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雨
月
物
語
の
典
拠
と
な
っ
た
中
世
の
作
品
と
し
て
、
最
初
に
提
示

す
べ
き
は
、
鴨
長
明
の
方
丈
記
で
あ
る
。
こ
の
方
丈
記
が
雨
月
物
語

の
出
所
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
家
は
全
然
気
附

い
て
は
ゐ
な
い
。
し
か
し
「
浅
茅
が
宿
」
に
は
明
か
に
さ
う
と
恩
は

れ
る
点
が
あ
る
。

「
浅
茅
が
宿
」
に
勝
四
郎
が
故
郷
を
離
れ
て
後
、
東
国
地
方
に
戦

乱
が
起
り
、
流
行
病
さ
へ
も
行
ほ
れ
て
、
そ
の
た
め
勝
四
郎
は
煽
国

出
来
ず
、
宮
木
も
寂
し
く
死
去
す
る
と
云
ふ
。
そ
の
辺
の
審
情
を
記

し
て
「
浅
茅
が
宿
」
に
「
一
人
の
婦
女
も
去
て
、
す
こ
し
の
貯
へ
も

む
な
し
く
、
其
年
も
暮
ぬ
。
年
あ
ら
た
ま
り
ぬ
れ
ど
も
猶
を
き
ま
ら

ず
。
あ
ま
さ
へ
去
年
の
秋
景
家
の
下
知
と
し
て
、
美
濃
の
国
群
上
の

主
、
束
の
下
野
守
常
緑
に
御
撰
を
給
び
て
、
云
々
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
富
木
が
夫
の
不
在
中
、
家
を
守
る
と
い
ふ
個
所
で
あ
る
が
、
更
に

畿
内
に
は
ま
た
も
や
畠
山
義
就
、
政
長
兄
弟
の
確
執
が
あ
っ
た
と
い

ふ
こ
と
を
記
し
て
「
浅
茅
が
宿
」
に
は
「
京
ぢ
か
く
も
騒
が
し
ぎ
に
、

春
の
頃
よ
り
痘
疫
さ
か
ん
に
行
ほ
れ
て
、
屍
は
街
に
畳
、
人
の
心
も

今
や
j
劫
の
尽
る
な
ら
ん
と
、
は
か
な
き
か
ぎ
り
を
悲
し
み
け
る
」
と

云
っ
て
ゐ
る
。

右
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
二
つ
の
個
所
を
、
私
は
方
丈
記
の
養
和
の

飢
饉
の
条
か
ら
採
っ
た
も
の
と
思
っ
て
ゐ
る
。
方
丈
記
に
「
前
の
年

か
く
の
如
く
、
辛
く
し
て
暮
れ
ぬ
。
明
く
る
年
は
立
ち
な
は
る
べ
き

か
と
思
ふ
程
に
、
あ
ま
さ
へ
疫
病
う
ち
そ
ひ
て
、
勝
る
や
う
に
跡
方

な
し
。
世
の
人
み
な
飢
ゑ
死
に
け
れ
ば
、
日
を
経
つ
1
窮
ま
り
ゆ
く

さ
ま
、
少
水
の
魚
の
た
と
へ
に
似
た
り
。
・
…
‥
築
土
の
つ
ら
、
路
の

ほ
と
り
に
飢
ゑ
死
ぬ
る
た
ぐ
ひ
は
数
も
知
ら
ず
。
と
り
捨
つ
る
わ
ざ

も
無
げ
れ
ば
、
臭
き
香
世
界
に
み
ち
〈
て
、
変
り
行
く
形
あ
り
さ

ま
、
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
雷
お
は
か
り
。
況
む
や
川
原
な
ど
に
は
、
馬

