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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』「
絵
合
巻
」
で
「
物
語
の
祖
」
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
は
、

『
落
窪
物
語
』
に
次
い
で
、
直
接
会
話
文
の
引
用
が
多
い
（
注
１
）。
な
か
で
も
、

竹
取
物
語
の
山
場
で
あ
る
九
「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
の
章
段
は
（
注
２
）、
翁

の
悲
哀
、
昇
天
に
臨
む
姫
の
葛
藤
を
、「
地
の
文
」
に
加
え
て
多
く
を
会
話
の

形
で
描
き
出
し
、
折
口
信
夫
氏
を
し
て
「
こ
の
章
の
描
写
が
、
最
も
す
ぐ
れ
て

い
る
所
で
、
近
代
的
で
も
あ
り
、
戯
曲
的
で
も
あ
る
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。

「
近
代
的
、
戯
曲
的
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
生
き
た
人
間
の
生

の
声
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
は
物
語
の
舞
台
の
中
に
引
き
込
ま
れ
る
。
臨
場
感
に

あ
ふ
れ
た
話
し
手
と
聞
き
手
の
紡
ぎ
出
す
物
語
世
界
、
と
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

か
。「
当
時
生
き
た
人
々
の
肉
声
を
、
当
時
の
聞
き
手
ま
た
、
現
代
の
私
た
ち

に
伝
え
る
」
の
に
有
効
な
の
は
会
話
文
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
が
群
を
抜
い

て
会
話
文
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
地
の
文

の
中
で
会
話
文
が
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

「
物
語
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
会
話
文
引
用
も
そ
の
一
要
素
を
な
す

の
で
は
、
と
考
え
る
。『
竹
取
物
語
』
の
直
接
会
話
文
引
用
形
式
に
着
目
し
た

の
は
、
遠
藤
嘉
基
氏
が
嚆
矢
で
あ
る
（
注
３
）。
そ
の
方
向
性
は
、
そ
の
後
阪

倉
篤
義
氏
に
よ
っ
て
敷
衍
さ
れ
た
。。

情
景
を
具
体
的
に
え
が
き
だ
し
、
ま
た
、
こ
と
に
当
っ
て
の
作
中
人
物
の

心
理
を
の
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
筋
書
き
だ
け
の
、「
か
た
り
」

の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
読
者
（
聞
き
手
）
を
、
事
件
の
具
体
的
な
場
面
に

ひ
き
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
に
お
い
て
、
と
く
に
い
ち

じ
る
し
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
会
話
文
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
（
注
４
）。

阪
倉
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
臨
場
感
の
醸
成
を
会
話
文
の
効
果
と
し
て
説
い
て

い
る
。

会
話
文
が
「
物
語
」
の
一
要
素
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
漢
文
の
習
熟
と
相

俟
っ
て
発
生
し
て
き
た
国
語
散
文
の
中
で
、
そ
れ
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
引
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
使
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
地
の
文
と
異
な
る
何
か
し
ら

の
機
能
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
国
語
の
散
文
の
芽
生
え

文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
博
士
後
期
課
程
２
年　
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語
の
一
特
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と
し
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の
会
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と
い
う
こ
と
に
思
い
を
致
せ
ば
、
上
代
文
献
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
今
回
の
『
竹
取
物
語
』
の
会
話
文
の
分
析
に
際
し
て
も
何
ら
か
の

示
唆
を
得
ら
れ
る
の
で
は
と
考
え
る
。

現
在
入
手
可
能
な
上
代
文
献
と
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』・『
万
葉
集
』

が
代
表
と
さ
れ
る
（
注
５
）。
本
来
な
ら
、
各
々
の
文
献
に
つ
い
て
、
地
の
文

の
中
で
会
話
文
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
詳
細
に
検
討
す
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』
は
向
後
の
検
討
対

象
と
し
て
取
り
置
く
と
し
、
ま
ず
記
紀
の
う
ち
『
古
事
記
』
の
物
語
二
編
を
取

り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

記
紀
と
も
に
成
立
経
緯
は
、
大
化
の
改
新
以
来
の
律
令
体
制
推
進
の
現
実
的
、

政
治
的
な
要
求
に
基
づ
く
と
い
う
。『
日
本
書
紀
』
は
、
舶
来
の
漢
文
表
記
に

よ
っ
て
「
日
本
」
の
固
有
な
来
歴
を
編
年
体
史
書
の
体
で
誇
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
一
方
、『
古
事
記
』
は
、
国
内
の
各
氏
族
、
諸
豪
族
や
さ
ら
に
広
い
氏
々

に
対
し
て
、
体
制
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
明
示
し
共
感
を
得
る
べ
く
企
画
さ
れ
た
。

そ
の
目
的
に
適
う
叙
述
法
と
し
て
、「
国
語
散
文
」
が
選
択
さ
れ
、
稗
田
阿
礼

が
誦
習
に
よ
っ
て
帝
紀
・
旧
辞
の
漢
文
主
体
の
記
録
物
を
も
と
の
口
承
伝
承
に

復
元
し
た
。
そ
れ
を
太
安
万
侶
が
表
記
法
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
編
集
し
た
と
さ

