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は
じ
め
に

「
山
中
常
盤
」
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
言
説

絵
と
詞
書
－
視
覚
化
に
つ
い
て

結
論
1
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
女
性
表
象

お
わ
り
に

注
釈

は
じ
め
に

　
か
つ
て
「
日
本
美
術
史
」
で
「
絵
巻
」
と
言
え
ば
、
平
安
後
期
の

「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
な
ど
が
最
も
優
れ
た
も
の
と

さ
れ
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
以
降
の
絵
巻
は
さ
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
近
世
ー
こ
こ
で
は
桃
山
以
降
江
戸
前
期

山
内
菜
央
子

の
そ
れ
は
質
的
に
低
下
し
、
見
る
べ
き
ほ
ど
の
作
品
も
な
く
、
も
は

や
絵
巻
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
（
－
）
。
だ
が
、

近
年
そ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
近
世
の
絵
巻
は
様
々
な

芸
能
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
お
話
を
工
房
な
ど
が
絵
画
化

し
た
も
の
で
、
や
は
り
類
型
化
は
免
れ
得
な
い
。
と
は
い
え
、
細
部

に
わ
た
り
非
常
に
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
や
、
絵
の
具
や
料

紙
装
飾
の
鮮
や
か
さ
、
あ
る
い
は
庶
民
文
化
の
活
発
化
と
絵
巻
と
の

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
濃
彩
色
の
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
も
ま
た
、
①

古
浄
瑠
璃
『
山
中
常
盤
』
（
母
・
常
盤
御
前
と
牛
若
丸
の
一
連
の
物
語

で
あ
る
「
常
盤
物
」
の
」
つ
）
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
②
同
じ
場

面
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
③
辻
惟
雄
氏
が
古
浄
瑠
璃
絵
巻
群
（
3
）
と
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呼
ぶ
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
の
作
品
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
ー
な
ど

の
点
で
、
他
の
近
世
絵
巻
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ

の
絵
巻
の
場
合
は
、
近
世
の
異
色
の
画
家
岩
佐
又
兵
衛
（
4
）
を
中
心

に
し
て
戦
前
か
ら
盛
ん
に
研
究
さ
れ
、
果
た
し
て
又
兵
衛
筆
か
否
か

と
い
う
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
は
特
筆
に
価
す
る
。
論

争
が
一
応
の
終
結
を
迎
え
、
近
世
絵
巻
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
今
、

「
山
中
常
盤
絵
巻
」
を
詳
し
く
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
制
作
当
時
は
も
と
よ
り
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
果
た

し
て
い
る
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
機
能
を
探
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

ま
ず
前
述
し
た
論
争
、
先
行
研
究
、
常
盤
を
始
め
女
性
に
関
す
る
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ざ

説
（
た
だ
し
、
四
巻
に
対
す
る
先
行
研
究
者
の
具
体
的
な
眼
差
し
は

後
述
す
る
）
を
概
観
し
、
着
眼
点
を
提
示
す
る
。
そ
の
後
、
彼
女
ら

が
ど
の
よ
う
な
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
し
な
が
ら
詞

書
と
絵
を
比
較
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詞
書
（
テ
キ
ス
ト
）
が
語
っ
て

い
る
内
容
（
言
語
表
現
）
と
、
そ
こ
か
ら
画
家
が
着
想
を
得
て
絵
に

よ
っ
て
直
接
的
に
訴
え
て
い
る
も
の
（
視
覚
的
表
象
）
と
の
間
に
は
、

多
く
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ズ
レ
と
は
当
然
、

画
家
や
注
文
主
が
そ
の
よ
う
な
絵
を
表
象
し
た
い
／
見
た
い
と
い
う

願
望
か
ら
生
ま
れ
、
強
調
さ
れ
た
結
果
な
の
だ
。
「
山
中
常
盤
絵
巻
」

が
発
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

「
山
中
常
盤
」
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
言
説

　
ま
ず
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
体
裁
を
簡
単
に
言
う
と
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
ば
く

　
全
十
二
巻
完
結
で
、
表
装
は
錦
の
唐
獅
子
文
、
見
返
し
は
金
箔
地

に
菊
の
花
や
卍
の
文
様
が
見
ら
れ
る
。
本
文
は
一
紙
縦
三
十
四
・
一
セ

ン
チ
、
横
九
十
セ
ン
チ
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
も
の
を
十
三
枚

ほ
ど
継
い
で
い
る
。
一
巻
の
長
さ
は
十
二
・
五
メ
ー
ト
ル
前
後
、
全
巻

で
は
百
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超
す
。
詞
書
は
金
銀
泥
で
植
物
や
鳥
な
ど

を
あ
し
ら
っ
た
下
絵
の
上
に
青
蓮
院
流
で
書
か
れ
る
。
群
青
や
丹
、

ご
ふ
ん

胡
粉
な
ど
で
着
色
し
た
絵
と
、
詞
書
と
は
別
々
の
紙
に
仕
立
て
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
一
の
紙
に
か
き
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
。　

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
こ
の
絵
巻
を
発
見
し
、
最
初
の
所
有

者
で
あ
っ
た
長
谷
川
巳
之
吉
氏
は
「
又
兵
衛
筆
」
を
主
張
し
た
後
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
山
中
常
盤
』
に
描
か
れ
て
ゐ
る
思
想

　
　
　
　
　
こ
う
さ

に
は
三
様
の
交
叉
が
あ
る
。
一
に
は
母
性
愛
の
思
想
、
二
に
は
悪
に

対
す
る
懲
罰
の
思
想
、
三
に
は
正
義
に
対
す
る
日
本
女
性
の
強
さ
と

美
し
さ
を
讃
美
す
る
思
想
（
中
略
）
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
三
様

　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぜ
ん

の
結
合
に
依
る
構
図
、
描
法
が
渾
然
と
し
て
大
な
る
戯
作
的
創
作
と

し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
事
だ
け
を
考
へ
て
み
て
も
、
又
丘
ハ
衛
が
偉
大
な
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お
も

ド
ラ
マ
チ
ス
ト
で
あ
る
事
が
深
く
惟
は
れ
る
（
5
）
」
（
傍
線
引
用
者
、

以
下
同
）
。
さ
ら
に
氏
は
別
の
コ
ラ
ム
に
「
子
ゆ
え
の
愛
に
草
鮭
を
は

か
せ
て
遠
く
幾
山
河
も
越
え
さ
せ
、
そ
の
う
へ
裸
に
ま
で
む
い
て
、

そ
し
て
惨
殺
さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
単
に
戦
国
時
代
の
空
気
だ
な
ど

