
【
研
究
ノ
ー
ト
】『
稚

児
今

参
り

物
語

』
に

お
け

る
『

木
幡

の
時

雨
』

受
容

補
考片

岡
麻

実

一
、
『

木
幡

の
時

雨
』

の
和

歌

『
稚
児
今
参
り
物
語
絵
巻
』
と
奈
良
絵
本
『
ち
ご
い
ま
』
の
本
歌
取
り
に
関

し
て
は
、
拙
稿
「
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
成
立
私
考

－
和
歌
受
容
の
側
面
か
ら

－
」
（
「
研
究
と
資
料

七
〇
輯
」
所
収
）
に
お
い
て
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

の
他
、
『
木
幡
の
時
雨
』
、
『
平
家
物
語
』
、
散
逸
物
語
『
水
無
瀬
川
』
『
す
ま
ひ

（
相
撲
）
』
の
影
響
が
あ
り
う
る
こ
と
を
検
証
し
た
。

拙
稿
で
の
検
証
時
に
は
、
先
行
す
る
物
語
か
ら
本
歌
取
り
を
し
た
と
考
え
ら

れ
る
「
孫
引
き
的
な
歌
」
が
複
数
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
措
辞
レ
ベ
ル
に

限
れ
ば
、
「
こ
れ
ら
の
物
語
の
か
ら
の
影
響
・
受
容
は
あ
り
う
る
」
と
小
論
の

筆
者
は
判
断
し
た
。

し
か
し
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
の
作
者
が
こ
れ
ら
の
物
語
の
写
本
を
手
元
に

置
き
、
物
語
を
執
筆
し
た
事
を
記
し
た
明
確
な
記
録
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
時
点
で
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
洞
院
時
慶
が
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
十

年
条
に
「
三
月
四
日
児
今
参
ノ
双
紙
初
而
一
見
候
」
と
記
載
し
た
事
の
み
で
あ

る
（

１
）。

本
稿
で
は
そ
の
事
を
踏
ま
え
た
上
で
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
も
検
討
し
た
『
木

幡
の
時
雨
』
と
の
影
響
関
係
を
補
察
す
る
。
そ
の
際
、
「
『
稚
児
今
参
り
物
語
』

は
『
木
幡
の
時
雨
』
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
」
と
い
う
作
業
仮
説
を
た

て
て
、
こ
の
仮
説
は
成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
い
。

前
掲
論
文
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が

（
２

）、
奈
良
絵
本
『
ち
ご
い
ま
』
が

『
木
幡
の
時
雨
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
り
う
る
例
を
以
下
に
示
す
。

『
稚
児
今
参
り
物
語
絵
巻
』

稚
児

①
そ
の
ま
ま
に

こ
こ
ろ
は
空
に

あ
く
か
れ
て

み
し
お
も
か
け
そ

身
を
も
離
れ
ぬ

（
３

）

『
木
幡
の
時
雨
』

木
幡
の
東
宮

②
知
ら
せ
ば
や

別
れ
し
空
も

そ
の
ま
ま
に

ま
た
か
き
く
ら
す

雲

井
な
り
と
も

（
４

）

①
の
和
歌
は
『
稚
児
今
参
り
物
語
絵
巻
』
の
み
に
収
録
さ
れ
、
奈
良
絵
本
で

は
削
除
さ
れ
た
。
「
そ
の
ま
ま
に
」
の
和
歌
は
、
木
幡
の
東
宮
が
詠
ん
だ

②
の

和
歌
と
や
や
類
似
が
見
ら
れ
る
。
木
幡
の
東
宮
の

②
の
和
歌
は
、
奈
良
絵
本
『
ち

ご
い
ま
』
（
中
）
の
冒
頭
・
東
宮
妃
と
な
る
予
定
の
姫
君
を
間
近
で
見
た
稚
児

の
描
写
部
分
、

そ
の
夜
よ
り
さ
ふ
ら
ひ
て
、
ひ
る
な
と
も
、
さ
し
む
か
ひ
て
見
た
て
ま
つ

る
に
、
く
も
ゐ
の
よ
そ
に
、
見
お
よ
び
た
て
ま
つ
る
に
、
こ
れ
も
又
ゆ
め

か
と
、
う
と
ま
し
く
た
と
ら
れ
て
、
は
て
は
、
な
け
き
の
も
り
を
も
、
し

ら
ぬ
そ
、
は
か
な
き
や

（
５

）

に
、
引
か
れ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
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奈
良
絵
本
『
ち
ご
い
ま
』

