
「
三
井
寺
」の
叙
事
と
叙
情
を
め
ぐ
っ
て
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と
こ
ろ
で「
狂
い
」「
狂
う
」と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
能
に
お
い
て
は

病
理
的
な
状
況
を
さ
す
の
で
は
な
い
。

　

狂
女
物
の
場
合
の
多
く
が
、
悲
痛
な
事
態
に
直
面
し
、
尋
常
で
は
な
い

心
持
に
陥
っ
て
い
る
。
狂
女
が
母
親
の
場
合
は
、行
方
不
明
の
子
ど
も
を
探
し

求
め
て
い
る
と
い
う
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
子
が
行
方
不
明
に
な
る

事
態
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
不
安
な
出
来
事
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
探
し
て
も

見
つ
か
ら
ず
、
疲
れ
き
り
、
気
力
を
失
い
、
絶
望
し
、
放
心
す
る
。
激
し
い

不
安
か
ら
放
心
へ
、一
種
の
忘
我
状
態
は
正
気
と
狂
気
の
境
を
さ
ま
よ
う
。

そ
の
姿
は「
狂
い
」の
表
れ
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

　
『
三
井
寺
』の
狂
女（
母
）も
ま
た
、三
井
寺
へ
向
か
う
路
傍
で「
子
の
行
方
を

も
白
糸
の
乱
れ
心
や
、狂
ふ
ら
ん
」と「
子
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、糸
の

よ
う
に
心
が
乱
れ
狂
う
の
だ
ろ
う
」と
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
謡
の
後
、狂
乱
を

表
す
カ
ケ
リ
の
働
事
を
舞
う
。
カ
ケ
リ
と
は
、
精
神
状
態
の
不
安
定
さ
を

表
す
も
の
で
、所
作
と
囃
子
は
途
中
で
テ
ン
ポ
が
急
激
に
変
化
す
る
。

　
「
狂
い
」は
シ
テ
の
出
立
に
も
表
れ
る
。
手
に
持
っ
て
い
る
笹
は
狂
女

物
を
象
徴
す
る「
狂
い
笹
」で
あ
る
。
狂
女
は
旅
を
さ
す
ら
う
。
装
束
は

旅
姿
な
ど
を
表
現
す
る
水
衣
の
肩
上
げ
。
さ
ら
に
今
回
の「
廣
田
鑑
賞
会

能
」で
演
じ
ら
れ『
三
井
寺
』に
は
小
書「
笠
之
伝
」が
つ
き
、
前
場
後
場

と
も
に
狂
女
は
道
中
を
表
す
笠
を
着
け
て
い
る
。

　

あ
る
い
は「
狂
う
」と
は
、
芸
能
そ
の
も
の
を
さ
す
こ
と
が
あ
る
。
古
代

中
世
に
お
け
る「
芸
能
」と
い
う
言
葉
に
は
、
憑
依
と
も
言
え
る
ト
ラ
ン
ス

状
態
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
『
三
井
寺
』で
は
、能
力
が
狂
女
を
見
て「
面
白
う
狂
う
と
言
ふ
か
。
さ
て

さ
て
そ
れ
は
見
た
い
も
の
ぢ
ゃ
」と「
狂
い
」を
見
世
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

「
面
白
く
狂
う
」と
は
、
強
い
感
情
や
感
動
な
ど
を
歌
や
舞
な
ど
の
芸
能
に

転
化
さ
せ
、
昇
華
さ
せ
る
境
地
を
見
せ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
三
井
寺
』の
狂
女
を
感
動
さ
せ
た
の
は
、
琵
琶
湖
の
湖
上
の
月
で
あ
り
、

三
井
寺
の
鐘
の
音
で
あ
っ
た
。

（
園
城
寺
）に
、
み
ず
か
ら
助
け
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
井
寺
の
住
僧