れ
る
（
注
６
）。
こ
の
、「
国
語
散
文
」
で
記
述
す
る
と
い
う
点
が
、『
日
本
書

紀
』
で
な
く
、『
古
事
記
』
を
取
り
上
げ
た
主
た
る
理
由
で
あ
る
。

「
国
語
散
文
」
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
当
時
は
仮
名
も
ま
だ
出
現
し
て
お

ら
ず
、
漢
字
の
音
と
訓
を
適
宜
混
用
し
た
表
記
法
で
、
現
在
私
た
ち
が
目
に
す

る
「
読
み
く
だ
し
文
」
は
ず
っ
と
後
代
に
な
っ
て
か
ら
の
先
達
の
業
績
で
あ
る
。

が
、
太
安
万
侶
の
い
わ
ゆ
る
「
変
体
漢
文
」
で
も
、
い
わ
ば
「
散
文
の
原
型
」

と
も
い
え
る
し
、「
沙
本
毘
賣
命
兄
、
沙
本
毘
古
王
、
問
其
伊
呂
妹
曰
、」（『
古

事
記
』
垂
仁
記
・
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
よ
り
）
と
あ
る
よ
う
に
、
会
話
の
箇
所

は
そ
れ
と
知
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
竹
取
物
語
』
の
会
話
文
の
分
析
に
際
し
、

上
代
文
献
に
お
い
て
地
の
文
の
中
で
会
話
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を

検
討
す
る
故
、
後
代
の
「
読
み
く
だ
し
文
」
を
採
用
し
て
も
大
き
な
不
都
合
は

な
い
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
稗
田
阿
礼
の
誦
習
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
律
令
体
制
以
前
の
神

話
・
各
氏
族
に
伝
わ
る
祖
先
説
話
・
歌
謡
な
ど
古
伝
承
に
、
上
古
の
人
々
が
対

話
す
る
話
し
言
葉
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
も
、『
古
事
記
』

を
取
り
上
げ
た
理
由
で
あ
る
。

今
回
の
小
論
で
は
、
ま
ず
『
竹
取
物
語
』
前
半
に
お
け
る
会
話
文
と
後
半

「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
の
章
段
の
会
話
文
に
つ
い
て
、
各
々
用
例
を
挙
げ
て
、

比
較
分
析
し
た
上
で
、
後
半
に
重
点
を
お
い
て
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
会
話

文
の
意
義
を
問
う
。
次
い
で
、
前
述
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
の
物
語
を
取
り
上

げ
て
、
地
の
文
の
中
で
会
話
文
が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
検
証
し
て
、『
竹

取
物
語
』
の
会
話
文
に
つ
い
て
分
析
す
る
際
、
何
ら
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
れ
ば

と
願
う
も
の
で
あ
る
。

一　

会
話
文
の
分
類
に
つ
い
て

会
話
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
２
０
０
１
・
４
、
小
学
館
）
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に
よ
れ
ば
、「
二
人
以
上
の
人
が
集
ま
っ
て
互
い
に
話
を
交
わ
す
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
話
す
内
容
」
で
あ
る
。
会
話
文
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
青
木
周
平
氏
の

『
古
事
記
研
究
』（
１
９
９
４
・
１
２
、
お
う
ふ
う
）
を
参
考
に
し
た
。
氏
の
会

話
文
の
分
類
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
．
問
答
文
・
・
・　

相
手
の
反
応
を
意
識
し
つ
つ
交
わ
さ
れ
た
会
話
。
受
け

手
に
何
ら
か
の
意
志
確
認
が
要
求
さ
れ
る
。
問
答
性
を
支
え
て
い
る
の
が
吾
と

汝
の
発
言
で
、
場
の
共
有
意
識
を
も
つ
。

２
．
宣
言
文
・
・
・
言
の
威
力
を
背
景
に
、
受
け
手
の
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
方
的
に
発
せ
ら
れ
た
言
。

３
．
独
白
文
・
・
・「
聴
者
」
を
意
識
せ
ず
、
強
い
詠
嘆
性
を
も
つ
。
独
白
文

は
さ
ら
に
次
の
ご
と
く
詳
述
さ
れ
る
。

①　

神
と
の
問
答　

②　

呪
言
文
・
・
・
神
の
意
志
を
問
う
た
め
の
手
続
き
と

し
て
の
呪
言
で
、
人
の
立
場
で
発
せ
ら
れ
る
。
問
答
性
は
も
た
な
い
。
③　

抒

情
文
・・・
発
話
者
自
身
の
個
別
感
情
の
表
出
に
と
ど
ま
る
。
④　

心
話
文
・・・

心
情
表
白
が
、
よ
り
自
省
性
が
強
く
な
っ
た
時
、<

自
問
自
答>

の
型
が
成
立

す
る
。

青
木
氏
の
分
類
が
、『
古
事
記
』
よ
り
百
五
十
年
以
上
後
に
成
立
し
た
『
竹

取
物
語
』
の
会
話
文
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

が
、
相
手
の
反
応
を
意
識
し
た
問
答
性
の
会
話
や
、
話
者
の
感
情
の
表
出
で
あ

る
抒
情
性
豊
か
な
会
話
な
ど
、
一
部
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
る
。
故
に
、

