
る
上
に
、
決
し
て
閑
却
す
る
事
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。

●　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ザ
マ
シ

　
『
曾
呂
利
物
語
』
は
そ
の
後
度

辷
題
名
を
改
め
て
重
板
さ
れ
た
。
『
目
覺
物
語
』
と
題
し
た
の
が
最
初
に
改
板
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
つ
い

で

『
曾
呂
利
諸
國
話
』
・
『
曾
呂
利
怪
談
咄
』
-等
の
名
で
も
行
は
れ
た
Q
い
つ
れ
も
刊
記
を
附
し
た
も
の
を
知
ら
な

い
が

『
目
覺
物
語
』
は

や
は
り
寛
文
年
間
、
他
も
延
竇
頃
ま
で
の
開
板
と
推
定
さ
れ
る
。
勿
論
こ
の
書
自
體
は
な
ほ
文
藝
作
品
と
し
て
の
鑑
賞
に
値
す
る
も
の
で

は
な
い
。

し
か
し
か
う
し
て
屡
汝
板

を
重
ね
た
と
い
ふ
事
は
、　
そ
れ
だ
け
で
す
で
に

近
世
怪

異
小
論
史

の
上

に
何
等
か
の
記

載
を
要

求
し
て
宜
い
で
あ
ら
う
。

况
ん
や
そ
の
説
話
の
集
成
並
に
流
布

の
問
に
、

文
藝
的
展

開
を
豫
期
さ
る
べ
き
契

機
を
多
分
に
含
ん
で
居
た

と
す
れ
ば
、
從
來
の
文
學
史
が
ぴ
と
り

『
伽
婢
子
』
に
の
み
多
く
の
頁
を
費
し
て
、
『
曾
呂
利
物
語
』
に
殆
ど

一
顧

を
も
輿

へ
て
居
な
い
の

は
、
ど
う
し
て
も
公
不
な
態
度
と
す
る
事
は
出
來
な
い
。
の
み
な
ら
す

『
伽
婢
子
』
の
成
立
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
支
那
小
読
の
翻
案
の

み
に
ょ
つ
た
の
で
は
な
い
。
了
意
が
他

の
論
話
の
材
料
を
何
處
か
ら
得
て
來
た
か
は
、
な
ほ
詳
細
な
吟
味
が
行
は
れ
て
居
な
い
や
う
で
あ

る
が
、
そ
の
粉
本
の
問
題
は
い
つ
れ
に
せ
よ
、
「
伽
婢
子
」
の
名
は
す
で
に
読
話
の
性
質
に
つ
い
て
あ
る
暗
示
を
與

へ
て
居
る
も
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
こ
の
題
名
は
話
の
中
振

婢
子
の
棄

見
え
る
(卷
三
、
牡
丹
燈
籠
。
及
び

卷
十
、
所
て
幽
靈
に
契
る
。
)
の
に
因
ん
だ
事
は
確
か
で
あ
ら
う
が
、

一
要

　

　

　

　

　

り
　
　
り　
　
し
　
　
も

そ
れ
が
所
謂
御
伽
の
咄
た
る
意
を
匂
は
ぜ
た
も
の
で
あ
る
事
も
疑
ぴ
な
い
と
思
ふ
。
1

辨
疑
書
目
録
に
よ
れ
ば

『
伽
婢
子
』

の

一
卷
か

ら
五
卷
耄

を
哲

て
・
『
御
伽
物
琶

(讒

勤
課

伽粥

語
』)
と
題
し
覆

製

も
あ
る
と
い
ふ
・
そ
れ
は

『
伽
婢
子
』
が
さ
う
題
し
て



も
宜
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
事
を
、
明
か
に
示
し
た
も
の
と
も
言

へ
る
。
l
I

後
來
相
つ
い
で

「
御
伽
何

々
」
と

題
し
た
怪
異
小
読
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も　　も　　う　　カ

た
事
は
、
こ
れ
ま
で
單
に

『
伽
婢
子
』

の
模
倣
も
し
く
は
影
響
と
し
て
の
み
詭
か
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
寧
ろ
遡