は「
行
方
も
知
ら
ぬ
人
に
て
御
入
り
候
が
、愚
僧
を
頼
む
由
、仰
せ
候
程
に
、

師
弟
の
契
約
を
な
し
申
し
て
候
」と
語
る
。「
行
き
先
の
知
れ
な
い
人
が

寺
に
入
っ
て
き
て
、住
僧
で
あ
る
私
の
弟
子
に
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
の
で
、

師
弟
の
契
約
を
し
た
」と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
千
満
は

三
井
寺
の
稚
児
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

当
時
の
稚
児
と
は
、天
台
宗
や
真
言
宗
な
ど
の
大
寺
院
に
お
い
て
、剃
髪

し
な
い
で
修
行
を
す
る
少
年
僧
を
さ
し
て
い
た
。
戒
律
で「
女
犯
」を
禁
じ
て

い
た
寺
院
で
は
、
稚
児
が
恋
愛
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
稚
児
を

扱
っ
た
御
伽
草
子
の
代
表
作『
秋
夜
長
物
語
』は
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
僧
と

三
井
寺
の
容
姿
美
麗
な
稚
児
と
の
熱
愛
の
悲
話
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
三
井

寺
に
お
け
る
稚
児
の
存
在
を
し
め
す
史
料
は
多
く
、千
満
が
三
井
寺
の
稚
児

で
あ
る
と
い
う
設
定
は
、す
で
に
世
に
承
知
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

中
世
の
世
相
の
ひ
と
つ
と
し
て
現
れ
る
人
商
人
と
稚
児
で
あ
る
が
、能
と

い
う
芸
能
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
人
々
の
感
情
を
揺
る
が
す

存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
現
在
能『
三
井
寺
』の
舞
台
の

も
と
に
は
、中
世
の
社
会
的
な
眼
差
し
が
あ
っ
た
の
だ
。

狂
女
物『
三
井
寺
』の
母
の「
狂
い
」と
は

　

現
在
能
の
中
に「
物
狂
能
」と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
愛
す
る
人
と
の

別
離
に
狂
乱
状
態
と
な
っ
た
シ
テ
が
、
そ
の
人
を
探
し
求
め
て
、
や
が
て

再
会
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
を
と
る
。『
三
井
寺
』の
よ
う
に
シ
テ
が

女
性
で
あ
る
物
狂
能
の
部
類
を「
狂
女
物
」と
呼
ぶ
。

「
月
の
能
」母
の
詠
嘆
は
詩
歌
づ
く
し
に
て

　
『
三
井
寺
』は「
月
の
能
」「
鐘
の
能
」と
評
さ
れ
る
。
月
と
鐘
を
あ
ま
り

に
も
賞
賛
す
る
が
ゆ
え
に「
子
を
探
す
母
の
実
相
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

狂
女
が
三
井
寺
に
着
い
て
か
ら
の
謡
は
実
に
優
美
で
、
流
麗
な
旋
律
に

の
っ
て
古
今
東
西
の
詩
歌
を
ち
り
ば
め
た
美
文
で
つ
づ
ら
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
三
井
寺
の
住
僧
ら
が
十
五
夜
の
月
見
を
し
て
い
る
場
に
到
着

し
た
狂
女
の
謡
は「
折
し
も
今
宵
は
三
五
夜
中
の
新
月
の
色
、
二
千
里
の

外
の
故
人
の
心
、
水
の
面
に
照
る
月
な
み
を
、
数
ふ
れ
ば
、
秋
も
最
中
夜
も

半
ば
、
所
か
ら
さ
へ
面
白
や
、
月
は
山
風
ぞ
時
雨
に
鳰
の
海
、
風
ぞ
時
雨
に

鳰
の
海
」。

　

ま
ず
は
中
唐
の
詩
人
の
白
居
易
の
詩「
三
五
夜
中
新
月
色　

二
千
里
外
故

人
心
」を
詠
み
込
み
、
続
い
て
源
順
の
屏
風
歌「
水
の
面
に
照
る
月
な
み
を

数
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
る
」に
基
づ
く
詞
章
。
さ
ら
に
二
条