事
の
行
き
ち
が
ふ
道
だ
に
も
な
し
」
と
見
え
て
ゐ
る
。
前
年
は
こ
の

や
う
な
悲
惨
な
状
態
で
暮
れ
た
。
明
年
は
立
ち
寝
る
か
と
思
っ
た
が
、

さ
う
で
は
な
く
、
刺
へ
疫
病
が
流
行
し
て
、
】
層
甚
し
く
な
っ
た
ー
。

そ
し
て
餓
死
者
が
道
路
に
充
満
し
て
暗
視
出
来
な
い
程
で
あ
っ
た
と
、

か
う
い
ふ
類
似
の
雷
柄
が
方
丈
記
に
も
現
ほ
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
は
全

く
「
浅
茅
が
宿
」
そ
の
儀
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
眉
語
や
句
法
の

上
か
ら
眺
め
て
も
、
被
れ
に
「
其
年
も
暮
ぬ
。
年
あ
ら
た
ま
り
ぬ
れ

ど
も
猶
を
き
ま
ら
ず
、
あ
ま
さ
へ
」
と
あ
れ
ば
、
此
れ
に
も
「
前
の

年
か
く
の
如
く
、
宰
く
し
て
暮
れ
ぬ
。
明
く
る
年
は
、
立
ち
な
は
る

べ
き
か
と
思
ふ
程
に
あ
ま
さ
へ
」
と
あ
る
。
ま
た
被
れ
に
「
痘
疫
さ

か
ん
に
行
ほ
れ
て
」
と
あ
れ
ば
、
此
れ
に
は
「
疫
病
う
ち
そ
ひ
て
云

々
」
と
あ
る
。
「
あ
ま
つ
き
へ
」
と
云
ふ
べ
き
所
を
「
あ
ま
さ
へ
」

と
称
し
、
（
「
あ
ま
さ
へ
」
と
い
ふ
語
は
「
白
壁
」
に
も
あ
る
）
「
流

行
病
」
の
こ
と
を
「
え
や
み
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
特
殊
的

な
語
句
の
一
致
す
る
点
か
ら
見
て
も
、
両
文
の
間
に
画
接
交
渉
の
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
体
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
主
要
典
拠
た
る
「
愛
郷
伝
」
や
伽
嫡
子

、
に
は
戦
乱
の
記
掌
は
あ
る
が
、
痘
疫
が
流
行
し
て
、
人
間
の
死
骸
が

衛
衛
に
満
ち
る
と
い
ぶ
や
う
な
趣
向
は
少
し
も
な
い
。
「
浅
茅
が
宿
」

で
戦
乱
に
加
ふ
る
に
痘
接
の
こ
と
を
以
て
し
た
の
は
、
こ
の
場
合
頗

る
効
果
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
ふ
の
も
全
く
方
丈
記
に
導
か
れ
た
、

秋
成
の
新
案
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
典
拠
薪
考

ヽ
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一

方
丈
記
と
同
じ
随
筆
文
学
と
し
て
、
第
二
に
挙
ぐ
へ
き
も
の
に
）

徒
然
草
が
あ
る
。
既
に
世
間
菱
形
気
（
巻
二
第
一
語
、
巻
四
第
三
話
）

に
も
徒
然
草
の
本
文
を
引
い
た
と
こ
ろ
や
「
つ
れ
ぐ
の
鉄
槌
抄
」

の
書
名
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
徒
然
草
対
秋
成
の
関
係
は
十
分

に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
徒
然
草
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
シ
」
れ
迄
余
り
問
題
と
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
僅
か
に
樋
口
氏
の