つ
て
御
伽
の
咄
と
の
關

係
に
、
重
き
を
置
い
て
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
で
あ

つ
た
。
勿
論

「
眞
紅
の
う
ち
帶
」
や

「
牡
丹
燈
籠
」

に
至

つ
て
、
始
め
て
怪
異

論
話
の
文
藝
化
は
實
現
さ
れ
た
と
言

つ
て
宣

い
。
又
そ
の
後
の
展
開
に
支
那
小
読

の
與
る
所
が
釜
辷
多
か
つ
た
事

も
明
か
で
あ
る
。
し
か

し
怪
異
読
話
を
さ
う
し
た
文
藝
的
方
向

へ
進
ま
せ
た
根
本
的
な
因
由
が
何
處
に
あ
つ
た
か
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
御
伽
の
咄
が
先
づ
集
成
さ
れ
た
と
い
ふ
意
味
だ
け
で
も
、
『
曾
呂
利
物
語
』
の
も
つ
史
的
意
義
は
十
分
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
。

の
み
な
ら
す
後
出

の
怪
異
小
読
に
於
い
て
、
こ
の
書
か
ら
直
接
論
話
の
系
統
を
引
い
た
と
見
る
べ
き
も
の
も
ま
た
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

現
に

『伽
碑
子
』
の
二
條
が
、
こ
ゝ
に
基
い
て
居
る
と
見
ら
れ
る
事
は
前
に
述
べ
た
。
だ

が
さ
う
し
た
読
話
の
交
渉
の
み
な
ら
す
、
同
じ

く
御
伽
の
咄

の
集
成
と
い
ふ
點
で
、
最
も
注
意
す
べ
き

關
…係
を
も
つ
も
の
は

『
と
の
ゐ
草
』

一
名

『
御
伽
物
語
』

で
あ
る
。
辨
疑
書
目
録

に
よ
れ
ば

「
と
の
ゐ
草
」

が
原
題
名
で
、
「
御
伽
物
語
」
は
改
題
名
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
元
祿
五
年
板
書
籍
目
録
に
は

「御
伽
物
語
叉
は
と

ト

の
ゐ
草
と
も
」
と
あ
り
、
竇
永
三
年
板
書
籍
目
録
に
は

「
と
の
井
草
御
伽
物
語
と
も
」
と
あ
る
の
で
、
兩
題
名

の
關
係
は
版
の
前
後
と
い
ふ

よ
り
も
、
む
し
ろ
同
時
に
別
名
と
し
て
取
扱
は
れ
て
躄

ら
し
い
。

そ
の
刊
行
年
代
は
朝
倉
無
聲
氏
に
よ
れ
ば

(鵜

謙
囈
響

講

麗

　獵
年
)
萬
治
二
年
と
の
事
で
あ
る
が
、
こ
の
論
に
は
疑
を
響

べ
き
點
が
多
い
。
朝
倉
氏
は

『
と
の
ゐ
草
』
の
名

は
全
く
あ
げ
す

『
御
伽
物

語
』
の
刊
行
年
代
と
し
て
記
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
「
と
の
ゐ
草
」
・
「
御
伽
物
語
」
の
い
つ
れ
の
名
も
寛
文
の
書
籍
目
録
に
は
見
出
さ
れ
な

い
。
叉
『
と
の
ゐ
草
』
と
題
し
た
方
は
卷

一
・
二
・
三
だ
け
の
零
本
し
か
寓
目
し
て
居
な
い
の
で
、
そ
の
刊
記
を
確

か
め
る
事
が
出
來
な
い

　
　

近
世
怪
黒
ハ小
訊説
の
一
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　七



　
　

近
世
怪
異
小
説
の
一
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

が
、覧

に
入

つ
た
『
御
伽
物
語
』
(類

靉

研
)
に
は

「
延
簟

ハ
歳
午
九
月
吉
日
」
の
刊
記
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
簷

刊
記
だ
け
を
改

め
た
も

の
ら
し
く
も
思
は
れ
な
い
。
加
之
辨
疑
書
目
録
に
は

　
　

御
伽
物
語

瑚
船
雕

　

と
の
井
艸

と
あ
り
、
印
ち
こ
の
書
の
作
者
を
似
船
と
傳

へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
原
本
序
跋
に
は
署
名
が
な
く
、
又
そ
の
中
に
も
作
者
に
つ
い
て
述
べ

る
所
は
な
い
が
、
似
船
の
他
の
著
作
と
比
較
し
た
結
果
、
辨
疑
書
目
録
の
記
載
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
肯
定
し
て
宜