良
基
の
連
歌
の
発
句「
月
は
山
風
ぞ
時
雨
に
鳰
の
海
」で
結
び
、
漢
詩
と

和
歌
、連
歌
を
綺
羅
の
ご
と
く
列
し
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
詩
歌
の
選
に
、子
を
想
う
母
の
気
持
ち
は
皆
無
で
あ
ろ
う
か
。

白
居
易
は
遠
方
に
左
遷
さ
れ
た
親
友
を
思
っ
て「
十
五
夜
の
満
月
の
光
を
、

二
千
里
も
離
れ
た
所
に
い
る
友
は
ど
ん
な
心
で
仰
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
」

と
詠
じ
て
い
る
の
だ
が
、
母
も
ま
た
、
同
じ
月
を
ど
こ
か
で
見
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
千
満
を
案
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
琵
琶
湖
に
映
る
月
を

眺
め
て「
さ
ざ
波
の
水
面
に
照
り
映
る
月
。
月
日
を
数
え
て
み
る
と
、

今
宵
は
秋
の
最
中
の
十
五
夜
で
あ
っ
た
な
あ
」と
い
う
源
順
の
歌
に
は
、

千
満
を
探
し
て
幾
年
月
を
送
り
、幾
夜
を
重
ね
た
こ
と
で
あ
ろ
う
母
の
姿
が

し
の
ば
れ
な
い
か
。
二
条
良
基
の
句
を「
月
は
山
の
端
に
照
っ
て
い
る
が
、

風
は
時
雨
の
よ
う
な
音
を
立
て
て
吹
い
て
い
る
」と
反
語
法
的
に
解
し
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

現
在
能『
三
井
寺
』に
み
る
中
世
期
の
世
相

　
『
三
井
寺
』は「
現
在
能
」で
あ
る
。
超
現
実
的
な
存
在
を
シ
テ
と
す
る

「
夢
幻
能
」に
対
し
て
、
現
在
能
で
は
現
実
世
界
の
人
物
が
登
場
し
、
時
間

の
流
れ
に
沿
っ
て
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
リ
ア
ル
に
起
こ
り
う
る
ド
ラ
マ

で
あ
る
だ
け
に
、
現
在
能
に
は
そ
の
時
代
の
社
会
的
な
風
潮
が
そ
の
ま
ま

に
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。

　
現
在
能
で
あ
り
中
世
の
現
代
劇
で
も
あ
る『
三
井
寺
』も
、当
時
の
世
情
を
背

景
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
千
満
は「
我
は
駿
河
の
国
、清
見
が
関

の
者
な
り
し
が
、人
商
人
の
手
に
渡
り
」と
現
状
ま
で
の
経
過
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
清
見
が
関（
静
岡
市
清
見
区
）に
暮
ら
し
て
い
た
千
満
は
、人
さ
ら
い

に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
人
商
人
の
手
に
渡
っ
て
い
る
と
い
う
。
世
の
中
が

混
沌
と
し
て
い
た
中
世
の
時
代
に
あ
っ
て
、人
々
は
困
窮
し
人
心
は
乱
れ
て
、

人
身
売
買
と
い
う
所
業
も
横
行
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

東
国
で
さ
ら
わ
れ
た
者
は
都
に
、
都
で
さ
ら
わ
れ
た
者
は
東
国
に

流
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
東
国
と
都
の
境
界
と
な
っ
て
い
た
の
が
、

近
江
国（
滋
賀
県
）の
大
津（
大
津
市
）で
あ
る
。
琵
琶
湖
の
湖
上
水
運
を

中
心
に
し
て
、
平
野
部
や
山
間
に
は
主
要
な
街
道
が
走
り
、
大
津
に
は

そ
れ
ら
の
水
陸
路
す
べ
て
が
集
結
し
て
い
く
。
交
通
の
要
所
と
し
て
活
況
を

て
い
し
て
い
た
大
津
は
、
商
業
都
市
と
し
て
も
発
展
し
て
い
た
。
人
身

売
買
と
い
う
負
の
商
い
も
、
あ
る
時
は
合
法
的
に
公
然
と
、
ま
た
あ
る
時

は
闇
に
ま
ぎ
れ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

千
満
も
ま
た
、
清
見
が
関
か
ら
大
津
へ
と
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ

が
千
満
は
人
商
人
の
も
と
か
ら
逃
れ
た
ら
し
い
。
大
津
の
大
寺
の
三
井
寺
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鐘
を
撞
く
の
を「
許
し
給
へ
や
」

　

能
力
は「
背
東
大
寺
、
成
平
等
院
、
声
園
城
寺
」と「
大
き
さ
は
東
大
寺
、

姿
は
平
等
院
、
音
は
園
城
寺
」と
天
下
の
三
銘
鐘
を
讃
え
て
、
後
夜
の
鐘

を
打
ち
鳴
ら
す
。
発
す
る
擬
音
は「
ジ
ャ
ン
モ
ン
、
モ
ン
モ
ン
モ
ン
」。

「
ジ
ャ
ン
」と
は
鐘
を
撞
い
た
時
の
音
で
あ
り「
モ
ン
モ
ン
モ
ン
」と
は

鐘
の
う
ね
り
の
音
波
で
あ
る
。
狂
言
方
の
声
技
に
よ
っ
て
、満
月
の
光
輝
く

湖
面
に
、
鐘
の
響
き
の
余
韻
が
広
が
り
、
鐘
の
音
色
が
一
層
冴
え
わ
た
る

場
面
だ
。

　

え
も
言
わ
れ
ぬ
鐘
の
音
を
耳
に
し
て
、狂
女
は
鐘
を
撞
き
た
い
と
願
う
。

謡
に「
こ
の
鐘
は
秀
郷
と
や
ら
ん
の
龍
宮
よ
り
」と
あ
る
よ
う
に
、
三
井
寺

の
梵
鐘
に
は
平
安
中
期
、
俵
藤
太
秀
郷
が
三
上
山
の
百
足
を
退
治
し
た

謝
礼
に
、
琵
琶
湖
の
龍
宮
の
龍
神
よ
り
授
か
っ
た
秘
蔵
の
鐘
を
、
三
井
寺

に
寄
進
し
た
も
の
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
狂
女
は「
龍
宮
の
龍
女
が

仏
法
を
悟
っ
て
成
仏
し
た
と
い
う
縁
に
任
せ
て
、
女
人
の
私
も
鐘
を
撞
く

の
だ
」と
言
い
出
す
。

　

さ
ら
に
謝
観
の
漢
詩
の
二
句「
夜
登
庾
公
之
樓　

月
明
千
里
」を
例
に

し
て「
庾
公
の
高
楼
へ
登
り
、月
に
詠
じ
て
い
る
よ
う
に
、鐘
楼
に
登
っ
て

鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
」と
頼
む
。
し
か
し
住
僧
は「
そ
れ
は

心
あ
る
古
人
の
事
、狂
人
の
身
と
し
て
鐘
を
撞
く
べ
き
か
」と
許
さ
な
い
。

　

狂
女
は
あ
る
詩
人
の
逸
話
を
語
り
出
す
。「
詩
作
に
悩
ん
で
い
た
詩
人

が
、名
月
に
向
か
っ
て
心
を
澄
ま
し
て
い
る
と
、名
詞
句
を
完
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
詩
人
は
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
心
が
乱
れ
て
、
高
楼
に
登
り

鐘
を
撞
い
た
。
そ
れ
を
人
々
が
咎
め
た
る
と
、
詩
人
は“
こ
れ
は
詩
狂
”と

答
え
た
。
か
ほ
ど
の
聖
人
で
あ
っ
て
も
月
に
心
乱
れ
る
も
の
。
ま
し
て
や

拙
い
狂
女
の
私
な
の
だ
か
ら
」と
説
い
て
、
鐘
を
撞
く
。
一
曲
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
、『
三
井
寺
』の
狂
乱
の
極
点「
鐘
之
段
」が
演
じ
ら
れ
る
の
だ
。