本
稿
で
は
青
木
氏
の
分
類
を
参
考
に
、『
竹
取
物
語
』
の
会
話
文
の
考
察
に
際

し
て
、
筆
者
は
暫
定
的
に
次
の
４
つ
の
型
に
分
け
た
。

１
．
問
答
体
・
・
相
手
の
反
応
を
意
識
し
つ
つ
、
問
い
と
答
え
る
文
体
。
後
述

の
例
４
の
よ
う
に
「
こ
こ
ま
で
育
て
た
の
だ
か
ら
、
私
の
言
う
こ
と
を
聞
き
な

さ
い
」
と
翁
が
問
い
、
姫
が
「
ど
う
し
て
聞
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
答
え
る
会
話
で
あ
る
。

２
．
抒
情
体
・
・
自
分
の
感
情
を
豊
か
に
、
ま
た
訴
え
か
け
る
よ
う
に
あ
ら
わ

す
文
体
。
後
述
の
例
１
６
の
如
く
「
私
を
ど
う
し
て
捨
て
て
天
へ
昇
っ
て
し
ま

う
の
か
。
と
も
に
連
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
翁
が
泣
き
伏
す
会
話
で
あ
る
。

３
．
命
令
体
・
・
個
人
や
団
体
な
ど
が
、
そ
の
意
思
・
意
見
・
方
針
な
ど
を
、

広
く
外
部
に
表
明
す
る
文
体
。
後
述
の
例
１
８
の
よ
う
に
「
宮
つ
こ
ま
ろ
、
出

て
き
な
さ
い
」
と
天
人
が
命
じ
る
会
話
で
あ
る
。

４
．
呪
言
体
・
・
神
の
意
志
を
問
う
た
め
の
手
続
き
と
し
て
の
文
体
。
後
述
の

例
９
の
如
く
「
梶
取
の
神
様
、
愚
か
に
も
龍
を
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
は
決
し
て
し
ま
せ
ん
」
と
大
伴
の
大
納
言
が
祈
る
文
で
、
雷
が
鳴
り
止
む

箇
所
で
あ
る
。

二　
『
竹
取
物
語
』
の
前
半
に
お
け
る
会
話
文

次
に
、
竹
取
前
半
部
の
会
話
文
の
用
例
を
挙
げ
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て

青
木
周
平
氏
の
『
古
事
記
研
究
』（
１
９
９
４
．
１
２　

お
う
ふ
う
）
よ
り
用

例
を
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
用
例
中
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

例
１
（
二　

貴
公
子
た
ち
の
求
婚
）
こ
の
人
々
、
あ
る
時
は
竹
取
を
呼
び
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出
（
で
）
て
「
娘
を
吾
に
た
べ
」
と
、
ふ
し
拜
み
、
手
を
す
り
の
た
ま
へ

ど
「
を
の
が
な
さ
ぬ
子
な
れ
ば
、
心
に
も
從
は
ず
な
ん
あ
る
」
と
言
ひ
て
、

月
日
す
ぐ
す
。

例
２
（
二　

貴
公
子
た
ち
の
求
婚
）
を
ろ
か
な
る
人
は
、「
よ
う
な
き
あ

（
り
）
き
は
、
よ
し
な
か
り
け
り
」
と
て
、
來
ず
成
（
り
）
に
け
り
。

例
３
（
六　

龍
の
頸
の
玉
（
大
伴
の
大
納
言
の
話
）
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大

納
言
は
、
わ
が
家
に
あ
り
と
あ
る
人
召
し
集
め
て
、
の
た
ま
は
く
、「
龍

の
頸
に
、
五
色
ひ
か
る
玉
あ
な
り
。
そ
れ
取
り
て
た
て
ま
つ
り
た
ら
ん
人

に
は
、
願
は
ん
こ
と
を
叶
へ
ん
」
と
の
た
ま
ふ
。
お
の
こ
ど
も
、
仰
の
事

を
承
は
り
て
（
申
さ
く
、「
仰
の
事
は
）
い
と
も
た
う
と
し
。
た
ゞ
し
、

こ
の
玉
た
は
や
す
く
え
取
ら
じ
を
。
い
は
む
や
、
龍
の
頸
の
玉
は
い
か
ゞ

取
ら
む
」
と
申
（
し
）
あ
へ
り
。

例
４
（
二　

貴
公
子
た
ち
の
求
婚
）
翁
、
か
ぐ
や
姫
に
言
ふ
や
う

「
我
子
の
佛
、
變
化
の
人
と
申
（
し
）
な
が
ら
、
こ
ゝ
ら
大
き
さ
ま
で
養

ひ
た
て
ま
つ
る
志
を
ろ
か
な
ら
ず
。
翁
の
申
さ
ん
事
は
聞
き
給
ひ
て
む
や
」

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
「
な
に
ご
と
を
か
、
の
た
ま
は
ん
事
は
、
う
け
た

ま
は
ら
ざ
ら
む
。
變
化
の
物
に
て
侍
（
り
）
け
ん
身
と
も
知
ら
ず
、
親
と

こ
そ
思
（
ひ
）
た
て
ま
つ
れ
」
と
言
ふ
。（
中
略
）

翁
「
變
化
の
人
と
い
ふ
と
も
、
女
の
身
持
ち
給
へ
り
。・
・
・
一
人
一
人

に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
給
（
ひ
）
ね
」
と
言
へ
ば
、

か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、「
・
・
・
世
の
か
し
こ
き
人
な
り
と
も
、
深
き
心