評
釈
雨
月
物
語
（
評
釈
江
戸
文
学
叢
董
調
本
傑
作
集
所
収
）
で
、
「
白

峯
」
に
あ
る
「
椎
柴
」
と
い
ふ
語
に
対
し
、
徒
然
草
の
第
百
三
十
七

段
（
「
椎
柴
、
し
ら
か
し
な
ど
の
、
ぬ
れ
た
る
や
う
な
る
葉
の
圭
に

と
あ
る
）
を
あ
げ
、
「
吉
備
津
の
釜
」
の
「
招
魂
の
法
」
に
対
し
て
、

徒
然
草
第
二
百
十
段
（
「
あ
る
真
言
書
の
車
に
、
喚
子
馬
鳴
く
時
、

招
魂
の
法
を
ば
行
ふ
次
第
あ
り
」
と
あ
る
）
を
あ
げ
、
「
賓
福
論
」

に
「
己
が
こ
の
む
ま
に
I
－
世
を
山
林
に
の
が
れ
て
、
し
づ
か
に
一

生
を
終
る
。
心
の
う
ち
い
か
ば
か
り
清
し
か
ら
ん
と
は
う
ら
や
み
ぬ

る
ぞ
」
と
い
ふ
の
に
関
し
て
、
徒
然
草
の
第
十
七
段
（
「
山
寺
に
か

き
こ
も
り
て
、
仏
に
つ
か
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
，
ハ
＼
も
な
く
心
の

濁
も
き
よ
薫
る
心
地
す
れ
」
と
あ
る
）
を
あ
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
藤
村
作
博
士
著
の
新
選
近
代
文
学
の
雨
月
物
語
で
は
、
「
貧
福

論
」
の
「
い
ぼ
ざ
る
は
腹
み
つ
れ
ば
」
に
対
し
て
、
そ
の
註
解
と
し

て
徒
然
草
の
「
お
ぼ
し
き
寧
い
ぼ
ぬ
は
、
腹
ふ
く
る
ゝ
わ
ざ
」
と
い

ふ
一
句
を
あ
げ
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
、
明
治
書
院
発
行
の
金
子
元

三



臣
民
編
、
雨
月
物
語
薪
抄
で
は
、
「
貧
福
論
」
に
「
富
め
る
者
は
か

な
ら
ず
怪
し
、
富
め
る
も
の
は
お
は
く
愚
な
り
」
と
い
ふ
所
や
、
同

じ
「
貧
福
論
」
に
「
心
の
う
ち
い
か
ば
か
り
清
し
か
ら
ん
」
と
い
ふ

所
に
対
し
て
：
「
徒
然
草
に
見
ゆ
」
と
頭
記
を
施
し
て
ゐ
る
の
が
目

に
着
く
位
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
次
第
で
、
樋
口
、
藤
村
、
金
子
三
氏
の
著
書
の
中
に
は
、

多
少
こ
の
徒
然
草
の
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
詞

句
上
の
註
釈
と
し
て
引
か
れ
た
程
度
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
雨

月
物
語
創
作
上
の
原
拠
と
云
ふ
明
白
な
意
識
は
な
か
つ
た
や
チ
で
あ

る
。
（
金
子
氏
が
「
富
め
着
る
ほ
云
々
」
を
徒
然
草
に
見
え
る
と
し

た
の
は
誤
謬
で
、
こ
れ
は
五
雑
姐
に
拠
っ
た
の
で
あ
る
。
五
雑
姐
の

こ
と
は
、
「
歴
史
日
本
」
第
一
巻
第
六
号
所
載
拙
稿
参
照
）
し
か
し

私
は
、
雨
月
物
語
の
典
拠
と
し
て
、
も
つ
と
大
き
な
意
義
を
こ
の
随

筆
の
上
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

徒
然
草
の
第
十
八
段
に
、
人
間
は
廉
直
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