い
や
う
で
あ
る
。
も
し

さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
似
船
の
他
の
著
の
多
く
が
延
竇
以
後
の
刊
行
に
か
ゝ
る
ー

寛
文
年
代
に
た
掌

一
つ
俳
書

『
蘆
花
集
』
の
撰
が
あ
る
。

(原
本
未
見
。
阿
誰
軒
誹

諧
書
籍
目
鎌
に
よ
る
。
)
1

の
か
ら
見
て
も
・
萬
浩
二
年
の
刊
行
は
些
か
早
き
に
過
ぎ
る
。

鬚

繍

倉
氏
は
・

本
書

の
隻

の
中
に

　
　
　
　
　
　
ミ
う
つをさ
ま
　
　
　
　
　
　
ぽる
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み

「
こ
の
反
古
よ
、萬

治

る
三
つ
の
陽
よ
り
む
な
し
く
蝉

の
家
と
な
れ
り
」
と
あ
る
の
か
ら
、
直
に
そ
の
刊
行
年
代
を
推
定
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
し
か
し
こ
れ
は
單
に
原
稿
の
成
立
年
代
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

の
み
な
ら
す
そ
れ
が
刊
行
の
際
に
、
少
か
ら
す
増
補
文

飾
を
加

へ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
事
は
、
そ
の
内
容
に
徴
し
て
も

想
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

恐
ち
く
こ
の
増
補
文
飾

を

加

へ
て
出
版
し
た
者

が
、
.即
ち
似
船
な
の
で
あ
ら
う
Q
『
と
の
ゐ
草
』
の
成
立
並
に
刊
行
年
代
に

つ
い
て
は
、
右

の
如
く
若
干
考
證
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た

が
、
次
に
本
書
と

『
曾
呂
利
物
語
』
と
の
間
に
は
、
ほ
ゴ
次
の
如
き
読
話
の
交
渉
を
見
出
す
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　

O
曾

呂

利

物

語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
と
の
ゐ
草
(御
伽
物
語
)

　

ニ
ノ
四
　
あ
し
た
か
蜘
の
へ
ん
げ
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
三
　
百
物
語
し
て
蜘
の
足
を
き
る
事

　

ニ
ノ
七
　
天
狗
は
な
つ
ま
み
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
ノ
六
　
女
は
天
性
き
も
ふ
と
き
事



　

三
ノ
五

墜ね
こ
ま
た
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
一　
ね
こ
ま
た
と
い
ふ
事

　

三
ノ
六
　
お
ん
じ
や
く
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ノ
三
　
武
州
淺
草
に
化
物
あ
る
事

　

四
ノ
四
　
よ
う
つ
の
も
の
年
を
へ
て
は
か
な
ら
ず
ば
く
る
事
　
　
　
　
　
一
ノ
一　

す
た
れ
し
寺
を
と
り
た
て
し
僭
の
事

　

四
ノ
六
　
惡
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
四
　
甲
州
の
辻
堂
に
化
物
あ
る
事

　

四
ノ
九
　
耳
き
れ
う
ん
い
ち
が
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・ニ
ノ
十

一　

小
宰
相
の
局
幽
靈
の
事

　

五
ノ
一　
た
つ
た
姫
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ノ
ニ
　
年
へ
し
猫
は
ば
く
る
事

　

五
ノ
五
　
因
果
さ
ん
げ
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ノ
七
　
學
僭
ぬ
す
人
の
家
に
宿
か
る
事

銅
ノ
六

よ
う
つ
う
へ
ー

の
覲

　

　

　

　

　

一
三

七
命
亡
し
因
果
の
事

　
右

の
中
に
は
、
例

へ
ば

「
ね
こ
ま
た
の
事
」
と

「
ね
こ
ま
た
と
い
ふ
事
」
、
「
因
果
さ
ん
げ
の
事
」
並
に

「
よ
う
つ

う
へ
/
＼

の
有
事
」
と

「
七
命
亡
し
因
果
の
事
」
と
の
如
く
、
そ
の
間
明
か
に
直
接
の
關
係
を
認
む
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
す
べ
て
が
必
す

し
も

『
曾
呂
利
物
語
』

か
ら
材
を
得
た
と
は
斷
じ
難
い
か
も
し
れ
ぬ
。
叉
纔
か
に
部
分
的
の
類
似
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
少
く
と
も
読
話
の
系
統
か