と
云
っ
て
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
（
6
）
」
と
す
る
。

こ
れ
が
書
か
れ
た
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
は
国
際
連
盟
を
脱
退
し

た
年
に
当
た
り
、
国
家
政
策
の
中
で
母
性
主
義
や
優
生
思
想
が
台
頭

し
て
い
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
背
景
を
頭

に
入
れ
て
も
な
お
、
長
谷
川
氏
の
言
説
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
。

第
一
に
、
詞
書
が
語
っ
て
い
る
内
容
と
絵
に
よ
っ
て
訴
え
て
い
る
も

の
が
か
け
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
混
同
し
、
ま
た
画
家
の
思

想
は
、
ま
ず
も
っ
て
絵
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て

読
み
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
浄
瑠
璃
I

I
詞
書
が
あ
た
か
も
又
兵
衛
の
思
想
を
直
接
に
語
っ
て
い
る
か
の
よ

　
　
と
ロ
リ

う
に
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
詞
書
や
絵
は
本
当
に
母
や

女
性
の
美
し
さ
を
描
い
た
も
の
な
の
か
。
逆
に
男
性
は
ど
う
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
果
た
し
て
常
盤
は
「
子
ゆ
え
の
愛
に
」
よ
っ

て
、
言
い
換
え
れ
ば
犠
牲
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
三
点
は

い
ず
れ
も
、
後
の
分
析
で
の
重
要
な
着
眼
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
岩
佐
又
兵
衛
筆
と
唱
え
た
長
谷
川
氏
ら
に
対
し
て
、
批
判
し
た
の

は
藤
懸
静
也
氏
だ
っ
た
。
藤
懸
氏
の
、
又
兵
衛
風
で
は
あ
る
が
「
そ

　
　
　
す
こ
ぶ
　
き
ょ
う
げ
き

の
筆
致
は
頗
る
矯
激
（
7
）
」
で
又
兵
衛
筆
で
は
な
い
（
浮
世
絵
の
開

祖
は
又
兵
衛
で
は
な
い
と
も
言
及
）
、
と
す
る
見
解
が
戦
後
に
か
け
て

一
般
的
と
な
っ
た
が
、
論
争
を
一
気
に
解
決
し
た
の
は
辻
惟
雄
氏
で

あ
る
。
辻
氏
は
、
①
全
巻
百
五
十
メ
ー
ト
ル
も
の
絵
巻
が
一
人
の
手

に
よ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
描
写
の
違
い
か
ら
又
兵
衛
の
工
房
作
と

言
え
る
②
し
か
し
前
半
、
特
に
常
盤
が
夜
盗
に
殺
さ
れ
る
部
分
は
又

兵
衛
自
筆
③
津
山
の
松
平
家
（
松
平
忠
直
の
家
系
）
に
あ
っ
た
こ
の

絵
巻
の
制
作
年
代
は
、
又
兵
衛
が
福
井
に
い
た
元
和
末
か
ら
寛
永
初

年
ー
と
考
察
し
た
（
8
）
。
こ
れ
が
現
在
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

①
、
③
に
は
私
も
異
論
は
な
い
。

　
辻
氏
は
②
の
根
拠
と
し
て
技
法
の
ほ
か
に
、
又
兵
衛
の
生
い
立
ち

も
挙
げ
て
「
そ
の
受
難
の
姿
に
、
痛
ま
し
く
殺
さ
れ
た
生
母
を
二
重

映
し
に
し
て
鎮
魂
の
意
を
込
め
る
の
で
あ
る
（
9
）
」
。
「
山
中
常
盤
絵

巻
」
に
母
子
表
現
が
散
見
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、
信
多
純
一
氏
も

「
母
子
像
に
対
す
る
こ
の
画
家
の
格
別
の
関
心
を
読
み
取
っ
た
と
し

て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
1
0
）
。
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
ら

う
ん
そ
れ
も
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
れ
が
読
え
物
で
あ
る
以
上
、
注

文
主
の
意
向
も
当
然
多
く
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で

着
眼
点
の
第
四
に
、
又
兵
衛
個
人
の
生
い
立
ち
を
理
由
と
す
る
こ
と

が
妥
当
な
の
か
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

　
制
作
意
図
を
岩
佐
又
兵
衛
と
い
う
特
定
の
画
家
に
集
約
す
る
の
は
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適
切
で
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
以
降
は
特
別
な
場
合
を
除
い
て
「
工

房
」
と
表
記
す
る
。

絵
と
詞
書
ー
1
視
覚
化
に
つ
い
て

　
紙
数
の
都
合
上
、
全
段
に
わ
た
っ
て
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

は
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
場
面
を
実
際
に
見
る
こ
と
に
し
よ

う
。　

春
、
十
五
歳
に
な
っ
た
牛
若
が
平
家
を
討
つ
た
め
に
奥
州
に
下
る

と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
常
盤
は
我
が
子
の
行
方
を
案
じ
て
嘆

き
悲
し
み
、
「
こ
ゆ
へ
の
や
み
に
ま
よ
ふ
と
て
（
一
巻
五
段
詞
書
）
」

歩
い
て
清
水
寺
へ
行
き
、
願
掛
け
を
す
る
。
図
1
は
一
巻
六
段
、
常

　
　
わ
に

盤
が
鰐
口
を
鳴
ら
し
「
う
し
わ
か
ま
る
に
、
こ
ん
じ
や
う
に
て
、
い

ま
ひ
と
た
び
、
た
い
め
ん
さ
せ
て
、
た
び
た
ま
へ
」
と
祈
る
が
利
益

は
な
か
っ
た
、
と
詞
書
に
あ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
心
に
祈

っ
て
い
る
常
盤
と
侍
従
の
ほ
か
に
、
詞
書
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
り

く
の
人
物
が
登
場
す
る
。
水
を
運
ぶ
男
、
水
垢
離
を
と
る
者
、
物
を

売
る
女
、
そ
れ
を
見
て
い
る
母
子
、
巡
礼
者
や
僧
侶
な
ど
が
描
か
れ

る
。　

こ
こ
は
鑑
賞
者
の
視
線
を
常
盤
に
向
け
さ
せ
る
よ
う
に
工
夫
が
し

て
あ
る
。
第
一
に
、
ほ
か
の
人
物
は
絵
巻
制
作
当
時
の
服
装
や
生
活

状
況
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
と
比
べ

る
と
常
盤
主
従
は
豪
華
な
小
袖
を
ま
と
っ
て
目
立
っ
て
お
り
、
身
分

差
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
彼
女
た
ち
だ
け
が
手
を
合
わ
せ

て
拝
ん
で
い
る
。
第
三
に
主
従
と
ほ
か
の
人
々
と
の
間
に
は
一
定
の

空
間
が
存
在
す
る
。
第
四
に
、
何
よ
り
そ
こ
へ
見
る
も
の
の
注
目
を

浴
び
せ
た
い
と
い
う
工
房
の
意
図
に
よ
っ
て
だ
ろ
う
、
周
囲
の
登
場

人
物
の
視
線
が
常
盤
主
従
へ
と
集
中
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
そ
の
視
線
は
そ
れ
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
常
盤
と
侍
従
を
見
て
い
る
の
は
七
人
の
男
性
で
あ
る
。
更