ふ
議
論
が
あ
る
。
そ
の
文
を
あ
げ
る
と
、

人
は
己
れ
を
つ
ゞ
ま
や
か
に
し
、
香
を
退
け
て
、
財
を
も
た
ず
、

世
を
貪
ら
ざ
ら
む
ぞ
い
み
じ
か
る
べ
き
。
昔
よ
り
賢
さ
人
の
富
め

る
は
稀
な
り
。
も
ろ
こ
し
に
許
由
と
い
び
つ
る
人
は
、
更
に
身
に

従
へ
る
貯
へ
も
な
く
て
、
水
を
も
手
し
て
捧
げ
て
飲
み
け
る
を
見

て
、
瓢
と
い
ふ
物
を
人
の
得
さ
せ
た
り
け
丸
は
、
あ
る
蒔
木
の
枝

に
掛
け
た
り
締
高
は
、
風
に
吹
か
れ
て
鳴
り
け
る
を
、
か
し
が
ま

四

し
と
て
捨
て
つ
。
文
字
に
掬
び
て
ぞ
水
も
飲
み
け
る
。
い
か
ば
か

り
心
の
う
ち
凍
し
か
り
け
む
。

と
あ
る
。
こ
の
i
節
を
読
ん
で
、
商
ち
に
私
の
胸
に
浮
ぶ
の
は
、

「
貧
福
論
」
の
記
載
で
あ
る
。
黄
金
の
精
霊
は
岡
左
内
に
向
ひ
、
身

の
行
も
正
し
く
誠
の
心
の
あ
る
人
で
、
し
か
も
窮
迫
す
る
も
の
が
あ

る
の
は
、
天
蒼
氏
の
賜
が
少
く
生
れ
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
び

精
神
を
労
し
て
も
富
貴
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
論
じ
、
「
さ

れ
ば
こ
そ
い
に
し
へ
の
賢
さ
人
は
、
も
と
め
て
益
あ
れ
ば
も
と
め
、

益
な
く
は
も
と
め
ず
。
己
が
こ
の
む
ま
に
〈
世
を
山
林
に
の
が
れ

て
、
し
づ
か
に
一
生
を
終
る
。
心
の
う
ち
い
か
ば
か
り
清
し
か
ら
ん

と
は
う
ら
や
み
ぬ
る
ぞ
」
と
続
け
て
ゐ
る
。
一
に
清
廉
潔
白
な
高
士

の
徳
を
顕
し
、
他
は
賢
人
の
無
欲
を
讃
歌
す
る
。
両
書
共
に
そ
の
議

論
が
似
て
ゐ
る
上
に
、
徒
然
草
に
「
昔
よ
り
賢
さ
人
の
云
ご
と
あ

れ
ば
、
「
貧
福
論
」
に
は
「
い
に
し
へ
の
賢
さ
人
は
云
々
」
と
書
い

て
あ
る
。
ま
た
徒
然
草
に
「
い
か
ば
か
り
心
の
う
ち
凍
し
か
り
け
む
」

と
見
え
、
こ
れ
に
照
応
し
て
「
賃
福
論
」
に
は
「
心
の
う
ち
い
か
ば

か
り
清
し
か
ら
ん
と
は
う
ら
や
み
ぬ
る
ぞ
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
か
う

見
て
来
る
と
、
「
貧
福
論
」
の
こ
の
個
所
は
、
徒
然
草
第
十
八
段
の

文
面
を
基
礎
に
し
て
書
い
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
秋
成
が
「
い
に
し
へ

の
賢
さ
人
」
と
云
っ
て
ゐ
る
の
も
、
結
局
許
由
の
や
う
な
隠
董
同
士

を
指
し
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
（
拾
遺
集
ま
た
は
前
大
納
言

公
任
卿
集
に
「
さ
ゞ
浪
や
志
賀
の
浦
風
い
か
ば
か
り
心
の
う
ち
や
諒

し
か
る
ら
ん
」
と
あ
り
、
鈴
木
氏
の
新
註
雨
月
物
語
評
釈
で
は
、
こ

れ
を
前
記
「
貧
福
論
」
の
詞
句
の
出
所
と
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、

前
後
の
関
係
ヒ
、
徒
然
草
に
拠
る
も
の
と
し
た
方
が
穂
か
で
あ
る
）

次
に
確
定
的
な
証
左
が
な
い
の
で
、
堕
言
は
出
来
な
い
が
、
さ
う

で
な
い
か
と
疑
ほ
れ
る
も
の
に
、
徒
然
草
の
第
二
百
十
七
段
の
或
る

大
福
長
者
の
致
富
論
が
あ
る
。
す
な
は
ち
初
め
に
人
は
富
裕
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
き
、
富
裕
を
得
る
が
為
の
手
段
と
し
て
、
人