ざ
し
を
知
ら
で
は
、
あ
ひ
が
た
し
と
思
（
ふ
）」
と
言
ふ
。

翁
い
は
く
、「
思
ひ
の
ご
と
く
も
、
の
た
ま
ふ
物
か
な
。
そ
も
〳
〵
い
か

や
う
な
る
心
ざ
し
あ
ら
ん
人
に
か
、
あ
は
む
と
思
す
。・
・
・
」。

か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、「
な
に
ば
か
り
の
深
き
を
か
見
ん
と
言
は
む
。・・・

五
人
の
中
に
、
ゆ
か
し
き
物
を
見
せ
給
へ
ら
ん
に
、
御
心
ざ
し
ま
さ
り
た

り
と
て
仕
う
ま
つ
ら
ん
と
、
そ
の
お
は
す
ら
ん
人
々
に
申
（
し
）
給
へ
」

と
言
ふ
。

「
よ
き
事
な
り
」
と
承
け
つ
。

例
５
（
五　

火
鼠
の
皮
衣
ー
あ
べ
の
右
大
臣
の
話
ー
）
か
ぐ
や
姫
、
翁
に

い
は
く
、「
こ
の
皮
衣
は
、
火
に
焼
か
ん
に
、
焼
け
ず
は
こ
そ
、
ま
こ
と

な
ら
め
と
思
ひ
て
、
人
の
言
ふ
こ
と
に
も
負
け
め
。『
世
に
な
き
物
な
れ
ば
、

そ
れ
を
ま
こ
と
と
疑
ひ
な
く
思
は
ん
』
と
の
た
ま
ふ
。
猶
こ
れ
を
焼
き
て

心
み
ん
」
と
言
ふ
。
翁
、「
そ
れ
、
さ
も
言
は
れ
た
り
」
と
言
ひ
て
、
大

臣
に
、「
か
く
な
ん
申
（
す
）」
と
言
ふ
。

例
６
（
六　

龍
の
頸
の
玉
ー
大
伴
の
大
納
言
の
話
ー
）（
大
納
言
）「
こ
の

人
々
ど
も
歸
る
ま
で
、
い
も
ゐ
を
し
て
吾
は
を
ら
ん
。
こ
の
玉
取
り
え
で

は
、
家
に
歸
り
來
な
」
と
の
た
ま
は
せ
け
り
。

を
の
〳
〵
仰
承
は
り
て
、
ま
か
り
出
（
で
）
ぬ
。「『
龍
の
頸
の
玉
取
り
え
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ず
は
、
歸
り
來
な
』
と
の
た
ま
へ
ば
、
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
、
足
の
向
き

た
ら
ん
方
へ
い
な
む
（
ず
）。
か
ゝ
る
す
き
事
を
し
た
ま
ふ
こ
と
」
と
、

そ
し
り
あ
へ
り
。

例
７
（
八　

御
門
の
求
婚
）（
翁
）
ま
い
り
て
申
（
す
）
や
う
、「
仰
の
事

の
か
し
こ
さ
に
、
か
の
童
を
、
ま
い
ら
せ
む
と
て
仕
う
ま
つ
れ
ば
、『
宮

仕
へ
に
出
し
立
て
ば
死
ぬ
べ
し
』
と
申
（
す
）。
宮
つ
こ
ま
ろ
が
手
に
生

ま
せ
た
る
子
に
も
あ
ら
ず
。
昔
、
山
に
て
見
つ
け
た
る
。
か
ゝ
れ
ば
、
心

ば
せ
も
世
の
人
に
似
ず
侍
（
り
）」
と
奏
せ
さ
す
。

例
８
（
四　

蓬
莱
の
玉
の
枝
ー
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
話
ー
）「
く
ら
も
ち

の
皇
子
は
優
曇
華
の
花
持
ち
て
上
り
給
へ
り
」
と
、
の
ゝ
し
り
け
り
。
こ

れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、
我
は
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
と
、
胸
う
ち
つ
ぶ
れ

て
思
ひ
け
り
。・
・
・
物
も
言
は
で
、
頬
杖
を
つ
き
て
、
い
み
じ
う
な
げ

か
し
げ
に
思
ひ
た
り
。・
・
・
か
ゝ
る
程
に
、
お
と
こ
ど
も
・
・
・
庭
に

出
（
で
）
き
た
り
。・
・
・
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、「
こ
の
奉
る
文
を

と
れ
」
と
言
ひ
て
、
見
れ
ば
、・
・
・「
ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思

ひ
つ
れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
空
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
と
く
返
し

