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『
井
筒
』
と
中
世
伊
勢
物
俗
古
注
釈

は
じ
め

「
待
つ
女
」
等
の
解
釈
を
通
し
て

に

　
現
在
の
『
井
筒
』
が
、
薄
の
生
え
る
古
寺
を
舞
台
に
、
生
前
も
死
後
も
業
平

を
ひ
た
す
ら
「
待
ち
」
、
形
見
の
衣
を
身
に
つ
け
て
舞
う
美
女
の
姿
を
見
せ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
皆
納
得
し
て
頂
け
る
よ
う
に
思
う
。
人
を
「
待
ち
続
け
る
」

情
念
、
「
待
つ
」
美
し
さ
が
舞
台
に
結
晶
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
井
筒
の
も
と

の
「
幼
な
恋
」
、
結
婚
後
の
「
高
安
通
い
」
の
物
語
も
、
女
の
「
待
つ
」
姿
の
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一
部
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
常
娘
は

舞
台
上
で
は
美
し
い
存
在
、

し
か
し
な
が
ら
「
待
ち
続
け
る
」
不
幸
な
女
と
捉
え
ら
れ
る
意
味
で
、
生
前
―

死
後
を
通
し
か
「
悲
劇
の
女
」
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
中
村
舷
氏
は
、
室
町
末
期
の
伝
書
の
吟
味
か
ら
、
室
町
末
期
に
於
い
て
シ
テ

の
有
常
娘
が
十
寸
髪
の
面
を
か
け
、
カ
ケ
リ
を
働
く
演
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
報

告
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

　
　
狂
乱
の
十
寸
髪
面
を
つ
け
、
翔
り
を
働
く
と
い
う
室
町
末
期
の
『
井
筒
』

飯
　
　
塚

恵
理
人

は
、
井
筒
の
女
の
業
平
へ
の
恋
情
の
狂
ほ
し
さ
、
つ
い
に
は
高
調
し
て
、

男
に
乗
り
う
つ
り
、

　
吝
な
が
ら
見
え
し
　
昔
男
の
　
冠
直
衣
は
女
と
も
見
え
ず
　
男
な
り
け

り

　
　
と
舞
う
狂
う
陶
酔
の
姿
態
を
現
出
せ
し
め
る
と
こ
ろ
を
眼
目
に
し
た
も
の
　
　

と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
そ
れ
が
ハ
た
ん
な
る
き
れ
い
ご
　
　

と
だ
け
で
は
な
く
、
井
筒
の
女
の
恋
慕
の
執
心
、
そ
れ
ゆ
え
の
罪
深
さ
・
　
　

哀
れ
さ
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
詞
章
内
容
の
語
る
　
　

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
室
町
末
期
の
『
井
筒
』
は
、
今
日
の
可
憐
　
　

に
美
化
さ
れ
た
曲
趣
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
根
元
的
な
、
人
間
の
情
念
・
　
　

罪
業
の
深
さ
と
で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
発
想
し
た
曲
と
し
て
受
容
さ
　
　

れ
て
い
た
の
で
ぱ
な
か
ろ
う
か
。

と
、
「
井
筒
」
を
「
人
間
の
情
念
・
罪
業
の
深
さ
」
か
ら
発
想
さ
れ
た
曲
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。

　
『
井
筒
』
の
素
材
と
な
っ
た
世
阿
弥
時
代
の
伊
勢
物
語
理
解
に
お
い
て
、
有

常
娘
が
、
業
平
を
待
ち
、
そ
の
結
果
死
ん
だ
女
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
三



飯　塚　恵理人

最
初
に
主
張
さ
れ
た
の
は
堀
口
康
生
氏
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
四
段
の
「
真
弓
槻

弓
年
を
経
て
」
の
語
が
有
常
娘
の
口
か
ら
自
ら
の
生
涯
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
二
四
段
を
「
井
筒
」
の
背
景
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
堀
口
氏
は
、

　
　
夫
へ
の
変
わ
ら
ぬ
愛
を
い
だ
き
つ
つ
、
じ
っ
と
耐
え
て
待
ち
つ
づ
け
た
女
、

　
　
待
ち
わ
び
て
半
と
し
た
心
の
隙
間
に
は
い
り
こ
ん
だ
風
に
、
愛
す
る
夫
の
　
　

心
を
つ
い
に
と
ど
め
か
ね
て
、
清
水
の
ほ
と
り
に
果
て
る
女
。
彼
女
は
ま
　
　

さ
し
く
「
待
つ
女
」
と
し
て
「
井
筒
」
に
形
象
さ
れ
た
。
死
し
て
な
お
業
　
　

平
の
お
と
ず
れ
を
待
っ
て
、
み
す
が
ら
形
見
を
着
し
て
舞
う
女
の
姿
を
理
　
　

解
す
る
に
は
、
や
は
り
、
第
二
四
段
の
「
待
つ
女
」
の
悲
し
い
運
命
を
、

　
　
そ
の
I
助
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
悲
劇
的
な
有
常
娘
像
を
提
唱
さ
れ
た
。

　
ま
た
伊
藤
正
義
氏
は
、
『
井
筒
「
の
背
後
に
は
、
「
有
常
娘
物
語
」
と
て
も
言

う
べ
き
、
有
常
娘
の
一
代
記
の
物
語
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ

た
。
伊
藤
正
鋲
氏
の
論
を
あ
げ
る
と
、

《
井
筒
）
は
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
中
心
に
、
一
七
段
、
二
四
段
の
話

を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
業
平
と
紀
有
常
の
娘
の

こ
と
と
す
る
中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
現

代
の
『
伊
勢
物
語
』
理
解
と
は
犬
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
（
中
略
）
か

く
て
『
伊
勢
物
語
』
の
右
各
段
を
つ
な
い
だ
紀
有
常
の
娘
の
物
語
と
は
、

筒
井
筒
の
昔
よ
り
業
平
と
の
結
婚
を
待
ち
、
結
婚
後
は
高
安
の
女
へ
通
う

夫
の
わ
が
許
へ
帰
る
の
を
待
ち
、
三
年
間
の
空
白
を
桜
と
と
も
に
待
ち
。

三
年
目
の
夜
、
業
平
を
追
っ
て
、
追
い
続
け
て
息
絶
え
る
。

と
な
る
。
堀
口
氏
・
伊
藤
氏
の
言
わ
れ
る
「
有
常
娘
物
語
」
を
「
井
筒
」
題
材

″
・
4
β
？
‘
一
－
　
　
―
＼

’
r
^。

r

.

。
ノ
　
「
‘
J
　
r
J
一
　
　
j
″
J
F
l
r
x
‘
　
．
　
j
　
I
　
J
I
．
｀
！
’
1
く
’
コ
″
χ
　
’
ヽ
j
　
「
’
r
‘
こ
芦
J
　
　
あ
’
‘
Ｆ

に
想
定
す
れ
ば
、
こ
の
「
井
筒
」
の
背
景
に
あ
る
有
常
娘
像
は

「
業
平
を
待

ち
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
結
婚
は
結
局
の
と
こ
ろ
破
綻
し
、
死
に
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四

い
た
る
ま
で
業
平
に
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
言
う
も
の
に
な
り
、
『
井
筒
』

の
シ
テ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
死
ん
だ
過
去
の
亡
霊
と
し
て
業
平
を
「
待
ち
続

け
」
た
ま
ま
、
舞
台
の
在
原
寺
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
両
氏
の
説
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
中
世
の
伊
勢
物
語
の
注
釈
に
拠
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
古
注
釈
の
資
料
を
再
検
討
す
る
と
、
そ
の
ま
と

め
ら
れ
た
物
語
内
容
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
世
阿
弥
時
代
の
理
解
を
古
注
釈
を
頼

り
に
再
検
討
す
る
。
そ
し
て
こ
の
『
井
筒
』
の
背
景
と
な
っ
た
有
常
娘
物
語
か

ら
世
阿
弥
が
有
常
娘
像
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
「
井
筒
」
が
引
用
し
て
い
る
伊
勢
物
語
の
章
段
は
、
前
述
の
通
り
一
七
段
―

二
二
段
・
二
四
段
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
三
段
は
「
幼
な
恋
」
の
二
人
が
成
人

し
て
結
ば
れ
、
男
が
一
旦
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
よ
う
に
な
る
が
「
風
吹
け
ば
」

の
歌
に
め
で
て
高
安
へ
行
か
な
く
な
る
と
い
う
「
歌
」
に
よ
っ
て
純
愛
が
回
復

す
る
章
段
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
行
の
ど
の
論
文
で
も
異
論
は
な

―
　
○

し　
そ
こ
で
世
阿
弥
当
時
の
『
伊
勢
物
語
』
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』

の
章
段
の
内
、
有
常
娘
が
「
待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
と
な
る
一
七
段
と
、

有
常
娘
が
堀
口
氏
・
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
「
息
絶
え
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
二

四
段
を
検
討
す
る
。
考
察
の
順
序
は
、
「
井
筒
」
で
の
引
用
順
序
を
変
え
て
、

二
四
段
か
ら
と
す
る
。
こ
れ
は
、
二
四
段
が
堀
口
氏
・
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
有
常

娘
の
最
期
が
読
み
と
れ
る
と
さ
れ
た
、
有
常
娘
像
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
重