間
常
住
の
思
ひ
に
住
し
て
、
仮
り
に
も
無
常
を
観
じ
な
い
こ
と
、
何

事
に
も
必
要
を
満
た
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
金
銭
の
尊
ぶ
べ
き
こ
と
、

怒
り
怨
ん
で
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
正
直
に
し
て
約
束
を
堅
く
守
る
こ
と

等
を
数
へ
、
最
後
に
右
の
大
福
長
者
の
意
見
に
対
し
て
、
兼
好
の
批

判
を
記
し
て
ゐ
る
。
こ
の
一
文
は
徒
然
草
中
の
議
論
文
と
し
て
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
貧
福
論
」
と
較
べ
る
と
、
薮
に
も

や
は
り
共
通
性
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
徒
然
草
に
「
人
は
万

を
さ
し
お
き
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
徳
を
付
く
べ
き
な
り
。
貧
し
く
て
は

生
け
る
か
ひ
な
し
。
富
め
る
の
み
を
人
と
す
」
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、

か
う
い
ふ
思
想
は
「
貧
福
論
」
全
体
に
減
っ
て
、
敢
て
珍
ら
し
い
こ

と
で
－
は
な
い
。
更
に
徒
然
草
で
は
「
銭
を
奴
の
如
く
し
て
用
ふ
る
物

と
知
ら
は
、
永
く
貧
苦
を
免
る
べ
か
ら
ず
。
君
の
ご
と
く
神
の
ご
と
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

，

　

ヽ

　

ヽ
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く
畏
れ
尊
み
て
従
へ
用
ふ
る
寧
な
か
れ
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

金
銭
の
濫
用
を
戒
め
、
主
君
の
如
く
神
の
如
く
敬
せ
よ
と
論
述
し
て

雨
月
物
語
典
拠
新
巻

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
「
貧
福
論
」
に
「
卑
寄
食
酷
の
人
は
、
金
銀
を

見
て
、
父
母
の
ご
と
く
親
し
み
、
食
ふ
べ
き
を
も
喫
は
ず
、
穿
べ
き

物
を
着
ず
。
得
が
た
き
い
の
ち
ぎ
へ
惜
し
と
お
も
は
で
、
起
て
お
も

ひ
臥
て
わ
す
れ
ね
は
、
こ
1
に
あ
っ
薫
る
雷
ま
の
あ
た
り
な
る
こ
と

わ
り
な
り
」
と
あ
る
の
と
併
せ
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
殊
に
「
君
の

ご
と
く
神
の
ご
と
く
畏
れ
尊
み
て
」
　
（
徒
然
草
）
と
「
父
母
の
ご
と

く
親
し
み
」
　
（
貧
藩
論
）
と
、
こ
の
語
句
上
の
類
似
は
看
逃
す
こ
と

が
出
来
な
い
と
思
ふ
。
紫
に
も
何
か
の
繋
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
ふ
。

更
に
徒
然
草
の
第
七
十
四
段
を
見
る
と
、
そ
れ
に
は
営
々
と
し
て

利
に
趨
り
、
慾
を
貪
る
人
間
の
生
活
を
叙
し
て
「
蟻
の
ご
と
く
に
集

ま
り
て
、
東
西
に
い
そ
ぎ
南
北
に
は
し
る
。
高
さ
あ
り
、
賎
し
き
あ

り
。
老
い
た
る
あ
り
、
惹
き
あ
り
。
行
く
処
あ
り
、
煽
る
家
あ
り
。

タ
に
い
ね
で
朝
に
趣
く
。
い
と
な
む
所
何
事
そ
や
。
生
を
む
で
ぼ
り
、

利
を
も
と
め
て
や
む
時
な
し
」
と
あ
る
。
こ
の
個
所
は
「
貧
福
論
」

に
現
ほ
れ
た
、
勤
勉
で
あ
り
な
が
ら
薄
命
な
人
物
の
記
述
に
恩
ひ
合

は
す
も
の
が
あ
る
。
「
さ
ら
ば
そ
の
人
は
作
業
に
う
と
き
ゆ
ゑ
か
と
見

れ
ば
、
夙
に
起
お
そ
ふ
ふ
し
て
、
怪
力
を
擬
し
、
西
に
ひ
か
し
に
走

り
ま
ど
ふ
躍
燈
さ
ら
に
閑
な
く
」
と
い
ふ
の
が
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ

る
。
尤
も
「
貧
福
論
」
の
こ
の
辺
の
個
所
が
勇
燈
新
語
の
「
富
貴
発

跡
司
志
」
に
基
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
嘗
て
論
述
し
た
如
く
で
あ
る
が

（
「
国
語
国
文
」
第
二
十
二
巻
第
七
号
所
載
拙
稿
参
照
）
、
勇
燈
新
語

五



一己

の
み
で
は
、
か
う
い
ぶ
文
は
生
れ
て
来
な
い
。
（
「
夙
に
起
お
そ
ふ
ふ

し
て
」
と
か
「
西
に
束
に
走
り
ま
ど
ふ
、
躍
撥
」
と
か
見
え
て
ゐ
る
の

は
、
全
く
徒
然
草
と
酷
似
し
て
ゐ
る
。
勇
燈
新
語
を
主
と
し
、
徒
然

草
を
副
と
し
て
、
秋
成
は
こ
の
辺
の
記
罫
を
書
い
た
の
で
あ
ら
う
。

㈲

最
後
に
古
今
著
聞
集
と
雨
月
物
語
と
の
交
渉
に
移
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
是
迄
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
多
少
と
も

注
意
さ
れ
て
は
ゐ
る
。
す
な
は
ち
鈴
木
氏
の
雨
月
物
語
新
釈
で
は
「
夢

応
の
鰹
魚
」
の
末
技
に
三
井
寺
の
僧
異
義
の
弟
子
威
光
の
画
才
の
こ

と
を
記
し
て
「
其
弟
子
威
光
な
る
も
の
、
異
義
が
神
妙
を
つ
た
へ
て

時
に
名
あ
り
。
開
院
の
殿
の
障
子
に
鶏
を
画
し
に
、
生
け
る
鶏
こ
の

絵
を
見
て
戯
け
る
よ
し
を
、
古
き
物
が
た
り
に
載
た
り
」
と
あ
る
の

を
あ
げ
、
こ
の
「
古
き
物
語
」
を
古
今
著
聞
集
で
あ
る
と
記
し
、
爾

後
の
諸
註
釈
書
も
ま
た
こ
れ
に
従
っ
て
ゐ
る
。
（
こ
の
説
は
鈴
木
氏

の
新
註
雨
月
物
語
評
釈
に
も
あ
る
）
　
こ
れ
は
古
今
著
聞
集
巻
十
二

両
図
の
条
に
「
威
光
開
院
の
障
子
に
鶏
を
書
き
た
り
け
る
を
、
実
の

鶏
見
て
戯
け
る
と
な
ん
。
こ
の
威
光
は
三
井
寺
の
僧
異
義
が
弟
子
に

な
ん
侍
り
け
る
」
と
見
え
て
ゐ
る
の
が
そ
の
原
文
で
あ
る
が
、
文
章

の
比
較
上
、
鈴
木
氏
の
所
説
は
正
し
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
秋
成

は
後
年
の
も
の
な
が
ら
春
雨
物
語
の
「
天
津
処
女
」
　
で
も
古
今
著
聞

集
を
採
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
ム
で
も
こ
の
書
に
依
拠
し
た
の
で
あ
る
。

（
新
潮
社
発
行
日
本
文
学
大
辞
典
で
、
こ
の
異
義
の
話
を
宇
治
拾
遺

」ヽ

の
一
条
と
し
て
ゐ
る
の
は
誤
謬
で
あ
る
。
な
は
春
雨
物
語
と
著
聞
集

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
村
幸
彦
氏
の
見
解
が
「
国
語
国
文
」
第