ら
い
へ
ば
、
そ
れ
ら
が
同

一
根
源
に
發
し
て
居
る
べ
き
は
疑
ぴ
な
い
事
で
あ
ら
う
。
『
御
伽
物
語
』

の
跋
に
は
「右

こ
の
さ
う
し
わ
れ
七
八

歳
よ
り
五
十
有
餘

の
今
、
四
十
五
年
の
間
見
聞
せ
し
を
書
な
ら
ぶ
れ
ば
」
1

こ
の
跋
文
に
は
署
名
が
な
い
が
、
も
し
似
船
だ
と
す
れ
ば

延
寶
六
年
は
彼
の
五
十
歳
の
時
に
當
る
Q

叉
序
交
が
似
船
,の
も
の
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
先
生
ζ
の
は
な
し
を
あ

つ
む
」
と
あ

つ
て
、

も
と
師
安
静

の
筆
録
に
基
く
も
の
と
思
は
れ
る
か
ら
、
こ
の
跋
文
も

安
靜
が
書

い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
Q

し
か
し
安
静
は
寛
文
九
年

(逋
説
延
寶
四
年
は
誤
)
に
歿
し
た
事
だ
け
が
知
ら
れ
て
享
年
は
明
か
で
な
い
爲
、
こ
の
五
十
有
餘
が
帥
ち
萬
治
三
年

の
春
に
當
る
か
否
か
確

　
　
　
近
世
怪
異
小
読
の
一
源
流

九



　
　
　
　

近
世
怪
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源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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か
め
ら
れ
な
い
Q
l

と
あ
つ
て
、
集
め
た
読
話
は
專
ら
筆
者
の
見
聞
に
よ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
中
に
は
明
か
に
そ
の
出
所
を
知

　

り
得
る
も

の
も
あ
る
。
例

へ
ば
卷
二
の
五

コ
ニ
人
し
な
/
丶
勇
あ
る
事
L
は
『
奇
異
雜
談
集
』
卷

一
の
四
「古
堂

の
天
井
に
女
を
磔
に
か
け

　

お
く
事
」
に
基
き
、
卷
五
の
六

「
た
こ
も
お
そ
ろ
し
き
事
」
は

『
義
殘
後
覺
』
卷
四

「
大
蛸

の
事
」
に
出
て
居
る
Q　
叉
既

に
述

べ
た
如

'　

・く
、
卷

三
の

一
'「卒
都
婆

の
子
う
む
事
」
は

『
因
果
物
語
』
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ら
う
Q
も
し
子
細
に
調
査
を
試

み
る
な
ら
ば
、
そ
の
他

　

に
も
な
ほ
夊
献
上
の
關
係
を
知
る
べ
き
も

の
は
多
い
に
ち
が
び
な

い
。
だ
が
い
つ
れ
に
せ
よ
前
述
の
如
く
、
『
曾
呂
利
物
語
』
と
直
接
の
交

　

渉
を
有
し
、
若
し
く
は
同

一
系
統
に
屬
す
べ
き
論
話
を
多
く
含
む
事
は
、
そ
の
,大
部
分
が
や
は
り
御
伽

の
咄
と
し
セ

の
性
質
を
も
つ
.て
居

　
　
た
も
の
で
あ
る
事
を
十
分
推
察
せ
し
め
る
。
「
と
の
ゐ
草
」
、
叉

「
御
伽
物
語
」
と
い
ふ
題
名
も
ま
た
明
か
に
そ

の
意
を
示
す
も

の
で
あ
ら

　
　
う
Q
『
義
殘
後
覺
』
の

一
節
が
そ
の
粉
本
と
な

つ
て
居
る
,如
き
も
、
同
書

の
内
容
が
當
時
屡

≧
御
伽
衆
の
話
題
と
な
つ
た
武
邊
咄
や
怪
異
談

　
　
の
集
と
見
て
も
宜
い
點
で
、
そ
の
關
係
は
輕

辷
に
看
す
ご
せ
な

い
Q
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
更
に
注
意
す
べ
き
は
、

さ
う
し
た

『
曾
呂
利
物

　

語
』
や
そ
の
他
の
御
伽
の
咄
に
胚
胎
し
た
論
話
が
、
『
と
の
ゐ
草
』
に
於
い
て
い
か
に
文
藝
的
な
成
長
を
途
げ
て
居