に
こ
の
う
ち
五
人
が
僧
侶
。
主
従
二
人
は
打
ち
掛
け
を
す
っ
ぽ
り
か

ぶ
っ
て
、
白
い
手
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、

こ
の
絵
巻
を
鑑
賞
し
て
い
る
私
た
ち
の
位
置
か
ら
は
見
え
な
い
と
い

う
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
い
る
位
置
か
ら
は
横
顔
が
見
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う

の
だ
ろ
う
。
右
側
に
い
る
僧
侶
の
一
人
が
惚
け
た
表
情
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
彼
の
目
に
映
る
常
盤
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
ゆ
え
の
こ
と

で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
鑑
賞
者
に
伝
え
る
機
能
を
な
し
て
い
る
。
そ

　
　
　
さ
い
せ
ん

の
上
、
寮
銭
箱
の
裏
に
隠
れ
て
二
人
の
顔
を
正
面
か
ら
盗
み
見
よ
う

と
し
て
い
る
小
坊
主
ま
で
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
で
見
て
い

る
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
欧
文
化
比

較
』
で
痛
烈
に
批
判
さ
れ
、
ま
た
『
醒
酔
笑
』
（
元
和
九
年
）
や
『
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ゆ

の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
（
寛
永
期
）
に
お
い
て
も
椰
楡
さ
れ
て
い
る

（
1
1
）
、
堕
落
し
た
、
俗
物
と
し
て
の
僧
侶
は
、
性
的
対
象
物
と
し
て
の
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視
線
を
常
盤
に
浴
び
せ
て
い
る
。
視
線
に
は
画
家
が
見
る
も
の
を
そ

こ
に
引
き
付
け
た
い
と
す
る
意
図
と
、
性
的
な
意
味
の
付
与
と
二
つ

の
機
能
が
同
時
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
常
盤
主
従
が
性
的
対
象
物
と
し
て
、
男
性
に
見
ら
れ

る
構
図
を
持
っ
た
絵
は
、
一
巻
六
段
だ
け
で
は
な
い
。
奥
州
か
ら
牛

若
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
常
盤
が
、
侍
従
と
と
も
に
京
都
か
ら
奥
州

を
目
指
し
て
旅
を
す
る
、
か
な
り
速
い
テ
ン
ポ
で
進
ん
で
い
く
道
行

き
で
も
、
そ
こ
か
し
こ
で
視
線
を
受
け
て
い
る
。
挙
げ
れ
ば
き
り
が

な
い
が
、
例
え
ば
「
な
を
も
お
も
ひ
は
、
せ
た
の
か
ら
は
し
、
な
み

だ
と
と
も
に
、
う
ち
わ
た
り
」
と
詞
書
に
あ
る
三
巻
一
段
は
、
涙
を

流
し
て
瀬
田
の
唐
橋
を
渡
っ
て
い
る
白
い
肌
の
常
盤
主
従
の
絵
が
周

り
よ
り
ひ
と
回
り
大
き
く
描
か
れ
る
（
図
2
）
。
こ
こ
に
は
主
従
以
外

に
二
十
人
い
る
が
、
常
盤
を
眺
め
て
い
る
八
人
は
、
男
性
で
あ
る
。

ま
た
、
図
3
は
「
ゑ
ち
が
は
わ
た
れ
ば
ち
ど
り
な
く
」
と
、
川
を
渡

っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
こ
こ
で
も
、
物
珍
し
そ
う
に
眺
め
て
い
る
の
は

　
　
　
す
そ

着
物
の
裾
を
た
く
し
上
げ
た
男
性
で
あ
る
。
画
面
で
は
、
個
性
の
乏

し
い
常
盤
主
従
は
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
と
も
判
別
し
に
く
く
、
「
母
」
と

し
て
の
立
場
で
な
く
、
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
欲
望
の
対
象
と
し

て
の
「
女
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
せ
め
く
ち
の
六

郎
を
始
め
と
す
る
夜
盗
の
視
線
と
襲
撃
に
先
行
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
の

よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
名
所
を
書
き
連
ね
て
い
る
道
行
き
場
面
で
の
詞
書
に

は
、
一
巻
五
段
と
同
様
に
「
こ
ゆ
へ
の
や
み
に
ま
よ
ふ
と
は
、
い
ま

こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
た
れ
」
（
三
巻
九
段
）
と
、
古
浄
瑠
璃
『
山
中
常

盤
』
の
母
性
観
を
示
す
言
葉
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
常
盤
が
「
吐

露
」
す
る
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詞
書
の
文
章
を

作
っ
た
（
書
い
た
）
者
に
よ
っ
て
彼
女
は
言
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
（
一
巻
四
段
、
同
七
段
、
二
巻
四
段
な
ど
）
と

い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
牛
若
に
対
す
る
常
盤
の
衝
動
を
形

容
し
て
お
り
、
現
代
の
コ
畏
れ
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
。
後
述
す
る
が
詞
書
は
、
”
母
と
は
先
行
き
も
考
え
な
け
愚
か
な

　
　
　
　
　
　
さ
と

も
の
な
の
だ
”
と
諭
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
巻
十
三
段
で
山
中
の
宿
に
着
い
た
常
盤
は
次
段
で
病
に
倒
れ
、

夜
盗
の
襲
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
な
か
の
て
い
ま
で
、
み
だ
れ
い
り
、
（
中
略
、
夜
盗
が
着
物
を
）