給
へ
」
と
言
へ
ば
、
翁
答
ふ
、「
さ
だ
か
に
作
ら
せ
た
る
物
と
聞
き
つ
れ

ば
、
返
さ
む
事
い
と
や
す
し
」
と
、
う
な
づ
き
て
を
り
（
け
り
）。

例
９
（
六　

龍
の
頸
の
玉
ー
大
伴
の
大
納
言
の
話
ー
）
い
か
ゞ
し
け
ん
、

疾
き
風
吹
き
て
、
世
界
暗
が
り
て
、
舟
を
吹
も
て
あ
り
く
。・
・
・
楫
取

答
へ
て
申
（
す
）。「
・
・
・
か
み
さ
へ
頂
に
落
ち
か
ゝ
る
や
う
な
る
は
、

龍
を
殺
さ
ん
と
求
め
給
へ
ば
あ
る
な
り
。
は
や
て
も
龍
の
吹
か
す
る
也
。

は
や
神
に
祈
り
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。「
よ
き
事
也
」
と
て
、「
楫
取
の
御
神
、

き
こ
し
め
せ
。
を
ど
な
く
、
心
お
さ
な
く
龍
を
殺
さ
む
と
思
ひ
け
り
。
い

ま
よ
り
後
は
、
毛
の
末
一
筋
を
だ
に
動
か
し
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
、
よ
事

を
は
な
ち
て
起
ち
居
、
泣
々
よ
ば
ひ
給
（
ふ
）
事
、
千
度
ば
か
り
申

（
し
）
給
ふ
け
に
や
あ
ら
ん
、
や
う
〳
〵
か
み
鳴
り
止
み
ぬ
。

以
上
の
９
の
用
例
を
、
筆
者
な
り
に
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

（
一
）
会
話
の
対
話
者
の
一
方
が
、
特
定
多
数
で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
例
１
、

例
２
、
例
３
）。

例
１
は
「
こ
の
人
々
」
と
「
竹
取
翁
」
の
や
り
と
り
で
、
例
２
は
「
を
ろ
か

な
る
人
」
と
相
手
は
不
明
、
例
３
は
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大
納
言
の
召
使
い
ど
も

へ
の
言
い
渡
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
お
の
こ
ど
も
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
話
者
の

一
方
が
明
示
さ
れ
な
い
と
、「
あ
る
時
は
」「
月
日
す
ぐ
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

会
話
の
成
立
す
る
場
所
、
時
間
が
曖
昧
で
限
定
さ
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
、
そ

の
会
話
場
面
の
印
象
が
う
す
い
。

（
二
）
対
話
者
の
双
方
が
特
定
さ
れ
る
場
合
（
例
４
）

上
述
の
よ
う
に
、
対
話
者
双
方
が
特
定
さ
れ
る
会
話
を
暫
定
的
に
「
問
答
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体
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
会
話
の
形
は
全
編
を
通
し
て
み
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、

双
方
が
特
定
さ
れ
る
会
話
は
、
翁
と
か
ぐ
や
姫
の
問
答
が
圧
倒
的
に
多
く
、
二

人
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
前
述
の

（
一
）
一
方
が
特
定
多
数
の
会
話
と
異
な
り
、
特
定
の
二
人
の
「
問
答
体
」
は

時
間
的
・
空
間
的
に
明
示
さ
れ
る
か
ら
、
臨
場
感
を
か
も
し
だ
す
。

例
４
（
二　

貴
公
子
た
ち
の
求
婚
）
で
二
人
の
最
初
の
長
い
問
答
が
あ
る
が
、

九
「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
の
抒
情
性
豊
か
な
会
話
と
趣
き
を
異
に
し
、
こ
れ
か

ら
始
ま
る
物
語
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
姫
を
め
ぐ
る
求
婚
騒
動
を
ほ
の
め
か

し
て
い
る
。
こ
の
竹
取
の
物
語
の
発
端
を
告
げ
る
問
答
は
、『
古
事
記　

上　

伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
』
の
や
り
と
り
を
想
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、『
伊

邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
』
に
お
い
て
は
、
二
神
が
国
土
の
修
理
固
成
を
天
つ

神
一
同
に
命
じ
ら
れ
、
二
神
は
国
土
を
生
み
成
す
方
法
に
つ
い
て
問
答
を
行
い
、

伊
邪
那
美
命
が
「
然
、
善
け
む
」
と
承
諾
す
る
。
そ
う
し
て
結
婚
に
至
る
経
緯

が
説
明
さ
れ
る
。『
竹
取
物
語
』
の
例
４
に
お
け
る
姫
と
翁
の
問
答
で
も
、
結

婚
の
必
要
性
を
翁
が
説
き
、
姫
が
「
深
き
心
ざ
し
を
知
ら
で
は
」
と
、
条
件
を

満
た
せ
ば
嫁
ぐ
意
志
を
示
し
、「
よ
き
事
な
り
」
と
翁
が
姫
の
意
志
を
伝
え
る

旨
承
知
す
る
。
姫
が
な
ぜ
難
問
を
条
件
に
す
る
の
か
説
明
が
な
さ
れ
て
、
話
が

始
ま
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

木
村
龍
司
氏
は
、「
物
語
の
発
端
に
そ
の
主
人
公
が
ど
ん
な
心
境
で
そ
の
行

動
を
起
す
か
と
い
う
説
明
を
加
え
る
こ
と
か
ら
話
を
始
め
る
構
成
の
仕
方
」
は
、

「
記
紀
の
ほ
と
ん
ど
の
主
要
な
物
語
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。（
注
７
）　