る
か
と
い
ふ
事
で
あ

　

る
Q
そ
れ
は
前
に
あ
げ
た

『
曾
呂
利
物
語
』
と

『
と
の
ゐ
草
』
と
の
樹
照
表
に
つ
い
て
、
　
一
辷
こ
れ
を
吟
味
し
て
も
直
に
知
ら
れ
る
事
で

　

あ
る
が
、
例

へ
ば

.『
と
の
ゐ
草
』
卷

二
の
十

一
「
小
宰
相
の
局
幽
靈
の
事
」
の
中
で
、
座
頭
團
都
が
耳
を
失

つ
た
話
は
、
『
曾
呂
利
物
語
』

　
　

の
「
耳
き
れ
う
ん
い
ち
が
事
」
と
關
係
が
あ
り
、i

類
話
は
當
時
の
他
書
に
も
見
え
、
柳
田
國
男
氏
の

『
一
ッ
目
小
僭
』
に
よ
れ
ば
民
間

　

論
話
と
し
て
も
各
地
に
散
在
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。
1

こ
れ
に
他
の
論
話
を
取
合
せ
、
も
し
く
は
作
者
が
新
に
想

を
加

へ
て
構
成
し
た
も

　
　
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
の
結
果
い
か
に
紳
秘
的
な
怪
奇
美
が
読
話
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
居
る
か
は
、

一
讀
し
て
明
か
な
所
で
あ
る
Q



後
年
『
御
伽
厚
化
粧
』
(享
保
十
九
年
刊
)
の

一
節
に
見
え
る

「
赤
間
關
留
幽
鬼
」
は
、
『
と
の
ゐ
草
』
に
殆
ど
そ
の
ま

ゝ
據

つ
た
の
で
・
更
に

小
泉
八
雲
の

『
怪
談
』
(国
を
塑
峯
爭昌
)
中

の

一
話
　
同
げ
Φ
乙Q
8
曙

○
協　
冒
ぼ
旨
器
げ
凶
国
08
ぼ
　
へ
系
統
を
引
い
て
居
る
。
叉

『
と
の
ゐ
草
』

卷
二
の
四

「
甲
州
の
辻
堂
に
化
物
あ
る
事
」
は
、
『
伽
婢
子
』
卷
十
三

「
山
中
の
鬼
魅
」
と
共
に
、
『
曾
呂
利
物
語
』
卷
四
の
六

「惡
縁
に

あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
か
ら
系
統
を
引
い
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
論
話
の
悲
劇
的
な
效
果
に
於
い
て
、
『
と
の
ゐ
草
』
は
む

し
ろ
『
伽
婢
子
』
の
上
に

あ
る
と
言

つ
て
宜
い
。
更
に
又

『
因
果
物
語
』
や

『
奇
異
雜
談
集
』
か
ら
の
換
骨
奪
胎
ぶ
り
に
よ
つ
て
も
、
『
と
の

ゐ
草
』
の
文
藝
的
素
質
は
釜

々
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
『
因
果
物
語
』
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
『
奇
異
雜
談
集
』
に
も
な
ほ
佛
読
的
臭
味

を
脱
し
な
い
點
が
多
い
が
、
『
と
の
ゐ
草
』
で
ぽ
そ
れ
が
全
く
傳
奇
・小
読

の
興
味
を
中
心
に
し
た
も
の
に
な

つ
て
居
る
。
か
う
し
て

『
曾

呂
利
物
語
』
か
ら

『
と
の
ゐ
草
』

へ
の
展
開
を
見
る
時
、
御
伽
の
咄
に
發
し
た
近
世
怪
異
小
読

の
大
き
な

一
源
流

が
、
そ
こ
に
鮮
か
に
看

・取
さ
れ
る
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
近
世
怪
異
小
論
.の

一
源
流
と
し
て
、
『
曾
呂
利
物
語
』
・
『
と
の
ゐ
草
』等

の
地
位
を
明
か
に
す
る
に
は
、
な
ほ
そ
れ
ら
が
後
出

の
怪
異
小

論
に
及
し
た
影
響
に
つ
い
て
読
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に

つ
い
て
は
な
ほ
十
分
に
調

べ
て
居
な

い
し
、
文
た
?
論
話
の
類
似
の

み
を
あ
げ
て
も
、
そ
れ
が
直
接

の
關
…係
も
し
く
は
年
代

の
聯
繋
と
い
ふ
や
う
な
點
で
取
上
げ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
史
的
展
開
蓼
論
す
る
上