わ
れ
も
わ
れ
も
と
、
む
ば
い
と
り
、
も
ん
ぐ
わ
ひ
さ
し
て
ぞ
、
い
で

に
け
る
」
（
四
巻
四
段
、
図
4
）
、
「
と
き
は
こ
の
よ
し
、
御
ら
ん
じ
て
、

か
れ
う
び
ん
な
る
、
こ
ゑ
を
あ
げ
、
（
中
略
）
小
袖
を
ひ
と
つ
え
さ
せ

よ
、
な
に
に
て
は
だ
へ
を
か
く
す
べ
し
」
返
し
て
く
れ
な
い
の
な
ら

殺
せ
と
叫
ぶ
段
（
同
五
段
、
図
5
）
、
せ
め
く
ち
の
六
郎
が
常
盤
の
髪

を
手
に
巻
い
て
「
か
な
た
へ
と
お
れ
」
と
刀
を
刺
す
段
（
同
六
段
、

図
6
）
、
侍
従
も
殺
さ
れ
る
段
（
同
八
段
、
図
7
）
と
続
く
。
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図
4
で
は
、
今
ま
さ
に
着
物
を
脱
が
さ
れ
、
顔
を
歪
ま
せ
て
い
る

侍
従
の
姿
が
鑑
賞
者
の
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
侍
従
の
白
く
、
し

か
し
や
や
紅
潮
し
た
肌
と
豊
頬
長
願
の
容
貌
と
、
夜
盗
の
浅
黒
い
肌

や
太
い
眉
、
大
き
な
目
や
鼻
や
口
に
、
襲
う
者
と
襲
わ
れ
る
者
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ

違
い
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
夜
盗
は
侍
従
の
肌
を
覗
き
込
む
の
だ
。

し
か
も
こ
の
描
写
は
詞
書
に
も
、
更
に
そ
れ
ま
で
の
絵
自
体
の
流
れ

に
も
沿
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
三
巻
十
五
段
に
は
病

に
な
っ
た
常
盤
に
侍
従
が
小
袖
を
か
け
て
看
病
し
た
と
詞
書
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
絵
の
ほ
う
も
そ
の
と
お
り
に
侍
従
は
小
袖
を
脱
い
で

い
る
（
図
8
）
。
本
来
な
ら
ば
侍
従
は
小
袖
を
着
て
い
る
は
ず
が
な
く
、

図
4
の
よ
う
に
い
き
な
り
肌
が
露
出
さ
れ
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
は

ず
な
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
無
視
し
て
ま
で
描

こ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
工
房
、
注
文
主
の
欲
望
に
満
ち
た
視
線
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
図
5
も
、
詞
書
の
わ
り
に
肌
を
隠
そ
う
と
も
せ
ず
に
訴
え
て
お
り
、

刀
を
突
き
刺
さ
れ
た
常
盤
に
は
何
の
苦
痛
も
見
ら
れ
な
い
（
図
6
）
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
興
奮
し
た
表
情
の
せ
め
く
ち
の
六
郎
は
喜
び
に
満

ち
て
常
盤
を
見
下
ろ
す
。
佐
藤
康
宏
氏
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

こ
れ
は
性
交
の
姿
態
の
よ
う
に
四
肢
を
広
げ
、
男
根
の
貫
通
を
受
け

た
常
盤
の
姿
な
の
だ
（
1
2
）
。
豪
華
な
着
物
を
脱
が
さ
れ
、
常
盤
と
侍

従
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
夜
盗
と
の
身
分
差
も

は
く剥

奪
さ
れ
た
の
だ
。
二
人
は
襲
わ
れ
る
た
だ
の
「
女
」
と
な
っ
た
。

詞
書
に
は
ど
こ
を
刺
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
絵
は
心
臓
の
あ
る

左
胸
で
な
く
、
中
央
を
刺
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
常
盤
の
乳
房

は
あ
ら
わ
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
レ
イ
プ
を
思
わ
せ
る
。
強

調
す
る
た
め
に
胸
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
鮮
血
が
流
れ
て
い
る
の
が
、

何
よ
り
も
彼
女
が
犠
牲
的
な
死
を
遂
げ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語

つ
て
い
よ
う
。

　
図
7
の
侍
従
は
縁
側
で
、
夜
盗
の
ほ
り
の
小
六
に
髪
を
引
っ
張
ら

れ
て
後
ろ
か
ら
殺
さ
れ
て
い
る
。
図
6
の
常
盤
と
同
様
に
目
を
閉
じ
、

口
を
わ
ず
か
に
開
け
た
そ
の
顔
に
は
や
は
り
苦
痛
の
色
を
う
か
が
う

こ
と
が
出
来
な
い
。
左
手
を
夜
盗
に
も
た
れ
か
け
て
い
る
の
も
、
全

く
抵
抗
を
示
さ
ず
、
す
べ
て
を
委
ね
き
っ
て
い
る
お
も
む
き
が
あ
る
。

虐
殺
の
雰
囲
気
の
薄
い
詞
書
と
は
裏
腹
に
絵
は
虐
殺
そ
の
も
の
で
あ

り
、
ま
た
更
に
い
え
ば
、
絵
は
建
前
上
は
虐
殺
で
あ
っ
て
も
、
く
ね

ら
せ
た
裸
体
の
描
か
れ
方
を
見
る
と
明
ら
か
に
レ
イ
プ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
場
面
に
対
し
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
や
残
虐
性
を
見
い
だ
し
た
研
究

は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
も
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

　
辻
惟
雄
氏
は
こ
う
見
解
を
出
す
。
「
又
兵
衛
の
描
い
た
常
盤
御
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

半
裸
姿
は
文
字
通
り
衣
を
剥
が
さ
れ
た
恥
ず
か
し
い
ネ
イ
キ
ッ
ド
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
ち
ゅ
う

が
、
そ
れ
を
美
意
識
の
範
疇
の
中
で
と
ら
え
よ
う
ー
I
－
成
熟
し
た
古
同
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貴
な
女
性
の
美
し
い
裸
身
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
画
家
の
意
図

が
見
て
と
れ
る
（
1
3
）
」
「
常
盤
の
裸
像
に
よ
っ
て
あ
ぶ
な
絵
に
つ
な
が

る
女
性
の
官
能
美
を
描
き
、
読
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
（
1
4
）
」
。
ま
た
、

「
湯
女
図
」
と
岩
佐
又
兵
衛
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
佐
藤
氏
は
、

見
る
／
見
ら
れ
る
の
構
造
を
覗
き
込
ん
で
悦
に
入
れ
ば
よ
い
と
す
る

（
1
5
）
。
楽
し
ん
で
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
夜
盗
で
あ
り
、
画
家

（
工
房
）
と
注
文
主
で
あ
り
、
そ
の
表
象
を
受
け
取
る
男
性
鑑
賞
者
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
女
性
で
あ
る
私
に
は
、
こ
の
部
分
を
見
て
官