（
三
）
二
重
会
話
が
見
受
け
ら
れ
る
（
例
５
、
例
６
、
例
７
）。

二
重
会
話
文
は
、
遠
藤
嘉
基
氏
の
言
う
「
復
誦
形
」
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

―
（
宣
は
く
・
・
・
宣
ふ
）、（
い
は
く
・
・
・
い
へ
ば
）、（
申
さ
く
・
・
・
申

す
）
と
い
う
繰
り
返
し
の
形
を
氏
は
「
復
誦
形
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
―
遠
藤

氏
は
、「
こ
の
復
誦
形
が
古
い
と
言
ふ
こ
と
は
時
代
的
な
意
味
を
含
む
と
同
時

に
、
文
章
と
し
て
幼
稚
未
洗
練
、
よ
く
い
へ
ば
素
朴
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
事
実
い
か
に
考
へ
て
も
、
同
じ
語
を
繰
返
し
て
用
ひ
る
こ
と
は
洗

練
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
い
へ
ま
い
。」
と
し
て
い
る
。

一
方
、
青
木
周
平
氏
に
よ
る
と
、「
二
重
会
話
文
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、

以
前
の
物
語
場
面
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
的
・
空
間
的
重

層
性
を
も
た
せ
、
物
語
的
説
得
力
を
強
め
る
と
い
う
方
法
が
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。」
と
す
る
。

現
代
文
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
を
避
け
簡
潔
に
描
写
す
る
と
い
う
構
文
法
に
則

り
、
二
重
会
話
に
せ
ず
、「
宮
仕
え
に
行
か
さ
れ
る
な
ら
死
ぬ
と
言
っ
て
い
る
」

の
よ
う
に
、
間
接
話
法
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
重
会
話
文
は
既
に
『
古
事

記
』
に
十
例
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
記
の
成
立
か
ら
百
五
十
年
以
上
経
た
竹
取
の

成
立
期
に
お
い
て
も
、
同
じ
形
が
使
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

遠
藤
嘉
基
氏
の
い
う
よ
う
に
、
確
か
に
、
繰
り
返
す
の
は
素
朴
と
い
え
ば
素
朴

だ
が
、
竹
取
作
者
は
二
重
会
話
文
の
意
義
を
熟
知
し
て
こ
の
形
を
採
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
上
述
の
例
５
で
は
、『
世
に
な
き
物
な
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
こ
と
と
疑

ひ
な
く
思
は
ん
』
と
翁
が
お
っ
し
ゃ
る
の
で
焼
い
て
み
ま
し
ょ
う
、
と
翁
の
言
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を
再
現
し
て
み
せ
、
焼
い
て
本
物
か
ど
う
か
試
す
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と

思
わ
せ
る
。
例
６
で
は
、「
主
人
が
「『
龍
の
玉
を
採
ら
な
い
う
ち
は
帰
っ
て
く

る
な
』
と
仰
せ
だ
か
ら
、
み
な
足
の
向
く
方
へ
行
っ
た
ん
だ
。
ま
っ
た
く
す
き

事
を
し
て
く
れ
る
わ
」
と
、
主
人
の
命
に
は
渋
々
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を

述
べ
、
例
７
で
は
、
か
し
こ
い
仰
せ
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
、『
宮
仕
へ
に

出
し
立
て
ば
死
ぬ
べ
し
』
と
申
し
て
お
り
ま
す
と
、
言
わ
れ
た
相
手
を
ひ
る
ま

せ
る
よ
う
な
効
果
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
二
重
会
話
の
話
者
は
相
手
が

一
目
お
く
よ
う
な
者
で
、
青
木
氏
の
言
う
よ
う
に
、
説
得
力
を
強
め
る
の
は
確

か
で
あ
る
。

（
四
）
場
面
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
際
し
て
、
会
話
文
と
地
の
文
と
を
組
み
合
わ

せ
て
、
心
情
の
吐
露
を
効
果
的
に
描
き
だ
す
。（
例
８
）

例
８
で
は
、
発
話
は
も
っ
ぱ
ら
翁
で
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
持
参
し
た
蓬
莱

の
玉
の
枝
を
本
物
だ
と
信
じ
て
、「
は
や
こ
の
皇
子
に
あ
ひ
仕
ふ
ま
つ
り
給
へ
」

と
姫
を
せ
か
す
の
に
対
し
、
我
は
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
と
、
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
、

と
姫
の
心
情
は
地
の
文
で
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が
一
転
し
て
、
皇
子
の
た
ば
か
り

が
露
見
し
て
し
ま
う
。「
ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
か
く
あ

さ
ま
し
き
空
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
と
く
返
し
給
へ
」
と
い
う
姫
の
声

を
聞
く
だ
け
で
、
思
い
わ
ず
ら
っ
て
い
た
の
に
、
う
っ
て
変
わ
っ
た
そ
の
姿
を

彷
彿
と
さ
せ
る
。
地
の
文
に
対
し
て
、
会
話
の
形
が
聴
く
者
に
い
か
に
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
か
が
わ
か
る
。