要
な
段
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

二
、
真
弓
槻
弓
年
を
経
て

伊
勢
物
語
二
四
段
は
、
『
三
年
間
男
を
待
っ
て
い
た
が
、
待
ち
わ
び
て
「
ね



能『井筒』と中世伊勢物語古注釈　-「待つ女」等の解釈を通して

む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
」
人
と
「
新
枕
」
を
か
わ
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の
晩
も
と

の
男
が
帰
っ
て
き
た
。
男
は
女
を
あ
き
ら
め
帰
っ
て
ゆ
く
が
、
女
は
も
と
の
男

を
追
っ
て
清
水
の
も
と
で
「
い
た
づ
ら
」
に
な
る
。
』
と
い
う
内
容
の
話
で
あ
る
。

堀
口
氏
・
伊
藤
氏
は
「
真
弓
槻
弓
」
の
歌
を
本
の
男
が
女
に
、
新
し
い
男
に
親

し
む
よ
う
と
言
っ
て
与
え
た
歌
と
理
解
し
、
「
い
た
づ
ら
に
な
る
」
と
い
う
こ

と
を
、
有
常
娘
が
お
の
れ
の
運
命
に
絶
望
し
て
業
平
を
追
い
続
け
て
死
ん
だ
と

考
え
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
説
に
対
し
、
八
寫
正
治
氏
は

　
　
2
4
段
の
悲
恋
の
面
影
が
「
井
筒
」
に
於
い
て
は
全
く
用
い
ら
れ
ぬ
点
等
、

世
阿
弥
の
純
愛
を
う
た
い
上
げ
る
主
題
意
識
は
、
本
説
と
微
妙
な
バ

　
　
ス
を
保
ち
な
が
ら
も
確
か
で
あ
る
。

と
、
西
村
聡
氏
は

¬　にj真村

ラ
ン

弓
槻
弓
年
を
経
て
」
は
、
歌
の
一
部
で
し
か
な
く
、
「
年
を
経
て
」

　
　
だ
け
の
内
容
し
か
な
く
、
し
か
も
男
の
歌
で
あ
っ
て
女
の
歌
で
な
い
。
も
っ
　
　

と
重
要
な
こ
と
は
、
二
十
四
段
の
女
主
人
公
が
夫
に
去
ら
れ
て
死
ん
で
し
　
　

ま
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
劇
的
な
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
戯
曲
が
成
り
　
　

立
つ
展
開
を
、
引
用
さ
れ
た
歌
の
一
部
に
読
み
取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
八
蔦
氏
・
百
村
氏
と
も
、
「
真
弓
槻
弓
」
が
「
歌
の
一
部
」

で
あ
り
、
そ
こ
に
二
四
段
の
世
界
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
を
無
理

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
真
弓
槻
弓
年
を
経
て
」
の
言
葉
が
、

有
常
娘
を
通
し
て
「
我
筒
井
筒
の

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

昔
よ
り
」
と
「
わ
れ
」
　
一
代
の
回
想
と
し
て

、
作
者
は
こ
の
「
真
弓
槻
弓
」
の
歌
に
府
会

さ
れ
た
、
当
時
の
二
四
段
の
こ
の
歌
の
理
解
も
、
有
常
娘
の
一
生
の
一
部
と
し

て
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
「
真

弓
槻
弓
」
の
歌
の
背
後
に
あ
る
二
四
段
の
作
品
世
界
が
、
世
阿
弥
時
代
に
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
真
弓
槻
弓
年
を
へ
て
」
の
歌
は
、
伊
勢
物
語
研
究
の
現
在
の
解
釈
で
は
「
新

し
い
相
手
に
親
し
む
よ
う
に
」
と
求
め
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
伊
勢

物
語
難
義
七
」
　
マ
ド

　
　
い
ま
に
ひ
ま
く
ら
の
を
と
こ
、
つ
る
の
や
う
に
ひ
か
ば
、
弓
の
や
う
に
、
’
　
　

た
を
や
か
に
し
て
、
し
た
が
ひ
よ
れ
と
い
ふ
心
也
。
7
　
我
せ
し
が
ご
と
と
　
　

は
、
今
の
新
枕
に
も
、
我
に
あ
た
り
し
や
う
に
う
る
は
し
く
あ
た
れ
を
い
　
　

ふ
こ
ヽ
ろ
な
り
。

と
「
相
手
に
親
し
む
よ
う
に
」
と
求
め
た
歌
と
理
解
し
て
い
る
。
世
阿
弥
以
前

に
こ
の
よ
う
な
理
解
か
存
往
し
か
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
当
時
は
㈹
の
解
釈

が
流
布
し
て
い
た
。
こ
れ
は
「
知
顕
集
」
「
冷
泉
抄
」
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
「
知

顕
集
」
は
、

　
　
わ
が
せ
し
か
ご
と
と
は
、
ち
ぎ
り
な
り
。
う
る
は
し
み
せ
よ
と
は
、
ち
ぎ
　
　

り
た
が
へ
た
れ
ば
、
か
へ
り
な
ん
ず
。
そ
の
ち
ぎ
り
を
も
と
の
や
く
そ
く
　
　

の
ま
ゝ
に
せ
よ
、
と
ゞ
ま
ら
ん
と
い
へ
る
也
。
あ
る
も
の
に
は
、
こ
の
か
　
　

ご
と
は
、
ち
か
ご
と
也
と
い
ふ
説
も
あ
り
。

と
、
業
平
が
有
常
娘
に
復
縁
を
求
め
た
歌
と
す
る
。
ま
た
「
冷
泉
緋
」
で
は

　
　
○
我
せ
し
か
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
と
は
、
か
ご
と
と
云
に
、
二
の
義
有
。

　
　
常
に
ぽ
か
つ
ご
と
也
。
是
は
ち
か
ご
と
也
。
（
中
略
）
○
と
云
て
出
な
ん
　
　

と
し
け
る
と
は
、
女
の
う
け
じ
と
て
こ
ざ
り
け
れ
ば
、
業
平
出
て
い
な
ん
　
　

と
し
け
る
時
、
女
寄
を
よ
み
て
と
ゞ
む
。

と
「
か
ご
と
」
を
「
ち
か
ご
と
」
と
す
る
。
こ
の
「
ち
か
ご
と
」
が
「
誓
言
」

と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
冷
泉
抄
」
と
同
じ
冷
泉
家
流
の
注
釈
書
で
あ

る
「
十
巻
本
伊
勢
物
語
縦
」
に

　
　
ワ
カ
セ
シ
カ
コ
ト
ウ
ル
ヤ
ン
ミ
セ
ヨ
ト
ハ
　
互
二
異
心
ア
ラ
シ
ト
誓
言

　
　
ツ
ネ
ニ
ハ
タ
ヽ
泥
言
ナ
ン
ト
ヲ
カ
コ
ト
二
二
是

と
あ
る
こ
と
よ
り
伺
わ
れ
る
。

シ
タ
リ
シ
ヲ
ウ
ル
ハ
シ
ミ
セ
ヨ
ト
云
也
　
カ
コ
ト
△
百
一
二
ノ
義
ア
リ

ハ
誓
言
也

八
五
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「
冷
泉
抄
」
に
よ
れ
ば
、
業
平
の
詠
ん
だ
「
真
弓
槻
弓
」
の
歌
に
対
し
、
T
つ

け
じ
と
て
こ
ざ
り
け
れ
ば
、
」
と
、
女
が
歌
の
呼
び
か
け
に
応
じ
な
か
っ
た
の

で
「
出
て
い
な
ん
」
と
業
平
が
出
て
行
っ
た
と
す
る
。
こ
の
歌
の
内
容
が
「
相

手
に
親
し
む
よ
う
に
」
と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
T
つ
け
じ
と
て
こ

ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
も
「
冷

泉
抄
」
は
、
こ
の
歌
を
業
平
が
有
常
の
娘
に
復
縁
を
迫
る
歌
と
と
っ
て
い
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
も

　
　
こ
の
歌
の
か
ご
と
は
、
ち
か
ふ
こ
七
ゝ
き
こ
え
た
り
。
う
る
は
し
み
せ
よ
　
　

と
は
、
う
る
は
し
く
お
も
へ
と
也
。
歌
の
心
は
、
君
に
心
の
ひ
き
て
、
年
　
　

月
を
か
さ
ね
し
か
ご
と
を
ば
、
う
る
は
し
く
お
も
は
で
、
又
こ
と
人
に
見
　
　

え
ん
と
す
る
と
よ
め
る
な
り
。
（
中
略
）
夫
婦
の
中
の
な
が
く
か
は
ら
じ
　
　

と
た
が
ひ
に
ち
ぎ
る
事
を
も
、
み
な
、
か
ご
と
ゝ
い
ふ
べ
き
な
り
。

と
復
縁
を
迫
っ
た
歌
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
世
阿
弥
時
代
に
お
い
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
真
弓
槻
弓
」
の
歌

は
業
平
が
「
新
枕
」
を
し
よ
う
と
し
た
有
常
娘
に
復
縁
を
求
め
た
歌
と
理
解
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
四
段
の
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
歌
に
託
し

か
業
平
の
思
い
を
有
常
娘
が
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
い
様
子
だ
っ
た
の
で
、
業