能
美
に
浸
る
こ
と
も
悦
に
入
る
こ
と
も
な
い
。
楽
し
む
こ
と
も
な
い
。

「
サ
ー
ビ
ス
精
神
（
1
6
）
」
な
ど
論
外
で
あ
る
。

　
野
卑
な
夜
盗
と
、
殺
さ
れ
る
主
従
。
夜
盗
の
姿
に
ユ
ー
モ
ア
（
1
7
）

を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
夜
盗
と
鑑
賞
者
の
間
に
大
き
な
距
離

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
リ
ン
ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
氏
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
「
話
の
中
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
が
論
争
の
余
地
の
な
い
『
他

者
で
あ
る
こ
と
』
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
を
正
当
化
し

た
（
1
8
）
」
の
で
あ
る
。
自
分
は
絶
対
に
夜
盗
で
は
な
い
と
い
う
一
種

の
安
心
感
が
、
絵
巻
を
楽
し
ん
で
鑑
賞
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

池
田
忍
氏
も
「
平
治
物
語
絵
巻
」
に
お
け
る
女
性
の
身
体
に
つ
い
て

の
考
察
の
中
で
、
「
暴
力
の
直
接
の
加
害
者
と
鑑
賞
者
と
の
間
に
隔
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
う
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い

り
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
躁
踊
さ
れ
る
女
性
の
身
体
を
譜

ぎ
ギ
く

誰
的
に
眺
め
る
鑑
賞
者
の
暗
い
性
的
幻
想
が
成
立
す
る
（
1
9
）
」
と
指

摘
す
る
。
演
出
性
の
強
い
夜
盗
は
、
注
文
を
し
た
大
名
や
鑑
賞
者
だ

っ
た
当
時
の
武
士
階
級
、
そ
し
て
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
「
他

者
」
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
鑑
賞
者
は
み
ず
か
ら
の
手
を
汚
す
こ
と

な
く
、
楽
し
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
り
く

　
驚
く
こ
と
に
、
常
盤
主
従
の
裸
体
を
見
せ
る
傾
向
は
、
殺
鐵
が
終

わ
り
山
中
の
宿
の
大
夫
に
発
見
さ
れ
た
後
に
も
続
い
て
い
る
。
先
取

り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
五
巻
は
、
死
の
間
際
ま
で
彼
女
ら
が
客

体
と
し
て
、
つ
ま
り
性
的
対
象
物
と
し
て
、
登
場
す
る
大
夫
や
こ
の

絵
巻
を
手
に
し
た
も
の
に
鑑
賞
さ
れ
る
一
方
、
詞
書
に
は
女
性
の
罪

業
観
が
表
れ
て
い
る
。
一
段
で
は
宿
の
大
夫
が
彼
女
の
素
性
を
問
い
、

二
、
三
段
で
常
盤
が
そ
れ
に
答
え
て
身
の
上
話
を
し
て
息
絶
え
る
。

四
段
で
遺
言
ど
お
り
に
大
夫
と
そ
の
女
房
に
よ
っ
て
土
葬
に
さ
れ
る

こ
と
が
、
大
ま
か
な
話
の
流
れ
で
あ
る
。

　
以
下
、
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
第

一
点
は
、
そ
の
三
段
の
詞
書
で
あ
る
。
他
の
個
所
で
簡
潔
に
物
語
が

書
か
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
行
数
で
言
え
ば
三
十
四
行
に
も

わ
た
っ
て
、
詳
細
に
殺
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
常
盤
自
ら
が
明
か

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
は
「
母
の
せ
り
ふ
」
に
と
て
も
力

を
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鞍
馬
を
出
て
、
行
方
を
く
ら

ま
せ
た
牛
若
を
神
仏
に
祈
願
す
る
心
情
を
「
お
や
の
み
の
、
か
な
し

さ
」
と
捉
え
、
会
え
な
い
ま
ま
死
ぬ
我
が
身
を
口
惜
し
が
る
。
そ
し
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て
こ
の
元
凶
を
「
こ
と
の
た
と
へ
に
も
、
き
じ
は
か
ひ
ご
を
、
か
な

し
み
て
、
を
の
れ
と
、
の
べ
に
、
や
け
し
す
る
。
う
つ
ば
り
の
つ
ば

め
も
、
こ
ゆ
へ
の
や
み
に
ま
よ
ふ
と
は
、
い
ま
こ
そ
、
お
も
ひ
し
ら

れ
た
れ
」
と
し
て
い
る
。
子
を
ひ
た
す
ら
思
い
、
追
う
こ
と
に
対
す

　
　
　
　
や
み

る
罪
は
、
「
闇
に
迷
う
」
と
い
う
表
現
を
こ
れ
ま
で
三
度
繰
り
返
し
て

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
調
し
て
い
る
。
続
け
て
、
「
お
ん
な
は
、

五
し
や
う
三
じ
う
に
、
え
ら
ば
れ
て
、
つ
み
の
ふ
か
ひ
と
、
う
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
が

ま
わ
る
」
。
常
盤
が
「
母
性
罪
業
」
と
「
女
ゆ
え
の
稼
れ
」
に
よ
っ
て

死
を
迎
え
た
と
認
め
る
こ
と
で
、
女
性
の
罪
障
を
享
受
者
に
も
「
そ

う
な
の
だ
」
と
、
そ
の
ま
ま
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
母
性
罪
業
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
脇
田
晴
子
氏
に
よ
る
と
、
平

安
時
代
か
ら
親
が
子
を
思
う
心
は
「
心
の
闇
」
と
言
い
習
わ
さ
れ
て

い
た
。
後
撰
集
の
藤
原
兼
輔
の
「
人
の
親
の
　
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど

も
　
子
を
思
ふ
ゆ
ゑ
に
　
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
に
依
拠
し
た
と
言
わ

れ
、
当
初
は
父
親
が
子
を
思
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
時
代

が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
「
心
の
闇
」
イ
コ
ー
ル
「
母
が
子
を
思
う
気

持
ち
」
イ
コ
ー
ル
「
盲
愛
」
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
、
脇
田
氏
は

述
べ
て
い
る
（
2
0
）
。
こ
の
考
え
方
は
具
体
的
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
は

す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
弘
安
六
年
（
｝
二
八
二
）
成
立
の
、
無
住

『
沙
石
集
』
に
は
、
上
京
し
た
娘
と
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を
嘆
い
た
母

は
、
畜
生
道
に
落
ち
て
馬
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
娘
に
会
え
な
い
ま
ま
、

ま
た
死
ん
で
し
ま
う
話
が
載
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
子
供
と
離
れ
て

嘆
く
こ
と
自
体
が
罪
業
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想

が
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
詞
書
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
古
浄
瑠
璃
や
舞
の
『
山
中
常
盤
』
と
同
じ
く
「
常
盤
物
」
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
じ
ゃ
り