（
五
）
呪
言
の
文
（
例
９
）

例
１
０
で
は
、
大
伴
の
大
納
言
が
「
楫
取
の
御
神
、
き
こ
し
め
せ
。
を
ど
な

く
、
心
お
さ
な
く
龍
を
殺
さ
む
と
思
ひ
け
り
」
こ
れ
か
ら
後
は
髪
の
毛
一
本
も

動
か
し
ま
せ
ん
、
と
悔
い
て
幾
度
も
祈
る
と
、
雷
は
鳴
り
止
む
。
こ
う
し
た

「
呪
言
」
は
人
の
立
場
で
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
後
述
の
例
２
１
、
例
２
２
は
、

「
神
言
」（
神
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
が
発
し
、
そ
の
語
が
威
力
を
も
つ
）
で

あ
る
。
こ
の
呪
言
も
神
言
も
、
言
霊
の
信
仰
―
古
代
、
言
葉
に
や
ど
る
と
信
じ

ら
れ
た
霊
力
。
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
の
内
容
ど
お
り
の
状
態
を
実
現
す
る
力
が

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
２
０
０
１
・
４
、

小
学
館
）
―
が
ま
だ
竹
取
成
立
の
時
代
に
勢
力
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。以

上
、『
竹
取
物
語
』
前
半
の
会
話
文
の
用
例
１
か
ら
９
を
、
筆
者
な
り
に

分
析
し
て
み
た
。
前
半
で
眼
を
引
く
の
は
ま
ず
、
話
者
双
方
が
特
定
さ
れ
る
問

答
体
は
、
翁
と
姫
以
外
の
も
の
は
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
例
１
、
例
２
、

例
３
の
よ
う
に
、
対
話
者
の
一
方
が
特
定
多
数
の
場
合
、
会
話
の
成
立
場
所
、

時
間
が
不
明
瞭
で
、
そ
の
場
面
の
印
象
が
う
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
例
４
の

ご
と
く
翁
と
姫
の
問
答
だ
と
明
示
さ
れ
れ
ば
、
二
人
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。『
竹
取
物
語
』
後
半
で
長
い
抒
情
文
を
は
じ
め
、

話
者
双
方
が
特
定
さ
れ
た
会
話
文
が
一
気
に
増
加
す
る
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
る

と
、
あ
ま
り
に
も
対
照
的
で
、
竹
取
作
者
の
作
為
を
感
じ
さ
せ
る
。
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次
に
眼
を
引
く
の
は
、
例
８
の
よ
う
に
、
心
情
の
吐
露
を
あ
ら
わ
す
描
写
は

地
の
文
で
示
す
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。（
例
８
「
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞

き
て
、
我
は
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
と
、
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
。」
例
８

「
か
ぐ
や
姫
の
、
暮
る
ゝ
ま
ゝ
に
思
ひ
わ
び
つ
る
心
地
、
わ
ら
ひ
さ
か
へ

て
、・
・
・
」）
そ
の
た
め
、
姫
の
感
情
が
直
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。　

と
こ
ろ

が
、
場
面
の
ど
ん
で
ん
返
し
で
は
、「
ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
思
っ
た
の
に
、

こ
ん
な
浅
ま
し
い
た
ば
か
り
な
ら
、・・・
さ
っ
さ
と
返
し
て
お
し
ま
い
（
例
８
）」

と
い
う
会
話
文
が
挿
入
さ
れ
て
、
聞
き
手
を
「
あ
れ
っ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」

と
ハ
ッ
と
さ
せ
る
。
聞
き
手
が
物
語
の
舞
台
の
中
に
引
き
込
ま
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
客
観
的
な
地
の
文
と
会
話
文
の
組
み
合
わ
せ
の
「
妙
」
と
い
え
よ
う
か
。

そ
の
外
に
、『
竹
取
物
語
』
前
半
に
お
い
て
は
、
古
い
時
代
の
名
残
と
さ
れ

る
二
重
会
話
文
（
例
５
、
例
６
）
や
呪
言
の
文
（
例
９
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
平
安
初
期
を
生
き
る
竹
取
作
者
が
前
代
か
ら
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
「
話
の

型
」
を
無
意
識
に
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
騒
動
と
い
う
前
半
の
内
容
に
聞
き
手
の
興
味

を
引
く
べ
く
、
人
々
が
聞
き
な
れ
た
文
体
を
挟
み
込
ん
だ
の
で
は
、
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』
前
半
の
会
話
文
を
み
て
く
る
と
、
そ
の
配

列
は
後
半
の
山
場
に
向
か
っ
て
の
「
地
な
ら
し
」
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
は
、
姫
の
素
顔
、
姫
の
心
情
は
垣
間
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

三　
『
竹
取
物
語
』
の
「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
の
章
段
に
お
け
る
会
話
文

先
に
引
い
た
阪
倉
篤
義
氏
は
、「
創
作
の
自
由
領
域
が
広
め
ら
れ
る
に
つ
れ

て
、
叙
述
は
次
第
に
活
気
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
第
八
章
以
後
に
は
、

筋
の
小
説
的
な
展
開
を
す
ら
見
る
こ
と
が
出
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
章
段
九
「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
に
お
け
る
会
話
文
の
用
例
を
挙
げ
る
。