平
は
有
常
娘
の
も
と
か
ら
帰
っ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
堀
口
氏
・
伊
藤
氏
が
二
四
段
を
有
常
娘
の
死
を
意
味
す
る
段
と
さ
れ
た
の

は
、
「
伊
勢
物
語
」
の
二
四
段
に
女
が
「
い
た
づ
ら
」
に
な
っ
た
と
す
る
記
述

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
い
た
づ
ら
」
が
女
の
歌
の
「
我
が
身
は
今
ぞ
消
え
果

て
ぬ
め
る
」
と
い
う
句
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
の
引
用
は
女
の
死

を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
「
い
た
づ
ら
」
に

つ
い
て
も
、
世
阿
弥
当
時
は
現
在
と
異
な
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え

ば
「
冷
泉
抄
」
は
、

○
そ
こ
に
て
い
た
づ
ら
に
成
に
け
り
と
は
、
死
た
る
に
は
非
ず
。
業
平
の

ふ
り
捨
て
行
を
見
て
、

い
た
づ
ら
な
り
。
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い
た
む
ま
じ
き
か
ほ
に
な
る
を
い
ふ
也
。
さ
れ
ば
、

と
「
い
た
む
ま
じ
き
顔
」
に
な
る
こ
と
と
理
解
す
る
。
し
か
し
「
い
た
む
ま
じ

き
顔
」
と
い
う
語
は
意
味
不
分
明
で
あ
る
。
「
十
巻
本
伊
勢
物
語
抄
」
は
こ
の

部
分
を

　
　
ソ
コ
ニ
往
ラ
ニ
成
ニ
ケ
リ
ト
ハ
死
タ
ル
ニ
ハ
非
ス
業
平
ノ
振
捨
テ
行
ク
サ
　
　

見
テ
痛
シ
キ
カ
ホ
ニ
ナ
ル
ヲ
云
也
サ
レ
ハ
痛
面
也

と
し
、
「
い
た
づ
ら
」
に
「
痛
い
面
」
の
字
を
あ
て
て
「
痛
ま
し
き
顔
」
と
理

解
す
る
。
「
冷
泉
抄
」
の
「
い
た
な
ま
じ
き
顔
」
の
「
か
」
は
え
ん
人
で
あ
り
、

　
「
冷
泉
抄
」
の
本
来
の
本
文
は
「
十
巻
本
伊
勢
物
語
抄
」
と
回
じ
く
「
い
た
ま

し
き
顔
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
「
い
た
づ
ら
」
が
「
痛
ま

し
き
顔
」
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
有
常
娘
は
こ
こ
で
業
平
を
と
ど
め
か
ね
て
悲
痛

な
顔
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
世
阿
弥
時
代
に
二

四
段
を
有
常
娘
の
最
期
が
書
か
れ
た
段
と
解
釈
し
な
い
説
が
流
布
し
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
享
受
者
が
『
井
筒
』
の
「
真
弓
槻
弓
年
を
経
て
」

の
和
歌
の
引
用
の
背
後
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
の
は
、
業
平
と
有
常
0
　
が
、

お
互
い
に
浮
気
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
歌
に
よ
っ
て
愛
情
を
と
ど
め

あ
っ
た
年
月
を
過
ご
し
た
事
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
年
に
稀
な
る
人
も
待
ち
け
り

　
次
に
有
常
娘
が
「
待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
る
原
因
と
な
る
一
七
段
に
つ
い
て
吟

味
す
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
「
待
つ
女
」
は
「
待
ち
続
け
る
女
」
の
意
で

理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、
前
シ
テ
の
出
の
「
い
っ

ま
で
か
、
待
つ
こ
と
な
く
て
な
が
ら
へ
ん
」
と
有
常
娘
が
自
ら
の
境
涯
を
嘆
く

セ
リ
フ
と
、
後
ジ
テ
の
出
の
、
有
常
娘
が
「
徒
な
り
と
」
の
歌
に
よ
っ
て
「
人



能『井筒』と中世伊勢物語古注釈-「待つ女」等の解釈を通して

待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
セ
リ
フ
の
二
箇
所
に
存
在
す
る
。
こ
の
有
常
娘

が
「
待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
有
常
娘
が
「
井
筒
の
女
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
と
な
ら
ん
で
、
能
『
井
筒
』
の
シ
テ
像
を
大
き
く
決
定
す
る
要
素
で
あ
る
。

　
こ
の
有
常
娘
が
世
阿
弥
当
時
一
七
段
の
「
徒
な
り
と
」
の
歌
の
作
者
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
「
待
つ
女
」
と
言
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
五
音

下
』
の
「
葛
ノ
袴
」
の
本
文
に

　
　
神
勅
ニ
シ
タ
ガ
イ
テ
知
顕
集
ヲ
開
ケ
バ
、
（
中
略
）
第
一
番
ハ
タ
レ
ヤ
ラ
ン
、

　
　
ヘ
ア
ダ
ナ
リ
ト
、
名
ニ
コ
ソ
立
テ
レ
サ
ク
ラ
花
、
ヘ
ト
シ
ニ
マ
レ
ナ
ル
犬
　
　

モ
待
チ
ケ
リ
、
へ
此
歌
ノ
主
ヲ
バ
、
人
待
ツ
女
ト
書
キ
タ
リ
シ
ヲ
、
へ
紀
　
　

ノ
ア
リ
ツ
ネ
ガ
ム
ス
メ
ト
、
ア
ラ
ワ
ス
ハ
尉
が
僻
事
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
尉
が
僻
事
」
と
い
う
言
葉
は
、
尉
が
明
ら
か

に
し
た
「
秘
伝
」
の
内
容
が
違
っ
て
い
る
と
、
自
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
と
れ

な
く
も
な
い
。
だ
が
こ
こ
は
、
引
用
部
分
の
前
の
詞
章
に
業
平
の
「
馴
レ
テ
ン

犬
」
の
「
名
字
」
が
、
「
秘
ス
ル
所
ノ
言
ノ
葉
」
の
中
で
も
「
コ
ト
ニ
憚
り
多
キ
」

も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
が
前
の
文
脈
を
受
け
た
表
現

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
尉
の
言
う
「
僻
事
」
と
は
「
秘
伝
」
の
内
容
で
は
な
く
、

こ
の
大
事
の
「
秘
伝
」
を
言
葉
に
表
し
て
伝
授
し
て
し
ま
う
行
為
を
さ
し
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
葛
ノ
袴
」
で
壮
、
尉
が
『
業
平
の
第
一
の
妻

は
「
犬
待
つ
女
」
と
言
わ
れ
た
有
常
娘
で
あ
る
』
と
い
う
「
秘
伝
」
を
明
ら
か

に
し
て
し
ま
う
の
は
軽
率
な
「
僻
事
」
だ
っ
た
か
と
た
め
ら
い
な
が
ら
重
々
し

く
語
っ
て
い
る
と
読
む
の
だ
が
、
こ
れ
が
謡
物
で
あ
る
以
上
、
こ
の
内
容
と
す

る
「
秘
伝
」
は
当
時
一
般
的
な
伊
勢
物
語
理
解
に
拠
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
ま
た
「
知
顕
集
」
に
は

　
　
さ
く
ら
に
犬
ま
ち
え
た
る
女
　
有
常
が
む
す
め

と
あ
る
。
金
忠
永
氏
は

こ
の
「
人
待
つ
女
」
と
い
う
あ
だ
名
は
、
書
陵
部
本
『
知
顕
集
』
の
巻
末

　
　
に
、
『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
を
列
挙
し
て
そ
の
素
性
を
明
か
し
　
　

て
い
る
項
目
の
中
に
、
「
谷
く
ら
に
人
ま
ち
土
た
る
女
有
常
が
む
す
め
」
　
　

と
あ
る
の
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
人
ま
ち
え
た
る
女
」
と
い
う
1
　
は
、
「
ま
　
　

ち
え
た
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
業
平
の
訪
れ
を
得
る
　
　

こ
と
の
で
き
た
と
い
う
意
と
解
せ
る
。
と
こ
ろ
が
世
阿
弥
は
そ
れ
を
「
人
　
　

待
つ
女
」
と
し
て
い
る
。

と
、
当
時
有
常
娘
は
「
待
ち
え
た
る
女
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
世
阿

弥
が
「
待
つ
女
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
性
格
を
変
え
て
「
井
筒
」
に
と
り
入
れ

た
と
す
る
。
こ
の
金
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
世
阿
弥
が
「
待
ち
得
た
る
」
と
「
待

つ
」
と
い
う
似
九
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
古
注
釈
の
有
常
娘
像
を
か
な
り
大
き

く
変
え
て
受
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
待
つ
女
」
と
「
待
ち
え
た
る
女
」
と
い
う
言
葉
は
ど
ち
ら
も
一
七
段
の
「
徒

な
り
と
」
の
歌
の
言
葉
で
あ
る
。
「
待
つ
女
」
の
「
待
つ
」
は
「
年
に
稀
な
る

人
も
待
ち
け
り
」
と
い
う
言
葉
の
「
待
ち
」
に
由
来
す
る
。
小
沢
蘆
庵
は
、

　
　
よ
の
つ
ね
待
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
花
み
つ
ゝ
人
ま
つ
、
も
え
て
も
春
を
ま
　
　