心
の
ま
ま
の
舞
と
心
の
リ
ア
ル

　

狂
女
は
鐘
の
撞
木
に
結
ば
れ
た
紐
を
手
に
す
る
。「
初
夜
、後
夜
、晨
朝
、

入
相
に
撞
く
鐘
の
響
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に“
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅

滅
已
、寂
滅
為
楽
”と
響
く
。
悟
り
へ
と
導
く
鐘
の
音
は
、百
八
の
煩
悩
の

眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
さ
せ
て
、
世
の
迷
い
を
つ
き
は
て
さ
せ
る
。
私
も
ま

た
五
障
の
迷
い
の
雲
が
晴
れ
た
。
真
如
の
月
の
光
を
眺
め
な
が
ら
夜
を
明

か
そ
う
」と
謡
う
の
で
あ
る
。
湖
上
に
映
え
る
月
と
三
井
寺
の
鐘
と
の
取

り
合
わ
せ
の
風
情
は
、
煩
悩
の
闇
夜
を
照
ら
す
月
と
、
こ
の
世
の
無
常
を

説
く
鐘
と
の
真
理
で
あ
っ
た
の
か
。

　

狂
女
は
あ
り
の
ま
ま
の
月
を
眺
め
て
鐘
の
音
に
身
を
任
せ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。
着
座
し
た
ま
ま
漢
の
長
楽
宮
、髙
砂
、初
瀬（
長
谷
寺
）難
波
寺（
四
天

王
寺
）の
鐘
の
名
所
を
数
え
、恋
人
と
の
逢
瀬
を
し
の
ば
せ
る
鐘
の
歌
な
ど
を

つ
づ
っ
て
い
く
。
さ
ら
に「
霜
天
に
満
ち
て
冷
じ
く
江
村
の
漁
火
も
ほ
の
か

に
半
夜
の
鐘
の
響
き
は
、客
の
船
に
や
、通
ふ
ら
ん
」と
中
唐
の
詩
人
の
張
継

の
詩「
楓
橋
夜
泊
」に
基
づ
く
謡
に
の
っ
て
、心
の
あ
る
が
ま
ま
に
舞
う
。

　

舞
い
終
え
た
狂
女
は「
か
や
う
に
狂
ひ
廻
れ
ど
も
、
我
が
子
に
似
た
る

人
だ
に
も
な
し
、
あ
ら
我
が
子
恋
し
や
候
」と
う
ち
沈
む
。
無
心
に
舞
っ

て
い
た
狂
女
は
、
我
が
子
へ
の
執
着
に
立
ち
返
っ
た
の
だ
。
こ
の
狂
女
の

言
葉
は
、
金
剛
流
と
金
春
流
以
外
の
流
派
の
謡
に
は
な
い
。
他
流
で
は
、

舞
の
後
す
ぐ
に「
い
か
に
申
す
べ
き
事
の
候
」と
い
う
千
満
の
台
詞
に
は

い
り
、
物
語
は
急
展
開
を
み
せ
る
。
金
剛
流
で
は
こ
の
狂
女
の
言
葉
に

よ
っ
て
、
叙
情
に
ひ
た
っ
て
い
た
舞
台
と
見
所
を
、
現
実
の
社
会
に
引
き

戻
し
て
い
く
。

　

ひ
と
と
き
の
放
下
と
、
繰
り
返
す
執
着
の
輪
廻
。
最
愛
の
人
を
見
失
っ

た
ゆ
え
の「
狂
い
」と
、
風
光
へ
の
感
動
が
極
ま
っ
た
ゆ
え
の「
狂
い
」の
交

差
。
揺
れ
動
く
人
間
の
心
の
リ
ア
ル
が
、
文
芸
の
綾
な
す
詩
情
の
能『
三

井
寺
』に
、命
の
生
々
し
さ
を
潜
り
こ
ま
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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