稚
児

③
思
ひ
き
や

う
き
に
め
ぐ
り
し

み
つ
く
る
ま

う
れ
し
き
よ
に
も

あ
は
ん
物
か
は

（
６

）

『
木
幡
の
時
雨
』

木
幡
の
中
納
言

④
思
ひ
き
や

時
雨
の
宿
の

ひ
と
ふ
し
の

長
き
思
ひ
に

沈
む
べ
し

と
は

（
７

）

『
木
幡
の
時
雨
』

木
幡
の
中
納
言

⑤
思
ひ
き
や

時
雨
に
濡
れ
し

か
り
そ
め
の

露
け
き
な
か
と

な
ら

ん
も
の
と
は

（
８

）

③
の
和
歌
「
思
ひ
き
や

う
き
に
め
ぐ
り
し

み
つ
く
る
ま
」
は
、
物
語
の

最
後
に
稚
児
と
姫
君
の
仲
が
内
大
臣
に
認
め
ら
れ
、
稚
児
が
感
慨
に
耽
っ
て
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
木
幡
の
中
納
言
の

④
⑤
の
和
歌
は
、
引
き
裂
か
れ

て
し
ま
っ
た
恋
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。

『
ち
ご
い
ま
』
の

③
の
和
歌
と
『
木
幡
の
時
雨
』
の

④
⑤
の
和
歌
は
、
終
わ

り
の
部
分
が
「
か
は
」
と
「
と
は
」
で
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
木
幡
の
中
納
言
の

④
の
和
歌
で
は
「
な
が
き
お
も
ひ
に
し
づ
む
べ
し
と
は
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
稚
児
が
詠
ん
だ

③
の
和
歌
は
「
う
き
に
め
ぐ
り
し
」
と
詠
む
。
「
浮
き
」

と
「
憂
き
」
を
掛
け
、
「
沈
む
」
の
対
義
語
に
し
て
い
る
。

「
水
車
」
（
「
水
ぐ
る
ま
」
「
み
つ
く
る
ま
」
を
含
む
）
と
い
う
語
が
使
わ
れ

て
い
る
和
歌
を
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
を
元
に
調
べ
た
。

め
ぐ
る
：
七
首
（
め
ぐ
り
：
一
首
、
め
ぐ
ら
ぬ
：
一
首
、
め
ぐ
り
て
：
一

首
を
含
む
）

う
き
：
四
首

よ
：
六
首

よ
に
め
ぐ
る
：
三
首

う
き

＋
め
ぐ
る
：
三
首
（
め
ぐ
り

＋
う
き
：
一
首
を
含
む
）

う
き

＋
よ

＋
め
ぐ
る
：
二
首

『
ち
ご
い
ま
』
の

③
の
和
歌
は
、
「
う
き
」
と
「
よ
」
が
同
じ
和
歌
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
思
ひ
き
や
」
か
つ
「
水
車
（
平
仮
名
交
じ
り
も
含
む
）
」

の
組
み
合
わ
せ
を
持
つ
和
歌
は
、
『
ち
ご
い
ま
』
の
稚
児
の
和
歌
以
外
に
な
か
っ

た
。「
水
車
（
「
水
ぐ
る
ま
」
「
み
つ
く
る
ま
」
を
含
む
）
」
か
つ
「
宇
治
川
（
「
う

ぢ
の
川
」
「
う
ぢ
が
は
」
「
う
ぢ
川
」
を
含
む
）
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
持
つ

和
歌
は
、
「
水
車
」
を
含
む
十
九
首
中
七
首
で
あ
っ
た
。
「
宇
治
川
」
を
含
む
和

歌
が
、
「
水
車
」
の
語
を
含
む
和
歌
の
三
六
・
八
％
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

奈
良
絵
本
『
ち
ご
い
ま
』
の

③
の
和
歌
に
、
宇
治
川
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

二
、

か
の

ひ
や

う
ふ

き
や

う
の

み
や

、
な

か
の

き
み

へ
の

、
御

む
か

へ

加
え
て
注
意
す
べ
き
点
を
示
す
。

か
の
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
、
な
か
の
き
み
へ
の
、
御
む
か
へ
も
か
き