つ
な
ど
や
う
に
、
す
べ
て
未
だ
こ
ぬ
を
ま
つ
と
い
ふ
な
り
。
此
歌
に
て
は
、

　
　
人
を
ま
ち
つ
け
た
る
こ
と
を
い
へ
り
。
詞
の
定
ま
ら
ぬ
事
か
く
の
如
し
。

と
、
こ
の
歌
の
「
待
つ
」
を
「
待
ち
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
「
待
ち
得
る
」
「
待
ち
つ
け
る
」
と
い
う

意
珠
が
内
包
さ
れ
る
と
す
る
の
だ
が
、
も
し
こ
の
歌
の
「
待
つ
」
と
い
う
言
葉

に
そ
の
上
う
な
意
味
か
お
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
井
筒
」
の
「
待
つ
女
」
と
い

う
語
が
「
待
ち
続
け
た
女
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
「
待
ち
得
た
る
女
」
と
い

う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
「
待
ち

得
る
」
「
待
ち
つ
け
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
「
待
っ
た
結
果
、
相
手

が
帰
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
で
共
通
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
歌
の
「
待
つ
」
を
「
待
ち
得
る
」
「
待
ち
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
七
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解
す
る
こ
と
は
世
阿
弥

で
あ
る
。
ま
ず
「
知
　
　

そ
こ
の
心
に
は

｀顕
以
前
に
既
に
「
知
顕
集
」
「
冷
泉
抄
」
に
見
ら
れ
る
の

集
」
で
は
、

花
を
げ
よ
ま
ず
。
我
を
ば
、
あ
だ
に
さ
だ
ま
ら
ず
と
い

ふ
そ
ら
こ
と
を
い
ひ
つ
け
て
、
う
と
み
た
り
し
か
ど
も
、
さ
だ
ま
り
た
る

心
な
れ
ば
こ
そ
、
け
ふ
ま
で
お
と
こ
も
せ
ず
、
ひ
と
り
あ
り
て
、
も
と
の

お
と
こ
を
ば
、
ま
ち
つ
け
た
れ
、
と
よ
め
る
也
。
こ
れ
を
そ
へ
班
と
は
申

な
る
べ
し
。

と
い
こ
の
「
待
つ
」
を
「
ま
ち
つ
け
た
れ
、
」
と
理
解
し
て
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常
娘
」
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
す
る
と
世
阿
弥
当
時
ま
で
は
、
有
常
娘

が
源
氏
物
語
の
紫
上
に
匹
敵
す
る
業
平
の
「
正
妻
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
知
顕
集
」
で
は
、
業
平
の
妻
を

　
　
ざ
れ
ば
、
え
た
る
と
こ
ろ
の
女
、
三
千
七
百
三
十
三
人
也
と
い
へ
ど
も
、

　
　
き
く
人
み
ち
に
ふ
け
り
ぬ
べ
き
女
ば
か
り
を
え
ら
ん
で
、
わ
づ
か
に
十
二
　
　

人
を
、
こ
の
も
の
が
た
り
に
は
あ
ら
は
し
か
き
た
る
也
。

且
二
千
七
百
三
十
三
人
と
し
、
そ
し
て
そ
の
妻
の
中
の
「
き
く
人
み
ち
に
ふ
け

泉
抄
」
に
お
い
て
も
、

　
　
又
説
云
、
年
に
ま
れ
な
る
有
常
が
娘
を
、
も
と
あ
だ
な
る
と
業
平
い
ひ
た
　
　

る
が
、
あ
だ
な
ら
ば
、
か
く
ま
れ
成
人
を
ば
ま
た
じ
、
三
年
を
待
つ
け
た
　
　

れ
ば
と
云
也
。

と
、
「
知
顕
集
」
と
同
じ
解
釈
を
し
て
い
る
。
「
知
顕
集
」
「
冷
泉
抄
」
の
い
ず

れ
も
が
こ
の
「
待
つ
」
を
「
待
ち
つ
け
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
阿

弥
当
時
「
徒
な
り
と
」
の
歌
が
、
有
常
娘
が
業
平
の
訪
れ
を
「
待
ち
つ
け
」
て

詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
理
解
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ

い
る
。
同
様
に
「
冷
　
　
り
ぬ
べ
き
女
ば
か
り
」
十
二
人
を
選
ん
で
伊
勢
物
語
に
書
き
記
し
た
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
そ
の
十
二
人
の
う
ち
「
第
二
一
八
雅
楽
の
か
み
紀
有
常
が
む
す
め
。
」

う
。
つ
ま
り
、
世
阿
弥
当
時
、
有
常
娘
は
業
平
を
「
待
ち
つ
け
」
て
、
も
し
く

は
「
待
ち
得
」
て
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
依
っ
て
「
待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

四
『
世
阿
弥
当
時
の
『
有
常
娘
』
像

　
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
段
に
お
い
て
、
当
時
の
有
常
娘
像
が
や
は
り
「
待
ち

続
け
る
」
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
井
筒
」
の
「
待
つ
女
」
を
「
待
ち
つ
け
る
」
「
待

ち
得
た
る
」
女
で
あ
る
と
考
え
る
説
は
取
り
づ
ら
く
な
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
「
井
筒
」
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
段
ま
で
含
め
て
、
当
時
の
「
有

と
、
有
常
娘
を
業
平
の
妻
の
第
一
番
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
知
顕
集
」

は
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
二
条
―
五
条
の
皇
后
、
そ
め
ど
の
こ
厠
宮
な
ど
は
ま
こ
と
に
色
ご
の
み
の
　
　

し
わ
ざ
あ
り
か
た
く
侍
り
。
そ
の
ほ
か
の
人
は
、
な
に
の
得
も
面
目
も
あ
　
　

る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
を
、
か
き
い
れ
た
る
、
心
え
か
か
し
。
ま
づ
第
一
　
　

二
い
り
た
る
有
常
が
む
す
め
心
太
ず
。
か
の
あ
り
つ
ね
と
申
は
、
中
綿
百
　
　

1
　
虎
の
一
男
、
わ
づ
か
に
近
江
権
犬
橡
た
り
し
も
の
也
。
か
れ
が
む
す
め
、

　
　
な
に
の
利
益
名
聞
に
か
き
た
る
ぞ
。
お
ぼ
つ
か
な
し
。

　
　
風
、
一
切
の
も
の
に
、
け
じ
め
な
く
し
て
お
は
り
あ
る
事
な
し
。
（
中
略
）
　
　

業
平
こ
の
道
を
た
づ
ね
ん
と
て
、
み
ち
を
な
ら
ひ
え
た
り
し
事
、
こ
の
女
　
　

に
あ
り
。
さ
れ
ば
、
こ
の
女
は
、
心
つ
き
ぐ
さ
に
し
て
、
あ
だ
を
な
す
時
　
　

も
あ
り
し
か
ど
、
恩
を
そ
む
く
れ
い
な
け
れ
ば
、
廿
余
年
か
れ
は
て
ざ
り
　
　

し
女
也
。
よ
て
、
こ
の
う
ち
に
も
ら
さ
じ
と
か
け
る
な
り
。

　
「
知
顕
集
」
は
伊
勢
物
語
が
有
常
娘
の
こ
と
を
業
平
の
妻
の
筆
頭
と
し
て
書
い

た
理
由
を
、
ま
ず
業
平
が
好
色
の
道
を
習
い
初
め
た
最
初
の
妻
が
有
常
娘
で

あ
っ
た
た
め
と
す
る
。
そ
し
て
有
常
娘
は
「
あ
だ
を
な
す
」
時
も
あ
っ
た
と
記

す
。
し
か
し
、
「
恩
を
そ
む
く
寸
」
と
が
な
か
っ
た
の
で
「
離
れ
果
て
ざ
り
し
女
」
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で
あ
っ
た
と
言
う
。
有
常
0
　
は
二
条
后
な
ど
と
異
な
り
身
分
は
低
か
っ
た
が
、

業
平
の
「
幼
な
な
じ
み
」
で
最
初
の
妻
で
あ
り
、
し
か
も
「
離
れ
果
て
ざ
り
し

女
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
多
く
の
業
平
の
妻
の
う
ち
「
第
一
に
い
り
た
る
」
資

格
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
、
有
常
娘
に
は
業
平
と
「
離
れ
果
て
ざ

り
し
」
女
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
確
か
に
存
在
し
た
。

　
こ
の
点
で
も
有
常
娘
を
、
業
平
の
正
妻
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
は
、
世
阿
弥

の
時
代
に
は
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
有
常
0
　
は
、
業
平
の

帰
り
を
「
待
つ
」
期
間
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
生
涯
を
通
し
か
場
合
に

は
「
待
ち
得
た
る
」
女
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
は
冷
泉
家
流
の
古
注
釈
に
も
見
ら
れ
る
。
二
四
段
よ
り
も