二
十
一
巻
第
十
号
に
載
っ
て
ゐ
る
）

さ
て
右
の
如
く
「
夢
応
の
鰹
魚
」
に
所
謂
「
古
き
物
語
」
が
古
今

著
聞
集
で
あ
る
こ
と
は
旧
説
の
通
り
で
あ
る
が
、
さ
う
見
る
蒔
、
更

に
薪
に
指
摘
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
古
今
著
聞
集
第
十
i
蹴
鞠
の

条
で
あ
る
。

古
今
著
聞
集
の
巻
十
二
蹴
鞠
の
条
に
は
、
侍
従
大
納
言
成
通
が

鞠
の
精
に
会
ふ
記
事
が
あ
る
。
こ
の
古
今
著
聞
集
の
記
雷
は
成
通
卿

口
伝
日
記
（
群
書
類
従
蹴
鞠
部
所
収
）
を
殆
ど
そ
の
ま
1
転
戦
し
て

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
侍
従
大
納
言
戌
通
が
鞠
を
好
み
、
こ
れ

を
祭
り
、
人
々
を
会
し
て
、
饗
を
設
け
て
勧
盃
し
、
且
つ
藤
を
賜
は

っ
た
。
当
夜
成
通
は
そ
の
賓
を
記
さ
う
と
し
て
、
燈
台
を
近
く
寄
せ
、

基
を
す
っ
て
ゐ
る
蒔
、
欄
に
置
い
た
鞠
が
前
に
落
ち
て
来
た
。
軽
ん

で
見
る
と
、
顔
は
人
、
手
足
や
身
は
猿
で
、
三
四
歳
の
小
児
位
の
も

の
が
、
三
人
現
ほ
れ
た
。
何
者
か
と
尋
ね
る
と
、
鞠
の
精
だ
と
云
ふ
。

そ
し
て
鞠
の
こ
と
に
関
し
て
成
通
と
問
答
を
な
し
、
形
を
消
し
た
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
ん
で
私
は
画
ち
に
例
の
「
貧
福
論
」
の
こ
と
を
聯
想
す

る
。
「
貧
福
論
」
の
黄
金
の
精
霊
が
伽
嫡
子
の
銭
の
精
嚢
の
再
来
で

あ
る
こ
と
は
普
通
に
云
ほ
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
今
昔

物
語
集
の
水
の
溝
の
系
統
を
曳
く
こ
と
も
明
白
で
あ
る
が
（
今
昔
に

つ
い
て
は
近
く
「
国
文
学
論
叢
」
第
五
韓
に
私
見
を
掲
載
す
る
予
定

で
あ
る
）
、
伽
脾
子
や
今
昔
物
語
集
の
み
で
は
、
「
貧
福
論
」
　
の
同
左
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内
が
黄
金
を
大
切
に
し
た
た
め
に
そ
の
溝
霊
が
出
現
し
た
と
い
ふ
、

黄
金
の
精
霊
出
現
の
動
機
が
説
明
し
尽
く
さ
れ
な
い
。
伽
嬉
子
で
は
、

銭
の
精
霊
が
長
柄
の
僧
都
の
許
に
現
ほ
れ
て
来
た
の
で
、
そ
れ
を
便

り
に
古
銭
を
発
掘
し
た
と
あ
っ
て
、
原
因
結
果
の
関
係
が
「
貧
福
論
」

と
は
逆
に
な
っ
て
ゐ
る
。
今
昔
物
語
集
で
も
水
の
精
の
出
現
は
偶
然

の
出
来
薯
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
「
貧
福
論
」
に
於
け
る
が
如
く
、
主