る
『
常
盤
問
答
』
は
、
・
阿
閣
梨
東
光
に
よ
る
女
性
差
別
を
も
っ
と
も

示
し
て
い
る
物
語
で
あ
る
。
東
光
は
「
三
千
界
の
あ
ら
ゆ
る
男
子
の

　
　
　
　
ぼ
ん
の
う

も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
を
合
せ
集
め
、
も
つ
て
女
人
一
人
の
罪
障
と
す
。

さ
れ
ば
地
獄
は
外
に
な
し
。
女
に
か
ぎ
る
と
こ
ろ
也
」
な
ど
女
性
を

お
と
し

既
め
た
言
説
を
次
々
と
語
る
。
『
常
盤
問
答
』
で
は
、
常
盤
は
阿
閣
梨

東
光
を
追
い
つ
め
て
打
ち
負
か
す
ま
で
に
反
論
は
す
る
も
の
の
、
結

局
、
後
日
談
的
な
『
山
中
常
盤
』
で
罪
深
い
母
と
な
っ
て
し
ま
う
。

信
多
純
一
氏
が
「
（
子
ゆ
え
の
愛
の
）
強
い
執
念
は
往
生
の
妨
げ
に
な

る
こ
と
を
（
常
盤
が
）
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う

に
（
2
1
）
六
巻
一
段
に
は
、
一
日
違
い
で
母
に
会
え
ず
、
山
中
の
宿
に

泊
ま
っ
た
牛
若
の
枕
元
に
常
盤
の
霊
が
現
れ
る
。
そ
の
詞
書
は
「
む

く
ら
な
ら
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
、
と
り
つ
く
ほ
ど
に
お
も
へ
ど
も
、
馴

ど
わ
う
じ
や
う
の
な
ら
ひ
と
て
、
お
も
ふ
に
か
ひ
そ
、
な
か
り
け
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ど

と
極
楽
往
生
で
な
く
稼
土
往
生
と
な
っ
て
い
る
。
子
に
会
え
ず
客
死

し
た
常
盤
は
成
仏
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
信
多
氏
は
、
当
時
の

女
性
が
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
何
の
見
解
も
な

く
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
良
し
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
繰
り
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返
す
が
、
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
詞
書
は
、
常
盤
が
母
・
女
の
罪
を
最

終
的
に
認
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
読
者
に
も
認
め
さ
せ
、
正
当
化
さ

せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
私
は
考
え
る
。

　
第
二
点
。
以
上
の
よ
う
な
母
の
闇
、
女
性
の
劣
等
的
な
テ
キ
ス
ト

に
対
し
て
絵
の
方
は
図
9
、
図
1
0
の
よ
う
に
描
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

先
程
、
四
巻
五
段
の
と
こ
ろ
で
肌
を
隠
す
た
め
に
小
袖
を
返
し
て
ほ

し
い
と
叫
ぶ
常
盤
を
見
た
。
直
接
的
に
は
そ
の
た
め
に
刺
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
図
9
は
第
一
段
で
、
常
盤
を
痛
ま
し
げ
に
眺
め
て
い
る
大

夫
。
確
か
に
常
盤
は
着
物
を
掛
け
て
も
ら
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
四

巻
五
段
の
詞
書
か
ら
考
え
れ
ば
、
更
に
着
物
を
掛
け
る
行
為
そ
の
も

の
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
胸
の
部

分
の
み
掛
か
っ
て
い
な
い
（
2
2
）
。
乳
房
は
血
が
つ
く
こ
と
な
く
あ
ら

わ
に
な
っ
て
お
り
、
下
部
の
血
の
滴
り
に
よ
っ
て
目
立
つ
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
衣
紋
線
か
ら
、
常
盤
の
下
半

身
は
四
巻
と
同
様
に
足
を
広
げ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
ら
は
第
二
段
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
罪
障
を
告
白
し
、

神
仏
に
祈
り
な
が
ら
息
を
引
き
取
る
場
面
で
は
さ
す
が
に
た
め
ら
わ

れ
た
の
か
、
三
段
だ
け
は
、
常
般
皿
は
き
ち
ん
と
着
物
を
着
せ
ら
れ
、

足
を
ま
っ
す
ぐ
に
揃
え
て
い
る
（
図
1
0
）
。
と
す
れ
ば
、
工
房
の
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く

二
段
で
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
、
性
の
烙
印
を
押
す
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
第
三
点
。
常
盤
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い
て
、
も
は
や

助
け
た
り
着
物
を
掛
け
て
や
る
こ
と
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
軒
下
に
打
ち

捨
て
ら
れ
て
い
る
の
が
侍
従
で
あ
る
。
図
9
か
ら
図
1
0
へ
と
だ
ん
だ

ん
と
右
足
が
下
が
り
、
顔
が
沈
ん
で
い
く
無
残
な
侍
従
の
姿
は
、
周

囲
を
演
出
す
る
た
だ
の
物
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
詞
書
の
女
人
罪
業
に
対
し
て
、
絵
画
の
中

で
は
、
常
盤
は
最
後
の
最
後
ま
で
そ
の
生
々
し
い
身
体
を
見
ら
れ
続

け
、
侍
従
の
死
体
は
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
絵
巻
に
は
母
親
と
子
供
の
描
写
が
散
見
さ
れ
、
そ
の
む
つ
ま

じ
さ
か
ら
、
又
兵
衛
の
過
去
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
こ
と
は
前
述
し
た
。
牛
若
が
仇
討
ち
を
決
意
し
、
夜
盗
を
お
び
き

寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
六
巻
七
段
以
降
は
、
工
房
が
風
俗
描
写
に
力

を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
母
親
に
ま
と
わ
り
つ
く
子
供
、
石

臼
を
使
う
女
性
、
馬
に
乗
っ
て
い
る
女
性
、
岡
持
ち
や
長
刀
を
も
っ

て
い
る
下
級
武
士
、
釣
り
か
ら
帰
っ
て
き
た
人
な
ど
様
々
に
描
か
れ

る
（
図
1
1
）
。
男
性
描
写
の
多
様
さ
と
は
違
い
、
ど
こ
か
女
性
描
写
に

は
画
一
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の

　
図
1
2
は
七
巻
二
段
、
牛
若
が
、
笠
と
蓑
を
か
ぶ
っ
た
「
い
や
し
き

も
の
」
に
姿
を
変
え
て
ふ
れ
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
。
牛
若
の
画
面
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