後
の
段
で
あ
る
四
一
段
を
「
冷
泉
憎
」
は
業
平
と
有
常
娘
の
こ
と
と
し
て
理
解

す
る
。

　
　
女
は
ら
か
ら
と
は
、
有
常
が
娘
二
人
也
。
○
ひ
と
り
は
い
や
し
き
男
も
た
　
　

る
、
ま
づ
し
き
と
は
、
業
平
が
つ
ま
の
妹
な
り
。
（
中
略
）
○
あ
て
な
る
　
　

男
も
た
る
と
は
、
業
平
な
り
。
彼
妻
の
姉
な
り
。
（
中
略
）
○
毎
に
、
紫
　
　

の
色
こ
き
と
は
、
紫
は
女
の
名
な
れ
ば
、
妻
を
色
ふ
か
く
思
ふ
時
は
、
其
　
　

ゆ
か
り
ま
で
も
な
つ
か
し
と
い
ふ
也
。

こ
の
段
を
、
「
妻
を
色
深
く
思
ふ
時
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
業
平
が
有
常
0
　
を

深
く
愛
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
す
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
冷
泉

抄
」
も
、
「
知
顕
集
」
と
同
様
、
有
常
娘
と
業
平
の
夫
婦
関
係
は
何
回
も
危
機

を
経
な
が
ら
も
、
そ
の
度
に
業
平
の
情
愛
は
回
復
さ
れ
る
こ
と
で
、
有
常
娘
を
　

「
待
ち
得
た
る
女
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
世
阿
弥
時
代

の
有
常
娘
の
一
般
的
な
理
解
だ
っ
た
。

　
ま
と
め
て
言
え
ば
、
せ
阿
弥
当
時
の
伊
勢
物
語
理
解
に
お
け
る
有
常
娘
像
は
、

業
平
の
幼
な
な
じ
み
で
あ
り
、
生
涯
に
渡
っ
た
「
正
妻
」
で
あ
り
、
お
互
い
に

浮
気
を
し
て
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
歌
を
媒
介
と
し
て
愛
情
を
回

復
し
、
業
平
と
添
い
遂
げ
た
女
性
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

有
常
0
　
は
業
平
の
妻
と
考
え
ら
れ
た
女
性
の
中
で
身
分
が
低
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
第
一
の
妻
と
さ
れ
、
業
平
か
ら
打
算
的
な
愛
情
で
な
く
真
に
愛
さ
れ
た

最
も
幸
福
な
女
性
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

五
、
『
非
筒
』
に
お

け
る
『
有
常
娘
』

　
『
井
筒
』
の
主
題
を
考
え
る
上
で
は
、
世
阿
弥
時
代
の
伊
勢
物
語
理
解
を
抜

き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
阿
弥
時
代
の
伊
勢
物
語
理

解
が
完
全
に
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
『
井
筒
』
の
主
題
が
明
ら
か
に
な

る
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
れ
は
一
つ
に
は
世
阿
弥
が
決
し
て
素
材
の
ま
ま
に
書
く
作
者
で
は
な
い
こ

と
に
よ
る
。
ざ
ら
に
一
つ
に
は
『
井
筒
』
成
立
後
も
時
代
に
よ
っ
て
伊
勢
物
語

の
理
解
は
変
化
し
て
お
り
、
各
時
代
の
人
が
そ
の
時
代
の
伊
勢
物
語
理
解
を
念

頭
に
お
い
て
『
井
筒
』
を
鑑
賞
し
、
主
題
を
理
解
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。

　
古
注
釈
を
通
じ
て
見
た
、
当
時
の
伊
勢
物
語
理
解
か
ら
言
え
ば
、
有
常
娘
は
　

「
待
ち
得
た
る
」
女
で
あ
る
。
で
は
「
井
筒
」
の
詞
章
に
視
点
を
移
し
て
考
え

た
場
合
、
こ
の
有
常
娘
を
生
前
・
死
後
を
通
し
て
業
平
を
「
待
ち
続
け
る
」
女

で
は
な
く
、
生
前
は
業
平
を
「
待
ち
得
た
る
女
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
か
。
『
井
筒
』
の
舞
台
の
進
行
に
沿
っ
て
詞
章
を
吟
味
す
る
。

　
ま
ず
ワ
キ
の
登
場
の
詞
章
は
、

　
　
ワ
キ
　
さ
て
は
こ
の
在
原
寺
は
、
い
に
し
へ
業
平
紀
の
有
常
の
息
女
、
夫
　
　

婦
住
み
給
ひ
し
石
上
な
る
べ
し
、
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
竜
田
山
と
詠
じ
け
　
　

ん
も
、
こ
の
所
に
て
の
事
な
る
べ
し

で
あ
る
。
ワ
キ
は
有
常
娘
の
物
語
を
「
昔
語
」
と
し
て
語
り
、
「
風
吹
け
ば
」

の
歌
で
二
人
の
物
語
を
代
表
さ
せ
る
。
西
村
鞭
氏
は

八
九



飯　塚　恵理人

　
　
ワ
キ
僧
す
な
わ
ち
観
衆
は
、
業
平
と
有
常
娘
の
二
人
を
、
「
風
吹
け
ば
」
　
　

の
歌
を
媒
介
と
し
た
愛
の
復
活
に
よ
っ
て
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
　
　

の
な
つ
か
し
い
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
と
と
も
ど
も
と
む
ら
お
う
と
す
る
　
　

の
で
あ
る
。

と
、
観
客
が
こ
の
有
常
娘
と
業
平
の
物
語
を
「
愛
の
復
活
」
の
物
語
と
考
え
て

い
た
と
す
る
。
中
世
に
お
い
て
有
常
娘
が
「
待
ち
得
た
る
」
女
と
理
解
さ
れ
て

い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
愛
の
復
活
」
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
伊
勢
物
語
理
解
を
背
景
に
し
て
『
井
筒
』
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る

な
ら
ば
、
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。

シ
テ
の
登
場
の
詞
範
は

忘
れ
て
過
ぎ
し
古
へ
を
、
忍
ぶ
顔
に
て
い
つ
ま
で
か
、
待
つ
こ
と
な
く
て

な
が
ら
へ
ん
、
げ
に
な
に
ご
と
も
思
ひ
出
の
、
人
に
は
残
る
世
の
中
か
な
。

と
な
る
。
こ
の
「
待
つ
こ
と
な
く
て
」
の
本
文
は
車
屋
本
な
ど
下
掛
り
系
で
は

「
待
つ
こ
と
あ
り
て
」
と
な
る
。
下
掛
り
系
の
本
文
の
解
釈
を
と
れ
ば
「
い
っ

た
い
い
つ
ま
で
、
待
ち
続
け
る
の
だ
ろ
う
」
と
な
る
。
夜
毎
に
業
平
の
墓
に
詣

で
、
成
仏
へ
の
願
い
と
業
平
と
の
再
会
の
願
い
と
の
両
方
の
願
い
を
持
つ
シ
テ

は
、
確
か
に
「
待
ち
続
け
る
存
在
」
で
あ
り
、
下
掛
り
系
の
「
待
つ
こ
と
あ
り

て
な
が
ら
へ
ん
」
は
こ
の
よ
う
な
シ
テ
の
現
在
の
心
境
を
述
べ
た
詞
章
と
し
て

納
得
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
掛
り
系
の
本
文
「
待
つ
こ
と
な
く
て
な
が

ら
へ
ん
」
で
あ
れ
ば
、
『
い
っ
た
い
い
つ
ま
で
、
「
待
つ
」
、
す
な
わ
ち
「
待
ち

得
た
る
」
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
こ
の
世
に
な
が
ら
え
る
の
だ
ろ
う
』
と
い
う
シ

テ
が
生
前
業
平
を
「
待
ち
得
た
る
」
幸
福
な
過
去
を
踏
ま
え
て
の
、
死
後
「
待

ち
続
け
て
い
る
」
亡
霊
の
な
げ
き
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

珠
で
上
掛
り
系
の
「
待
つ
こ
と
な
く
て
」
の
本
文
が
、
こ
こ
で
は
本
来
の
詞
章

の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

業
平
の
高
安
通
い
が
解
消
し
か
時
の
有
常
娘
の
心
情
に
つ
い
て
述
べ
た
詞
章

は

九
〇

　
　
シ
テ
　
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
竜
田
山
、
　
地
　
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
行
　
　

く
ら
ん
と
、
お
ぼ
つ
か
な
み
の
夜
の
道
、
行
く
へ
を
思
ふ
心
と
け
て
、
よ
　
　

そ
の
契
り
は
離
れ
が
れ
な
り
、
　
シ
テ
　
げ
に
情
知
る
泡
沫
の
、
　
地
　
　

あ
は
れ
を
述
べ
し
も
理
な
り
。

と
な
る
。
こ
の
部
分
は
生
前
の
業
平
と
有
常
娘
の
恋
物
語
と
で
あ
り
、
有
常
娘

が
こ
の
世
に
執
着
し
、
永
遠
に
さ
ま
上
う
原
因
と
な
る
「
思
い
出
」
が
語
ら
れ

て
い
る
。
伊
藤
氏
は
こ
の
部
分
に
「
待
ち
続
け
る
女
の
姿
」
を
読
み
と
っ
て
お

ら
れ
る
の
だ
が
、
た
だ
こ
の
詞
章
は
、
シ
テ
が
待
つ
「
辛
さ
」
に
つ
い
て
触
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
行
く
へ
を
思
ふ

心
と
け
て
、
よ
そ
の
契
り
は
離
れ
が
れ
な
り
」
と
い
う
詞
章
か
ら
は
、
夫
の
心

を
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
で
と
ど
め
、
T
心
と
け
」
だ
こ
と
、
つ
ま
り
歌
に
よ
っ