り
あ
れ
は
、
か
く
こ
そ
、
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
て
、
の
こ
り
と
ゝ
ま
り
侍

る
も
、
な
ぐ
さ
む
心
ち
し
て
侍
り
け
り

ち
こ
、
お
と
こ
す
か
た
に
て
そ
、
い
て
給
ひ
け
り
、
み
つ
く
る
ま
を
見
て

思
ひ
き
や
、
う
き
に
め
く
り
し
、
み
つ
く
る
ま
、
う
れ
し
き
よ
に
も
、

あ
は
ん
物
か
は

（
９

）

稚
児
が
想
起
し
て
い
る
「
か
の
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
、
な
か
の
き
み
へ

の
、
御
む
か
へ
も
」
は
、
「
兵
部
卿
宮
に
よ
る
中
の
君
へ
の
お
迎
え
」
と
と
ら

え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
兵
部
卿
宮
（
の
と
こ
ろ
の
）
中
の
君
へ
の
お
迎
え
」

と
と
ら
え
る
の
が
よ
い
の
か
。
「
か
の
」
を
「
あ
の
」
「
例
の
」
と
解
釈
す
る
か
、

そ
れ
と
も
「
故
人
」
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
の
か
。
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前
者
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
匂
兵
部
卿
宮
と
中
の
君
を
示

唆
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
で
解
す
る
な
ら
ば
、
『
木
幡
の
時

雨
の
』
の
主
人
公
の
父
・
故
奈
良
兵
部
卿
右
衛
門
督
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
り
う
る
。
稚
児
が
「
か
く
こ
そ
、
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
て
、
の
こ
り
と
ゝ

ま
り
侍
る
も
、
な
ぐ
さ
む
心
ち
し
て
侍
り
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
か
の
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
、
な
か
の
き
み
へ
の
、
御
む
か
へ
も
か
き
り

あ
れ
は
」
は
、
仮
に
「
中
の
君
を
迎
え
入
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
」
と

と
ら
え
て
検
討
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
匂
兵
部
卿
宮
は
母
・
明
石
の
中
宮
の
反
対
に
あ
っ
た
後
、

母
の
了
解
を
得
て
、
宇
治
に
い
た
中
の
君
を
屋
敷
に
迎
え
入
れ
た
。
中
の
君
が

『
木
幡
の
時
雨
』
の
中
の
君
と
仮
定
し
た
場
合
は
、
「
故
人
の
奈
良
兵
部
卿
右

衛
門
督
の
娘
、
中
の
君
を
中
納
言
が
妻
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
」
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

『
稚
児
今
参
り
物
語
』
は
東
宮
へ
の
入
内
を
控
え
た
姫
君
が
、
稚
児
と
の
結

婚
を
認
め
ら
れ
た
結
果
、

う
ち
、
と
う
く
う
に
も
、
ひ
め
き
み
は
、
な
き
人
と
、
し
ら
れ
に
し
事
な

れ
は
と
て
、
こ
の
き
み
を
は
、
ほ
か
か
ら
の
、
御
こ
と
そ
申
け
る

（
10）

と
さ
れ
た
。

『
木
幡
の
時
雨
』
の
中
の
君
が
妹
の
三
の
君
を
身
代
わ
り
に
立
て
て
東
宮
（
式

部
卿
宮
）
に
入
内
さ
せ
た
点
と
、
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
の
姫
君
が
外
腹
の
姫