側
に
鶏
が
二
羽
、
犬
が
一
匹
お
り
、
子
供
が
二
人
い
る
。
粉
を
挽
い

て
い
る
母
が
そ
の
う
ち
の
一
人
と
な
に
や
ら
話
を
し
て
い
る
。
こ
の
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母
親
を
見
る
と
着
物
が
は
だ
け
、
大
き
な
乳
房
が
片
方
見
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。
顔
と
体
に
比
べ
て
非
常
に
大
き
い
そ
れ
を
夫
だ
ろ
う
か
、

背
後
か
ら
こ
ち
ら
も
上
半
身
裸
で
眺
め
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
粉
を

挽
く
作
業
を
す
る
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
胸
を
見
せ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
同
じ
場
面
の
石
臼
で
作
業
を
し
て
い
る
他
の
母
子
に
は
そ
う
い

う
描
か
れ
方
を
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
母
の
左
半
身
は
柱
に
よ

っ
て
ち
ょ
う
ど
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
こ
の
露
出
は

不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
夫
の
視
線
で
も
う
半
分
も
見
た
い
と
い
う

欲
望
が
助
長
さ
れ
る
作
用
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
沿
道
の
小
さ
な
一
コ
マ
で
も
、
や
は
り
工
房
は
子
供
に

対
す
る
「
母
性
」
と
い
う
役
割
の
上
に
欲
望
の
対
象
と
し
て
の
「
女

性
」
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
又
兵
衛
の
母
を
殺

さ
れ
た
と
い
う
生
い
立
ち
か
ら
仲
む
つ
ま
じ
い
親
子
が
か
か
れ
た
と

す
る
の
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
場
面
か
ら
、
浅
黒
い
夜
盗
の
宿
へ
の
押
し
入
り
（
八

巻
V
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
牛
若
の
仇
討
ち
（
九
巻
、
図
1
3
）
と
死
体
遺
棄

（
十
巻
）
、
奥
州
に
戻
っ
た
牛
若
の
雄
大
な
武
者
行
列
（
十
一
、
十
二

巻
、
図
1
4
）
を
経
る
。
十
一
巻
、
十
二
巻
は
他
巻
と
長
さ
は
変
わ
ら

な
い
も
の
の
段
数
が
極
端
に
少
な
く
、
特
に
十
一
巻
は
詞
書
が
七
行

し
か
な
い
。
図
1
4
の
よ
う
な
視
覚
的
効
果
を
狙
い
、
何
メ
ー
ト
ル
に

も
わ
た
り
び
っ
し
り
と
甲
冑
を
着
け
た
き
ら
び
や
か
な
武
者
行
列

は
、
武
士
の
威
厳
と
強
さ
と
権
力
を
こ
と
さ
ら
主
張
す
る
。
そ
れ
ま

で
街
道
に
い
た
庶
民
は
姿
を
消
し
、
武
士
が
取
っ
て
代
わ
る
。
宿
の

大
夫
ら
に
褒
美
を
取
ら
せ
、
「
豊
国
祭
礼
図
（
徳
川
美
術
館
蔵
）
」
の

　
　
　
け
ん
そ
う

よ
う
な
喧
騒
の
中
で
こ
の
絵
巻
は
終
わ
る
。

結
論
1
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
女
性
表
象

　
か
く
し
て
、
詞
書
と
絵
と
の
問
の
ズ
レ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

詞
書
で
の
常
盤
（
お
よ
び
侍
従
、
女
性
）
は
、
①
子
ゆ
え
の
闇
に
迷

っ
た
者
②
五
障
三
従
で
罪
深
い
③
臓
土
往
生
し
、
死
霊
と
な
っ
て
牛

若
の
前
に
現
れ
る
④
仇
討
ち
を
果
た
し
た
牛
若
に
よ
っ
て
救
わ
れ

る
。
一
方
、
絵
画
的
特
質
と
し
て
、
⑤
数
多
く
の
男
性
か
ら
視
線
を

受
け
て
い
る
常
盤
主
従
⑥
殺
さ
れ
る
場
面
で
の
暴
力
的
描
写
⑦
不
必

要
な
乳
房
の
露
出
⑧
打
ち
捨
て
ら
れ
た
侍
従
、
加
え
て
⑨
身
分
の
描

　
　
　
　
け
ん
ら
ん

き
わ
け
と
絢
燗
な
武
者
行
列
i
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
氏
．
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
男
た

ち
の
意
識
の
根
底
で
は
、
女
性
と
は
ま
た
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、

ま
ず
な
に
よ
り
も
母
で
あ
る
。
（
中
略
）
女
性
と
は
な
お
子
ど
も
を
産

み
だ
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
実
を
い
え
ば
、
そ
こ
に
は

母
親
の
顔
つ
き
の
下
に
、
恋
人
の
風
貌
が
そ
れ
以
上
に
は
っ
き
り
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
画
像
の
も
つ
機
能
と
は
男

た
ち
の
心
を
燃
え
あ
が
ら
せ
、
か
れ
ら
を
行
動
に
駆
り
立
て
、
そ
の



女性表象をめぐって「山中常盤絵巻」研究97

行
動
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
2
3
）
」
。
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
又
兵
衛
の
殺
さ
れ
た
「
母
親
」
が
ス
ケ
ー
プ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

ゴ
ー
ト
と
し
て
裸
体
や
強
姦
を
描
く
口
実
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分

析
で
き
ず
、
そ
こ
に
共
感
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男

女
の
力
関
係
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
夜
盗
を
、
階
級
的
に
も

力
の
面
で
も
よ
り
強
い
牛
若
が
虐
殺
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
そ
し

て
武
者
行
列
の
頂
点
に
立
っ
た
彼
は
注
文
主
の
松
平
家
ー
武
士
階

級
の
権
力
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
も
は
や
合
戦
と
い
う
形
で
は
圧

倒
的
な
強
さ
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
近
世
の
武
士

階
級
は
、
そ
う
し
た
欲
求
を
絵
巻
の
中
で
満
た
し
て
い
た
の
だ
。
具

体
的
に
家
中
の
誰
に
よ
っ
て
注
文
さ
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
少
な
く
と
も
女
性
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
お
と
し

幾
重
に
も
駈
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
女
性
だ
か
ら
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
み
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
。

こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
古
浄
瑠
璃
絵
巻
群
、
あ
る
い
は
近
世
絵
巻
を

論
じ
る
た
め
の
材
料
の
一
つ
を
提
示
で
き
た
と
思
う
。
し
か
し
、
ほ

か
の
作
品
と
比
較
し
て
こ
そ
、
こ
の
研
究
は
成
立
す
る
と
も
思
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
制
作
当
時
の
女
性
の
状
況
を
把
握
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
本
稿
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
可
能