て
相
手
の
情
愛
を
引
豊
灰
す
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
女
の
喜
び
が
読
み
と
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
高
安
通
い
の
部
分
は
、
有
常
0
　
が
業
平
を
「
待
ち
得
た
る
」

幸
福
な
女
性
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
次
に
ク
セ
に
お
い
て
「
井
筒
」
と
い
う
曲
1
　
の
由
来
と
も
な
る
「
幼
な
恋
」

が
語
ら
れ
る
。
こ
の
部
加
を
引
用
す
る
と
、

　
　
地
　
（
中
略
）
心
の
水
も
そ
こ
ひ
な
く
、
移
る
月
日
も
重
な
り
て
、
大
人
　
　

し
く
恥
ぢ
が
は
し
く
、
互
に
今
は
な
り
に
け
り
、
そ
の
後
か
の
ま
め
男
、

　
　
　
（
中
略
）
シ
テ
　
筒
井
筒
、
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
丈
、
（
中
絡
）
互
に
　
　

詠
み
し
ゆ
ゑ
な
れ
や
、
筒
井
筒
の
女
と
も
、
聞
こ
え
し
は
有
常
が
、
娘
の
　
　

古
き
名
な
る
べ
し
。

と
な
る
。
こ
の
部
分
も
、
幼
い
も
の
同
士
の
情
愛
を
描
き
な
が
ら
、
「
恥
ぢ
が

わ
し
く
」
い
っ
た
ん
は
「
妹
を
見
ざ
る
」
期
間
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
も
「
筒
井
筒
」
の
歌
を
詠
み
合
う
こ
と
で
も
と
の
情
愛
を
と
旦
戻

し
か
と
す
る
。
サ
シ
の
高
安
通
い
の
部
分
と
同
じ
く
、
い
っ
た
ん
は
別
れ
の
危
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機
が
あ
り
、
そ
れ
が
歌
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
。

後
場
冒
節
に
は
有
常
娘
の
生
涯
が
凝
縮
し
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ

を
引
用
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
シ
テ
　
徒
な
り
と
名
に
こ
そ
立
て
札
桜
花
、
年
に
稀
な
る
人
も
待
ち
け
り
、

　
　
か
や
う
に
詠
み
し
も
わ
れ
な
れ
ば
、
人
待
つ
女
と
も
言
は
れ
し
な
り
、
わ
　
　

れ
筒
井
筒
の
昔
よ
り
、
真
弓
槻
弓
年
を
経
て
、
今
は
亡
き
世
に
業
平
の
、

　
　
形
見
の
直
衣
身
に
触
れ
て

そ
の
部
分
を
い
ま
試
み
に
訳
す
と
す
れ
ば
、

　
　
　
「
あ
か
な
り
と
…
…
」
ゝ
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
も
私
な
の
で
、
こ
の
歌
の
「
待
　
　

つ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
人
待
つ
女
」
と
も
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
　
　

と
い
う
の
も
自
分
は
（
お
互
い
に
恥
か
か
し
さ
が
生
ま
れ
て
あ
わ
な
い
時
　
　

期
を
過
ご
し
た
）
筒
井
筒
の
幼
い
恋
い
の
昔
か
ら
、
（
い
ま
新
枕
を
交
わ
　
　

そ
う
と
す
る
日
に
な
っ
て
、
折
よ
く
帰
っ
て
き
た
業
平
か
ら
）
「
真
弓
槻
弓
」
　
　

の
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
て
（
復
縁
を
迫
ら
れ
た
経
験
も
あ
り
、
様
々
な
夫
　
　

婦
の
危
機
を
経
験
す
る
年
月
を
過
ご
し
ま
し
た
が
、
最
後
に
は
業
平
の
訪
　
　

れ
を
待
ち
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
）
…
…
。

と
な
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
有
常
娘
の
述
懐
は
、
業
平
と
の
別
れ
の
危
機
を
何

回
も
迎
え
な
が
ら
も
、
そ
の
た
び
に
夫
の
愛
を
「
待
ち
得
た
る
」
日
々
の
あ
っ

た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
シ
テ
は
「
月
や
あ
ら
ぬ
、
春

や
昔
と
詠
め
し
も
、
い
つ
の
頃
ぞ
や
。
」
と
い
う
形
で
、
「
昔
」
を
懐
古
す
る
。

八
蔦
正
対
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
女
が
転
身
し
た
所
の
業
平
が
、
そ
の
よ
う
な

歌
を
歌
っ
た
時
分
の
頃
の
事
を
懐
古
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
以
外
、
解
釈
の
し

よ
う
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
業
平
が
二
条
の
后
を
恋
う
と

い
う
、
有
常
娘
の
純
愛
に
水
を
さ
す
よ
う
な
言
草
が
な
ぜ
有
常
娘
の
ロ
を
通
し

て
語
ら
れ
る
の
か
、
八
寫
氏
の
説
か
ら
は
明
確
な
説
明
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
西
村
鞭
氏
は
、
『
「
人
待
つ
女
」
の
苦
悩
の
に
じ
む
回
想
で
あ
ろ

う
。
』
と
、
有
常
娘
白
身
の
回
想
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
、

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
当
然
抱
い
て
ま
い
、
業
平
に
対
し
て
の
恨
み
が
語
ら
れ
て

い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
前
場
で
語
ら
れ
た
有
常
娘
の
「
昔
」
が
、
何
回
も
結
婚
生
活
の
危

機
を
経
な
が
ら
、
歌
に
よ
っ
て
愛
情
を
と
ど
め
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
有
常
娘
の
「
昔
」
と
し
て
、
前
場
で
は
「
昔
在
原

の
中
将
、
・
…
…
」
で
始
ま
る
結
婚
の
危
機
と
愛
情
の
復
活
の
話
（
ク
リ
ー
サ
シ
）

と
「
か
か
し
こ
の
團
に
…
…
」
で
始
ま
る
幼
な
恋
と
そ
の
成
就
の
話
（
夕
立

の
二
つ
が
語
ら
れ
て
い
た
。
後
場
で
も
、
前
場
と
㈲
じ
モ
チ
ー
フ
が
、
題
材
を

変
え
て
開
じ
順
番
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
結
婚

の
危
機
と
愛
情
の
復
活
の
話
が
、
前
場
の
高
安
通
い
に
対
し
て
後
場
で
は
四
段

の
業
平
炉
二
条
の
后
に
通
っ
た
和
歌
を
題
材
と
し
て
語
ら
れ
、
次
に
幼
な
恋
の

話
が
、
前
場
と
㈲
じ
二
三
段
の
「
筒
井
筒
」
の
話
と
一
段
の
「
初
冠
」
の
話
を

併
せ
る
形
で
語
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
古
注
釈
に
現
れ
る
世
阿

弥
当
時
の
理
解
に
お
い
て
も
、
業
平
が
二
条
后
に
通
っ
た
こ
と
は
、
業
平
と
有

常
娘
と
の
結
婚
生
活
に
と
っ
て
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
場
面
が
「
昔
」
を
返
す
場
面
で
あ
る
以
上
、
ま
ず
業
平
と
有
常
娘
と
の
結

婚
生
活
に
一
時
は
破
綻
の
危
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
有
常
娘
に
乗
り
移
っ
た
業

平
が
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
歌
を
詠
む
事
で
示
し
、
そ
の
後
に

　
　
シ
テ
　
筒
井
筒
、
　
地
　
筒
井
筒
、
井
筒
に
か
け
し
、
　
シ
テ
　
ま
ろ
が
　
　

丈
　
地
　
生
ひ
に
け
ら
し
な
、
　
シ
テ
　
お
ひ
に
け
る
ぞ
や
、
　
地
　
さ
　
　

な
が
ら
見
み
え
し
、
昔
男
の
、
冠
直
衣
は
、
女
と
も
見
え
ず
、
男
な
り
け
　
　

り
、
’
業
平
の
面
影

と
、
有
常
娘
と
業
平
炉
一
体
化
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

九

J
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あ
る
。
表
章
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
老
い
」
と
校
訂
さ
れ
、
『
「
生
ひ
に
け
ら
し

シ
テ
の
「
お
ひ
に
け
る
ぞ
や
」
の
「
お
ひ
」
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
解
釈
が

な
」
と
詠
ん
だ
の
だ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
若
い
頃
も
過
ぎ
、
や
が
て
は
年
老
い

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
よ
。
』
と
、
シ
テ
の
老
い
の
嘆
き
を
述
べ
た
詞
章
と
理

解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
藤
正
糾
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
生
ひ
」
と
校
訂

さ
れ
、
「
も
う
大
き
く
な
っ
た
よ
う
だ
よ
、
お
互
い
に
一
人
前
の
大
人
に
な
っ
た

ん
だ
ね
、
と
い
う
、
最
も
幸
せ
だ
っ
た
時
の
回
想
で
あ
る
べ
き
で
、
こ
こ
に
老

い
へ
の
詠
嘆
の
意
は
あ
る
ま
い
。
」
と
、
業
平
と
有
常
娘
の
お
互
い
に
生
長
し

た
時
期
の
回
想
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
表
氏
は
こ
の
「
お
ひ
」
を
有
常
娘
が
「
老