人
公
と
精
嚢
と
の
間
に
有
機
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

然
る
に
古
今
著
聞
集
で
は
、
侍
従
大
納
言
成
通
が
鞠
を
好
み
、
こ
れ

を
大
切
に
し
た
の
で
、
そ
の
鞠
の
精
が
悦
び
申
し
の
た
め
姿
を
現
は

し
た
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
の
状
態
が
、
他
の
何
れ
の
典

拠
よ
り
も
一
層
「
貧
福
論
」
に
近
似
し
て
ゐ
る
。
ま
た
「
貧
福
論
」

の
主
人
公
左
内
は
豪
に
久
し
く
仕
へ
て
ゐ
る
男
に
黄
金
を
与
へ
て
こ

れ
を
貸
し
た
夜
、
精
嚢
が
現
ほ
れ
る
の
で
あ
り
、
古
今
著
聞
集
の
戌

通
も
鞠
を
祭
り
、
饗
宴
勧
盃
し
た
当
夜
、
精
霊
が
出
現
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
出
現
の
場
面
に
於
て
㈲
共
に
燈
台
の
光
を
背
景
に

し
て
ゐ
る
こ
と
、
㈲
小
さ
い
人
間
の
形
で
精
霊
が
現
は
れ
る
こ
と
、

㈲
主
客
の
間
に
問
答
が
行
は
れ
る
こ
と
、
㈲
最
後
に
精
霊
が
姿
を
消

す
こ
と
等
、
彼
此
の
間
に
は
符
節
を
合
す
る
が
如
き
も
の
が
多
い
の

で
あ
る
。
こ
の
中
で
の
㈲
㈲
は
伽
嫡
子
や
今
昔
物
語
集
に
先
例
が
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
古
今
著
聞
集
を
待
つ
要
は
な
い
が
、
佃
の
部
分
の

雨
月
物
語
典
拠
新
著

如
き
は
、
著
聞
集
、
「
賓
福
論
」
、
同
文
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
と

し
て
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

こ
れ
を
文
辞
の
上
か
ら
眺
め
て
も
、
古
今
著
聞
集
に
は
「
何
者
ぞ

と
あ
ら
く
と
へ
は
、
御
鞠
の
溝
な
り
と
答
ふ
。
昔
よ
り
是
ほ
ど
に
御

鞠
こ
の
ま
せ
給
ふ
人
、
い
ま
だ
お
は
し
ま
さ
ず
。
千
日
の
は
て
、
さ

ま
ぐ
の
物
賜
り
て
、
悦
申
さ
ん
と
恩
ひ
、
叉
身
の
あ
り
さ
ま
、
御

鞠
の
薯
を
も
、
能
く
〈
申
さ
ん
れ
う
に
参
り
た
り
」
と
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
「
貧
福
論
」
で
は
「
こ
1
に
来
る
は
誰
…
…
翁
い
ぶ
、

か
く
参
り
た
る
は
魁
魅
に
あ
ら
ず
人
に
あ
ら
ず
。
君
が
か
し
づ
き
給

ふ
黄
金
の
精
霊
な
り
。
年
来
篤
く
も
て
な
し
給
ふ
う
れ
し
さ
に
、
夜

語
せ
ん
と
て
推
て
ま
い
り
た
る
な
り
」
と
あ
っ
て
、
相
互
に
似
た
趣

の
あ
る
こ
と
は
拒
ま
れ
な
い
。
（
成
通
が
鞠
の
溝
に
会
ふ
話
は
撰
集

抄
、
十
訓
抄
、
遊
歴
秘
抄
等
に
も
同
語
が
あ
る
が
、
類
似
性
の
多
寡

と
い
ふ
点
か
ら
眺
め
て
、
面
接
原
拠
は
や
は
り
古
今
著
聞
集
で
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
）

上
述
の
や
う
な
理
由
で
、
「
貧
福
論
」
の
一
原
拠
と
し
て
、
私
は

改
め
て
著
聞
集
の
成
通
の
政
審
を
推
し
た
い
と
忍
ぶ
。

（
昭
和
廿
四
年
五
月
稿
、
廿
九
年
五
月
補
）