に
は
む
し
ろ
無
藻

に
誓

。
例
へ
ば
萋

紙

暴

山
伏
.
.獅
懸

』
(艱

莚

の
前
豢

『
魯

利
物
語
』
卷

一
の
+

「
狐
を
お
ど

し
て
や
が
て
あ
た
を
な
す
事
」
と
全
く
同

一
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
直
に
兩
者

の
交
渉
を
考

へ
る
事
は
出
來

な
い
。
假
に
交
渉
が
あ

つ
た
と
し
て
も
、
こ
ゝ
に
問
題
と
な
る

點
、は
論
話
の
援
用
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
滑
稽
化
さ
れ
黄
表
紙
化
さ
れ
,て
來
た
徑
路
に
あ

る
べ
き
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近
世
怪
異
小
訳記
の
一.源
流
　
　
　
　
　,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

で
、そ
の
や
う
な
問
題
は
や
が
て
文
藝
の

一
般
的
な
肚
會
性

・
時
代
性
と
關
聯
し
て
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
今
は
姑

く
こ
の
小
論
の
範
圍
を
こ
ゝ
に
止
め
て
お
く
。
た
穿
因
に
附
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
と
の
ゐ
草
』
の
原
作
自
體

が
、
『
曾
呂
利
物
語
』
と

同
彎

そ
の
後
嬖

板
畫

ね
て
居
る
事
で
あ
る
・
す
で
に

『
御
伽
物
語
』
と
題
し
た
別
板
が
あ
る
事
は
曁

の
通
り
で
あ
る
が

(
斗

孺

の
忍
鮃

読

潔
衷

.聾

秘
鑼

詮

糴

需

梦

澱

く
)
、
又

『
と
の
ゐ
草
』
の
卷
四
を
上
卷
、
卷
五
を
下
卷
と
し
、

冒

待
草
』

と
題
し
た
上
下
二
栞

も
行
は
れ
た
(
こ
れ
は
『
と
の
勾
草
』
の
板
下

を
そ
の
ま
ゝ
利
用
し
て
居
る
。
)
。

刊
年
は
未
詳
で
あ
る
が
や
は
り
延
蠶

で
あ
ら
う
。
更
に
下
つ
て

明
和
四
年
刊

『
怪
談
笈
日
記
』
(臥
仙
子
大
江
文
坡
作
)五
卷
並
に
明
和
五
年
刊

『
怪
談
と
の
ゐ
袋
』
(臥
仙
子
大
江
丈
坡
作
)
五
卷
も
、
實
は

『
と

の
ゐ
草
』
の
改
題
本
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

こ
れ
は
兩
書
と
も
各
卷
の
始
め
毎
に
、

一
二
條

の
新
し
い
話
を
加

へ
た
だ
げ
で
、
他
は

『
と
の

ゐ
草
』
の
各
卷
か
ら
原
作
を
そ
の
ま
ゝ
數
條
づ
ゝ
拔
き
、
こ
れ
を
適
宜
に
按
排
し
た
も
の
で
、
板
木
ま
で
も
舊
板
を
利
用
し
た
ら
し
い
。

と
も
あ
れ
か
う
し
て
此
の
書
が
後
世
ま
で
行
は
れ
た
事
は
、
單
に
読
話
の
流
布

・
系
統
を
考
察
す
る
上
か
ら
だ
け
で
も
注
意
を
要
す
る
で

あ
ら
う
。
な
ほ

『
と
の
ゐ
草
』
の
中
に
も
、
や
は
り
支
那
小
読
の
影
響
と
認
む
べ
き
も
の
は
存
し
、
そ
こ
に

『
伽
婢
子
』
に
對
す
る
と
同

樣
な
見
方
も
ま
た
當
然
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
今
は
專
ら
近
世
怪
異
小
論

の
大
き
な

一
源
流
が
、
御
伽

の
咄
に
發
し
て
居
る
事

を
理
解
す
る
爲
に
、
『
曾
呂
利
物
語
』
や

『
と
の
ゐ
草
』

の
歴
史
的

・
文
藝
的
地
位
を
明
か
に
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。