い
」
だ
と
捉
え
、
伊
藤
氏
は
業
平
と
有
常
娘
が
「
生
ひ
」
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
シ
テ
が
な
に
を
「
『
お
ひ
』
に
け
る
ぞ
や
」
と
述
べ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
S
　
X
　
N
　
X
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
私
は
、
こ
の
詞
章
の
直
後
に
「
さ
な
が
ら
見
み
え
し

昔
男
の
冠
直
衣
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
平
と
（
業
平
に
見
え
て
い
る
）
有

常
娘
で
あ
る
と
考
え
る
。
有
常
娘
が
身
に
つ
け
た
業
平
の
「
冠
直
衣
」
は
二
人

が
幼
く
「
井
筒
に
寄
り
て
う
な
ゐ
子
の
友
だ
ち
語
ら
ひ
て
」
水
鏡
に
面
を
写
し

て
い
た
時
期
の
業
平
の
衣
服
で
は
な
い
。
「
冠
」
と
あ
る
以
上
は
第
一
段
の
「
初

冠
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
業
平
の
元
服
後
の
衣
服
を
さ
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
知
顕
集
」
「
冷
泉
抄
」
は
第
一
段
の
「
男
」

を
業
平
、
「
女
は
ら
か
ら
」
を
有
常
娘
姉
妹
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
業
平
が
有

常
娘
に
「
初
冠
」
を
し
て
求
婚
し
た
と
い
う
理
解
は
世
阿
弥
当
時
確
か
に
存
在

し
た
。
つ
ま
り
シ
テ
が
「
お
ひ
に
け
る
ぞ
や
」
と
言
っ
て
い
る
こ
の
場
面
は
、

業
平
が
冠
直
衣
を
つ
け
て
「
お
ひ
に
け
ら
し
な
」
と
い
う
求
婚
の
言
葉
を
贈
っ

た
場
面
の
再
現
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
。
こ
こ
で
「
老
い
へ
の
嘆
き
」
を
と
る

の
は
他
の
部
分
に
シ
テ
が
容
色
の
衰
え
を
嘆
く
詞
章
が
な
い
こ
と
か
ら
も
不
自

然
で
、
伊
藤
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
「
生
ひ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
生
ひ
に
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

る
ぞ
や
」
は
、
『
（
「
生
ひ
に
け
ら
し
な
」
と
あ
な
た
〔
業
平
〕
が
詠
ん
だ
よ
う
に
、

あ
な
た
の
姿
は
、
幼
い
こ
ろ
井
筒
に
寄
っ
て
水
鏡
に
写
っ
た
姿
と
異
な
り
）
立

派
に
生
長
な
さ
っ
た
の
で
す
ね
、
（
私
〔
有
常
娘
〕
に
逢
わ
な
い
間
に
。
今
ま

さ
に
あ
な
た
の
冠
直
衣
姿
を
見
る
と
そ
れ
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
）
』
と
い

う
、
逢
わ
な
い
期
間
を
「
待
ち
得
」
て
業
平
と
結
婚
し
か
時
の
有
常
娘
の
感
慨

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
業
平
に
憑
依
さ
れ
て
一
体
と
な
っ
た
有
常

娘
の
姿
に
こ
そ
有
常
娘
の
生
前
の
「
待
つ
」
結
果
と
し
て
「
待
ち
え
た
る
」
姿

が
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
舞
1
　
上
の
亡
霊
の
姿
は
確
か
に
業
平
を
「
待
ち
続
け
る
」
姿
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
シ
テ
は
生
前
業
平
を
「
待
ち
得
た
る
」
経
験
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
「
待
ち
得
た
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
至
福
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
亡

霊
に
な
っ
て
も
な
お
、
「
移
り
舞
」
を
通
し
て
、
業
平
と
一
体
と
な
る
至
福
、

す
な
わ
ち
「
待
ち
得
た
る
」
至
福
を
願
い
続
け
る
と
考
え
て
ま
い
。
有
常
娘
は
　

「
頼
む
仏
の
み
手
の
糸
、
導
き
給
へ
法
の
馨
」
と
言
う
よ
う
に
切
に
成
仏
を
願
っ

て
い
る
。
だ
が
有
常
娘
は
「
待
ち
得
た
る
言
土
福
を
も
永
遠
に
願
う
こ
と
に
よ
っ

て
成
仏
で
き
ず
に
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
。
世
阿
弥
は
当
時
の
伊
勢
物
語
理
解

を
素
材
に
『
井
筒
』
を
つ
く
る
際
に
、
有
常
娘
が
業
平
を
「
待
ち
得
た
る
」
物

語
か
ら
、
有
常
娘
が
永
遠
に
業
平
を
「
待
ち
続
け
る
」
物
語
を
創
造
し
た
の
で

あ
る
。

「
恥
づ
か
し
や
、
昔
男
に
移
り
麺
」
と
、
有
常
娘
は
業

り
舞
」
を
舞
う
自
分
を
「
恥
づ
か
し
」
と
言
う
。
車
屋
本
で
は
こ
の
部
分
を
「
な

つ
か
し
や
」
と
す
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
有
常
娘
は
業
平
の
訪
れ
に
執
着

一
平
の
訪
れ
に
執
着
し
「
8
　

本
で
は
こ
の
部
分
を
「
な

し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
そ
し
て
業
平
の
訪
れ
に
執
着
す
る
有
常
娘
の
姿
は
、

仏
法
か
ら
見
れ
ば
現
世
に
執
着
す
る
「
罪
深
い
」
女
性
の
姿
で
あ
る
。
従
っ
て

能
の
通
常
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
ワ
牛
の
僧
は
当
然
罪
深
き
シ
テ
を
「
弔
い
」

に
よ
っ
て
「
浮
か
め
」
よ
う
と
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ワ
キ
も
1
　
乗
り
の
部
分



能『井筒』と中世伊勢物語古注釈　-「待つ女」等の解釈を通して

で
は
「
い
も
せ
を
か
け
て
弔
わ
ん
」
と
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
以
降
の
詞
章
に
弔

い
の
言
葉
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
「
移
り
舞
」
に
よ
っ
て
業
平
を
「
待
ち
得
た

る
」
こ
と
自
体
が
有
常
娘
の
亡
霊
に
と
っ
て
至
福
で
あ
る
か
ら
で
、
有
常
娘
の

亡
霊
が
妄
執
を
持
ち
な
が
ら
も
苦
し
ん
で
い
る
姿
の
亡
霊
で
は
な
い
た
め
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
井
筒
』
の
有
常
娘
は
、
業
平
と
一
体
に
な
っ
た
こ
の
瞬
間
す
で
に
、
仏
教

的
罪
障
を
超
越
し
た
情
愛
の
女
で
あ
る
こ
と
を
み
す
が
ら
選
ん
だ
と
言
っ
て
よ

い
。
こ
う
し
て
情
愛
と
成
仏
の
葛
藤
の
な
か
で
情
愛
を
選
ぶ
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
宗
教
的
主
題
を
超
え
た
『
井
筒
』
の
主
題
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
村
格
氏
が
報
告
さ
れ
た
、
室
町
末
期
に
行
わ
れ
て
い
た
十
寸
髪
の
面
を
つ

け
、
翔
り
を
舞
う
演
出
も
、
こ
の
よ
う
な
有
常
娘
の
業
平
を
恋
う
執
念
と
成
仏

へ
の
望
み
と
の
間
で
ゆ
れ
る
心
の
葛
藤
の
強
さ
を
強
調
す
る
演
出
と
考
え
れ

ば
、
主
題
に
即
し
か
妥
当
な
演
出
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
、

『
井
筒
』
成
立
後
の
有
常
娘
像

　
『
井
筒
』
は
永
享
二
（
一
四
三
〇
）
年
一
一
月
成
立
の
「
申
楽
談
儀
」
に
「
上

花
」
の
能
と
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
こ
の
時
ま
で
に
は
成
立

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
申
楽
談
儀
」
成
立
の
三
〇
年
ほ
ど
後
、
長

禄
四
二
四
六
〇
）
年
に
一
条
兼
良
が
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
（
以
下
「
愚
見
抄
」

と
略
称
す
る
。
）
を
著
す
。
「
愚
見
対
」
は
、
「
知
顕
集
」
な
ど
の
古
注
が
、
確

実
な
典
拠
に
基
づ
か
ず
に
業
平
の
通
っ
た
女
性
の
実
名
を
挙
げ
る
態
度
を
、

　
　
業
平
中
将
の
か
よ
ひ
侍
る
女
は
を
の
づ
か
ら
物
語
の
中
に
其
1
　
を
あ
ら
は
　
　

し
て
侍
る
は
申
に
不
及
。
叉
代
々
の
撰
集
な
ど
の
中
に
其
毎
に
つ
き
て
　
　

ま
ゝ
作
者
を
の
せ
侍
る
事
あ
り
。
然
を
近
古
の
末
釈
に
一
々
に
其
1
　
を
顕
　
　

し
侍
る
い
と
お
ぼ
っ
か
な
き
事
な
る
べ
じ
。
縦
其
世
に
生
れ
あ
ひ
た
り
共

か
ゝ
る
み
そ
か
わ
ざ
を
ば
あ
ま
ね
く
人
不
可
知
。
況
数
百
年
の
後
に
を
し

は
か
り
に
い
ふ
べ
き
事
は
、
縦
1
　
哲
の
ロ
伝
た
り
と
云
共
信
用
ド
た
ら
ぬ

事
な
る
べ
し
。

と
激
し
く
批
判
す
る
。
「
愚
見
加
」
は
古
今
和
歌
集
の
詞
書
な
ど
確
実
な
典
拠

に
実
名
を
載
せ
て
あ
る
場
合
を
除
き
、
「
男
」
「
女
」
に
実
1
　
を
挙
げ
な
い
方
針

を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
考
え
方
と
言
え
る
。
こ
の

考
え
方
は
「
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
」
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
行
く
。
し
か
し
「
愚