性
の
わ
ず
か
で
も
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
し
た
ら
、
幸
い

で
あ
る
。

注
（
1
）
武
者
小
路
穣
『
絵
巻
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
平
成
二
年

（
2
）
　
太
田
彩
「
近
世
絵
巻
1
〈
物
語
り
〉
絵
に
よ
る
そ
の
興
起

　
と
展
開
」
展
覧
会
図
録
『
近
世
絵
巻
の
興
起
1
〈
物
語
り
V
絵

　
の
諸
相
』
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
　
平
成
九
年

（
3
）
　
古
浄
瑠
璃
絵
巻
群
は
「
山
中
常
盤
絵
巻
」
の
ほ
か
に
、
「
上

瑠
璃
」
（
M
O
A
美
術
館
蔵
）
、
「
堀
江
物
語
絵
巻
」
（
同
）
、
「
を

　
く
り
」
（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
き
ょ
う
ち
ょ
う
い

　
極
彩
色
で
「
又
兵
衛
風
」
と
呼
ば
れ
る
豊
頬
長
願
に
特
徴
が
あ

　
る
。

（
4
）
　
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
ー
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
。
又

兵
衛
に
関
す
る
記
録
文
書
は
、
生
前
の
も
の
は
一
件
も
見
つ
か

　
っ
て
い
な
い
。
最
古
の
記
録
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
〉
に

書
か
れ
た
黒
川
道
祐
『
遠
碧
軒
記
』
。
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）

　
の
馬
淵
享
安
『
岩
佐
家
譜
』
に
よ
る
と
、
又
兵
衛
は
摂
津
国
伊

丹
城
主
荒
木
村
重
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
そ
の
翌
年
村
重
が
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謀
反
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
母
親
を
含
む
一
族
郎
党
が
処
刑
さ

れ
た
。
長
じ
て
彼
は
岩
佐
を
名
乗
り
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

ご
ろ
越
前
北
ノ
庄
（
福
井
）
で
松
平
忠
直
に
絵
師
と
し
て
仕
え

　
る
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
江
戸
に
移
り
、
そ
の
地
で
没

し
た
。
（
楢
崎
宗
重
「
岩
佐
又
兵
衛
勝
以
に
就
て
」
『
国
華
』
六

　
八
六
　
昭
和
二
十
四
年
な
ど
に
所
収
）

（
5
）
　
長
谷
川
巳
之
吉
「
家
蔵
又
兵
衛
諸
作
に
就
て
」
『
セ
ル
パ
ン
』

　
三
一
　
昭
和
八
年

（
6
）
　
同
「
社
中
偶
話
」
『
セ
ル
パ
ン
』
三
一
　
昭
和
八
年

（
7
）
　
藤
懸
静
也
『
浮
世
絵
の
研
究
（
上
）
』
雄
山
閣
　
昭
和
十
八

　
年（

8
）
　
辻
惟
雄
『
奇
想
の
系
譜
（
又
兵
衛
～
国
芳
）
』
美
術
出
版
社

　
昭
和
四
十
五
年
、
同
『
日
本
の
美
術
二
五
九
　
岩
佐
又
兵
衛
』

　
至
文
堂
　
昭
和
六
十
二
年
な
ど

（
9
）
　
同
「
絵
巻
『
山
中
常
盤
』
と
岩
佐
又
兵
衛
」
同
、
信
多
純

　
一
、
安
岡
章
太
郎
編
『
絵
巻
「
山
中
常
盤
」
』
角
川
書
店
　
昭
和

　
五
十
七
年

（
1
0
）
　
信
多
純
一
「
『
山
中
常
盤
』
に
つ
い
て
」
前
掲
注
9
所
収

（
1
1
）
　
こ
れ
ら
の
書
物
に
は
稚
児
と
僧
侶
の
間
や
、
姪
の
比
丘
尼

　
を
妻
と
す
る
坊
主
、
女
性
を
連
れ
込
ま
な
い
（
し
か
し
飲
酒
は

　
し
て
い
る
）
坊
主
を
清
僧
と
す
る
な
ど
、
坊
主
に
対
す
る
批
判

や
風
刺
が
あ
る
。

（
1
2
）
　
佐
藤
康
宏
　
『
湯
女
図
　
視
線
の
ド
ラ
マ
（
絵
は
語
る
十

　
一
）
』
　
平
凡
社
　
平
成
五
年

（
1
3
）
　
辻
惟
雄
「
日
本
美
術
に
見
る
『
は
だ
か
』
」
東
京
国
立
文
化

財
研
究
所
編
『
人
の
く
か
た
ち
V
人
の
〈
か
ら
だ
〉
』
平
凡
社

平
成
六
年

（
1
4
）
前
掲
、
注
9

（
1
5
）
　
前
掲
、
注
1
2

（
1
6
）
　
砂
川
幸
雄
『
浮
世
絵
師
又
兵
衛
は
な
ぜ
消
さ
れ
た
か
』
草

　
思
社
　
平
成
七
年

（
1
7
）
前
掲
、
注
9

（
1
8
）
　
リ
ン
ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
、
坂
上
桂
子
訳
「
虚
構
の
オ
リ
エ

　
ン
ト
」
同
『
絵
画
の
政
治
学
』
彩
樹
社
平
成
八
年
（
原
著
一

　
九
八
九
）

（
1
9
）
　
池
田
忍
「
合
戦
絵
の
中
の
女
性
像
－
性
を
印
さ
れ
た
身

　
体
1
」
伊
東
聖
子
ほ
か
編
『
女
と
男
の
時
空
H
お
ん
な
と
お

　
と
こ
の
誕
生
－
古
代
か
ら
中
世
へ
ー
』
藤
原
書
店
　
平
成
八
年

（
2
0
）
　
脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版

　
会
　
平
成
四
年

（
2
1
）
　
前
掲
、
注
1
0

（
2
2
）
　
旧
来
、
日
本
人
は
「
裸
」
に
対
し
て
お
お
ら
か
だ
っ
た
い



女性表象をめぐって

　
う
見
方
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
女
性
が

　
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
日
本
人
は
乳
房
を
隠
す
習

慣
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
女
性
を
十
把
一
絡
げ
に
し
よ
う

　
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
こ
の
絵
巻
が
女

性
の
身
体
を
性
的
に
扱
っ
て
い
る
好
例
で
は
な
い
か
と
考
え

　
る
。

（
2
3
）
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
「
女
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
編
、
杉
村
和
子
、
志
賀
亮
一
訳
『
女
の
イ
マ

　
ー
ジ
ュ
　
図
像
が
語
る
女
の
歴
史
』
藤
原
書
店
　
平
成
六
年
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