君
に
成
り
代
わ
り
、
東
宮
に
は
死
ん
だ
こ
と
に
し
た
「
入
れ
替
わ
り
」
の
趣
向

に
、
双
方
の
影
響
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
『
と
り
か
へ
ば

や
物
語
』
の
「
入
れ
替
わ
り
」
の
趣
向
が
両
物
語
に
取
り
込
ま
れ
た
結
果
と
し

て
、
類
似
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

奈
良
絵
本
『
ち
ご
い
ま
』
の
大
団
円
で
は
、

か
た
ち
う
つ
く
し
く
て
、
二
人
い
て
入
給
へ
は
、
う
ち
よ
り
は
し
め
た
て

ま
つ
り
て
、
世
の
人
も
、
お
も
ふ
や
う
な
る
事
と
て
、
め
て
た
く
き
こ
え

け
り

そ
の
ゝ
ち
も
、
わ
か
き
み
、
ひ
め
き
み
、
ひ
か
る
や
う
に
、
い
て
き
そ
ひ

た
ま
へ
れ
は
、
に
ょ
う
こ
に
、
ま
い
ら
せ
給
ふ

（

11）

と
さ
れ
、
主
人
公
の
子
ど
も
た
ち
の
代
で
娘
が
女
御
に
な
る
趣
向
も
、
『
木
幡

の
時
雨
』
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

和
歌
の
本
歌
取
り
の
他
、
主
人
公
た
ち
が
苦
難
を
乗
り
越
え
、
物
語
後
半
で

幸
せ
な
結
末
を
迎
え
る
点
、
子
ど
も
た
ち
が
入
内
し
た
点
は
『
木
幡
の
時
雨
』

と
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
に
趣
向
の
類
似
が
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
『
稚
児

今
参
り
物
語
』
は
『
木
幡
の
時
雨
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
言
え
な

い
」
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

た
だ
し
『
ち
ご
い
ま
』
で
引
か
れ
て
い
る
「
か
の
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
、

な
か
の
き
み
」
は
、
「
水
車
（
み
つ
く
る
ま
）
」
が
「
宇
治
川
」
と
関
連
が
見
ら

れ
る
語
で
あ
る
事
を
踏
ま
え
る
と
、
私
見
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
匂
兵
部
卿
宮

と
中
の
君
を
喩
え
に
出
し
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
う
。
『
稚
児
今
参
り
物

語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
連
に
つ
い
て
は
別
稿
で
さ
ら
に
論
じ
た
い
。
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【
注

】

（
１
）
市
古
貞
次
『
中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

一
年
）
二
六
一
頁
。
「
慶
長
十
年
（
中
略
）
三
月
四
日
児
今
参
ノ
双
紙
初
而
一

見
候
（
時
慶
卿
記
）
」
を
参
考
に
し
た
。

（
２
）
片
岡
麻
実
「
『
稚
児
今
参
り
物
語
』
成
立
私
考

－
和
歌
受
容
の
側
面
か

ら
－
」
（
「
研
究
と
資
料

七
〇
輯
」
所
収
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
に
て
、
「
底

の
水
屑
」
「
底
の
藻
屑
」
の
検
証
の
際
、
『
木
幡
の
時
雨
』
と
『
稚
児
今
参
り
物

語
』
の
類
似
点
を
紹
介
し
た
。

（
３
）
松
本
隆
信
・
編
『
室
町
物
語
大
成

補
遺
二
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八

八
年
）
二
〇
七
頁
。

（
４
）
大
槻
修
・
田
淵
福
子
・
森
下
純
昭
・
校
訂
訳
注
『
中
世
王
朝
物
語
六

木
幡
の
時
雨

風
に
つ
れ
な
き
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
）
六
六
頁
。

（
５
）
松
本
隆
信
・
横
山
重
・
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成

第
九
』
（
角
川
書

店
、
一
九
八
一
年
）
二
五
四
頁
。

（
６
）
松
本
前
掲
書
（
注
４
参
看
）
二
六
八
頁
。

（
７
）
大
槻
前
掲
書
（
注
３
参
看
）
一
八
頁
。

（
８
）
大
槻
前
掲
書
（
注
３
参
看
）
五
〇
頁
。

（
９
）
松
本
前
掲
書
（
注
４
参
看
）
二
六
七
～
二
六
八
頁
。
稚
児
が
詠
ん
だ
「
み

つ
く
る
ま
」
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
『
金
葉
和
歌
集
』
（
三
奏
本
）
所
収
の

水
車
を
み
て
よ
め
る

僧
正
行
尊

は
や
き
せ
に

た
た
ぬ
ば
か
り
そ

水
ぐ
る
ま

わ
れ
も
う
き
よ
に

め

ぐ
る
と
を
し
れ
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
五
五
一
番
詠
）

と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。
別
稿
に
て
さ
ら
に
論
じ
た
い
。

（

10）
松
本
前
掲
書
（
注
４
参
看
）
二
六
八
頁
。

（

11）
松
本
前
掲
書
（
注
４
参
看
）
二
六
八
頁
。
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