見
抄
」
成
立
後
も
し
ば
ら
く
は
、
伊
勢
物
語
を
業
平
が
実
際
に
体
験
し
た
恋
愛

尾
田
敬
子
氏
は

に
基
づ
い
た
物
語
と
理
解
す
る
考
え
は
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
．
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伊
勢
物
語
中
の
人
物
に
実
1
　
を
宛
て
る
注
釈
態
度
を
と
る
「
伊

勢
源
氏
十
二
番
女
合
」
の
成
立
時
期
を
「
可
能
性
と
し
て
は
十
五
世
紀
後
半
か

ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
の
時
代
を
過
ぎ
る
と
、
伊
勢
物
語
の
「
男
」
「
女
」
に
実
1
　
を
当

て
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
徐
々
に
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
『
井
筒
ヤ
に
描

か
れ
て
い
る
『
有
常
娘
』
像
も
、
本
文
に
よ
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
た
め
「
有
常
娘
」
が
中
世
の
「
伊
勢
物
語
」
の
世
界
で
生
前
窟
平
を
　

「
待
ち
得
た
る
」
幸
福
な
女
性
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
次
第
に

観
衆
の
記
憶
か
ら
遠
の
き
、
有
常
娘
が
業
平
を
「
待
ち
続
け
る
」
姿
の
け
な
げ

な
美
し
さ
の
み
が
『
井
筒
』
の
世
界
と
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

〒
）
　
中
村
格
「
室
町
末
期
の
女
能
　
　

学
紀
要
　
第
二
部
門
　
人
文
科
学
　
　

三
一
頁
上
段

（
色
　
堀
口
康
生
『
待
つ
女

『
井
筒
』
の
場
合

」
「
東
京
学
芸
大

第
二
五
集
」
昭
和
四
九
年
一
月
発
行
。
二

「
井
筒
」
の
手
法
』
『
図
説
　
日
本
の
古
典
5
　
竹

　
　
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
昭
和
五
三
年
八
月
発
行
　
一
九
五
頁

言
）
　
伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
　
上
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
昭
和
五
八
年
三
月
発
行
　
　

新
潮
社
　
四
○
三
頁
下
段
－
四
○
四
頁
下
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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心

八18

心
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ら20

W

八21

心

ら22

心

ら23

心

　
八
蔦
正
治
『
世
阿
弥
の
能
と
芸
論
』
昭
和
六
〇
年
一
一
月
発
行
　
三
弥
井
書

店
　
四
八
四
頁

　
西
村
聡
『
「
人
待
つ
女
」
の
「
今
」
と
「
昔
」
－
能
『
井
筒
』
論
』
「
皇
学
館

大
学
紀
要
1
8
」
昭
和
五
五
年
一
月
号
　
一
〇
六
頁

　
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
』
片
桐
洋
一
著
　
昭
和
四
四
年
一
月
発
行

明
治
書
院
　
四
七
〇
頁

　
同
注
6
　
一
六
三
頁
下
段
－
一
六
四
段
上
段
（
「
わ
が
せ
し
が
ご
と
」
を
「
わ

が
せ
し
か
ご
と
」
に
改
め
た
。
）

　
同
注
6
　
三
三
五
下
段
－
三
三
六
頁
上
段
（
「
二
の
義
。
有
常
に
は
」
を
「
二

の
義
有
。
常
に
は
」
に
改
め
た
。
）

　
『
鉄
心
斎
文
庫
　
伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊
　
第
一
巻
』
片
桐
洋
一
編
　
八
木
書

店
　
昭
和
六
三
年
一
一
月
発
行
　
六
一
頁

　
同
注
6
　
五
三
〇
頁
上
・
下
段

　
同
注
6
　
三
三
六
頁
上
・
下
段

　
同
注
9
　
六
二
頁
〔
こ
の
部
分
の
考
察
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
伊
勢
物
語
古
注

釈
と
『
井
筒
』
－
有
常
娘
像
の
変
貌
」
（
「
椙
山
女
学
回
大
学
研
究
論
集
　
第
二

三
号
　
第
二
部
」
平
成
四
年
二
月
発
行
）
　
の
三
八
－
四
○
頁
と
重
な
る
部
分
が

あ
る
。
御
参
照
頂
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。
〕

　
『
世
阿
弥
　
禅
竹
』
所
収
　
加
藤
周
一
　
表
章
　
日
本
思
想
大
系
　
岩
波
書
店

昭
和
四
九
年
四
月
発
行
　
二
言
一
頁
上
・
下
段

　
同
注
6
　
一
八
七
頁
上
段

金
忠
永
「
謡
曲
『
井
筒
』
考

本
説
を
手
が
か
り
と
し
た
シ
テ
像
の
考
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九
四

　
同
注
5
　
九
七
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
五
頁

　
『
謡
曲
集
　
上
』
野
上
豊
一
郎
解
説
　
田
中
允
校
註
　
日
本
古
典
選
　
朝
日
新

聞
社
　
昭
和
三
二
年
一
月
発
行
　
一
八
〇
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
七
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
七
－
二
七
八
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
九
頁

　
同
注
連
　
四
六
三
頁

　
同
注
5
　
一
〇
七
－
一
〇
八
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
九
頁
（
「
老
い
に
け
る
ぞ
や
」
を
「
お
ひ
に
け
る
ぞ
や
」
に
改

め
た
。
）

　
同
注
2
3
　
二
七
九
百
八
　
頭
注
二
四

　
同
注
3
　
一
一
〇
頁
　
頭
注
八

　
同
注
2
3
　
一
一
七
九
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
七
頁

　
同
注
6
　
業
平
：
コ
豆
頁
上
段
　
有
常
娘
姉
妹
：
コ
ー
九
頁
上
段

　
同
注
6
　
業
平
：
二
九
三
頁
下
段
　
有
常
娘
姉
妹
：
二
九
四
頁
上
段

　
同
注
2
3
　
二
七
五
頁

　
同
注
2
3
　
二
七
九
頁

　
同
注
2
6
　
一
八
三
頁

　
『
伊
勢
物
語
研
究
史
の
研
究
J
m
中
宗
作
著
　
昭
和
四
○
年
一
〇
月
発
行
　
桜

楓
社
　
三
七
二
頁
上
段

　
「
愚
見
抄
」
が
伊
勢
物
語
の
登
場
人
物
に
ど
の
人
物
を
宛
て
た
か
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
に
登
場
す
る
人
物
』
　
（
「
椙
山
回
文
学
」
第
十
七
号

平
成
五
年
二
耳
発
行
）
を
御
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

　
尾
田
敬
子
「
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
の
成
立
基
盤
」
「
国
語
国
文
」
昭
和

六
〇
年
一
一
月
発
行
　
一
〇
頁
上
段

　
〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
六
年
秋
中
世
文
学
会
大
会
発
表
を
も
と
に
改
稿
し
て
作
成
し

た
も
の
で
す
。
終
始
御
指
導
頂
い
た
名
波
弘
彰
先
生
、
学
会
に
於
い
て
御
質
問
・
御

塾
示
下
さ
っ
た
天
野
文
雄
先
生
、
伊
藤
正
義
先
生
、
田
口
和
夫
先
生
、
中
村
格
先
生
、

八
府
正
治
先
生
初
め
、
お
教
え
頂
き
ま
し
た
諸
先
生
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
な

お
本
稿
は
平
成
四
年
度
・
五
年
度
椙
山
女
学
園
大
学
学
園
研
究
費
助
成
に
よ
る
成
果

の
一
部
と
な
り
ま
す
。

察
－
」
「
文
学
研
究
論
集
」
第
1
0
号
　
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会
　
平
成

五
年
三
月
　
一
七
頁

　
「
ふ
り
わ
け
髪
」
『
日
本
歌
学
大
系
　
第
八
巻
』
佐
佐
木
信
綱
編
　
風
聞
書
房

昭
和
四
六
年
三
月
発
行
　
一
九
七
－
一
九
八
頁

　
同
注
6
　
一
五
七
頁
下
段
－
一
五
八
頁
上
段

　
同
注
6
　
三
二
五
頁
上
段

　
同
注
6
　
一
一
〇
頁
下
段

　
同
注
6
　
一
一
一
頁
上
段

　
同
注
6
　
一
一
一
頁
下
段
－
［
コ
ー
頁
上
段

　
同
注
6
　
三
四
回
貝
上
段

　
『
謡
曲
集
　
上
』
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
4
0
　
岩
波

書
店
　
昭
和
三
五
年
コ
ー
月
発
行
　
二
七
五
頁