第
二
章
と
同
様
、
必
要
に
応
じ
て
青
木
周
平
氏
の
『
古
事
記
研
究
』
よ
り
用
例

を
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
用
例
中
の
傍
線
部
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

例
１
０
（
九
）
春
の
は
じ
め
よ
り
、（
か
ぐ
や
姫
）、
月
の
お
も
し
ろ
（
く
）

出
（
で
）
た
る
を
見
て
、
常
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。・
・
・
と

も
す
れ
ば
人
ま
に
も
月
を
見
て
は
、
い
み
じ
く
泣
き
給
ふ
。・
・
・
近
く

使
は
る
ゝ
人
々
、
竹
取
の
翁
に
告
げ
て
い
は
く
、「
か
ぐ
や
姫
の
、・
・
・

こ
の
頃
と
な
り
て
は
、
た
ゞ
こ
と
に
も
侍
ら
ざ
め
り
。
い
み
じ
く
思
し
嘆

く
事
あ
る
べ
し
。
よ
く
〳
〵
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
」
と
言
ふ
を
聞
き
て
、

か
ぐ
や
姫
に
言
ふ
や
う
、「
な
ん
で
う
心
地
す
れ
ば
、
か
く
、
物
を
思
ひ

た
る
さ
ま
に
て
、
月
を
見
た
ま
ふ
ぞ
。
う
ま
し
き
世
に
」
と
言
ふ
。
か
ぐ

や
姫
、「
見
れ
ば
、
世
間
心
ぼ
そ
く
あ
は
れ
に
侍
る
・
・
」
と
言
ふ
。・
・
・

な
を
物
思
へ
る
気
色
な
り
。
こ
れ
を
見
て
、「
あ
が
佛
、
な
に
事
思
ひ
た

ま
ふ
ぞ
。・・・
」
と
言
へ
ば
、「
思
ふ
こ
と
も
な
し
。・・
」
と
言
へ
ば
、
翁
、

「
月
な
見
給
（
ひ
）
そ
。・
・
・
」
と
言
へ
ば
、「
い
か
で
月
を
見
で
は
あ

ら
ん
」
と
て
、
猶
、
月
出
づ
れ
ば
、
出
で
ゐ
つ
ゝ
、
な
げ
き
思
へ
り
。
夕
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や
み
に
は
、
物
思
は
ぬ
気
色
也
。
月
の
程
に
成
（
り
）
ぬ
れ
ば
、
猶
、

時
々
は
う
ち
な
げ
き
な
ど
す
。
こ
れ
を
、
使
ふ
者
ど
も
、「
な
を
物
思
す

事
あ
る
べ
し
」
と
さ
ゝ
や
け
ど
、
親
を
は
じ
め
て
、
何
と
も
知
ら
ず
。

八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
出
で
居
て
、
か
ぐ
や
姫
い
と
い
た
く
泣
き
給

（
ふ
）。
人
目
も
、
い
ま
は
、
つ
ゝ
み
給
は
ず
泣
き
給
（
ふ
）。
こ
れ
を
見

て
、
親
ど
も
ゝ
「
な
に
事
ぞ
」
と
問
ひ
さ
は
く
。
か
ぐ
や
姫
泣
く
〳
〵
言

ふ
、「
さ
き
〴
〵
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
か
な
ら
ず
心
惑
い
し
給

は
ん
物
ぞ
と
思
ひ
て
、
い
ま
ゝ
で
過
し
侍
り
つ
る
な
り
。
さ
の
み
や
は
と

て
、
う
ち
出
で
侍
り
ぬ
る
ぞ
。
を
の
が
身
は
こ
の
國
の
人
に
も
あ
ら
ず
。

月
の
都
の
人
な
り
。」

例
１
１
（
九
）（
姫
）
い
み
じ
く
泣
く
を
、
翁
、「
こ
は
、
な
で
う
事
の
た

ま
ふ
ぞ
。
竹
の
中
よ
り
見
つ
け
き
こ
え
た
り
し
か
ど
、
菜
種
の
大
き
さ
お

は
せ
し
を
、
わ
が
丈
た
ち
竝
ぶ
ま
で
養
ひ
た
て
ま
つ
り
た
る
我
子
を
、
な

に
人
か
迎
へ
き
こ
え
ん
。
ま
さ
に
許
さ
ん
や
」
と
言
ひ
て
、「
わ
れ
こ
そ

死
な
め
」
と
て
、
泣
き
の
ゝ
し
る
事
、
い
と
耐
へ
が
た
げ
也
。

例
１
２
（
九
）
翁
の
言
ふ
や
う
、「
御
迎
へ
に
來
む
人
を
ば
、
長
き
爪
し

て
、
眼
を
つ
か
み
潰
さ
ん
。
さ
が
髪
を
と
り
て
、
か
な
ぐ
り
落
と
さ
む
。

さ
が
尻
を
か
き
出
で
ゝ
、
こ
ゝ
ら
の
公
人
に
見
せ
て
、
恥
を
見
せ
ん
」
と

腹
立
ち
を
る
。

例
１
３
（
八　

御
門
の
求
婚
）
翁
、
喜
び
て
、
家
に
歸
り
て
か
ぐ
や
姫
に

か
た
ら
ふ
や
う
、「
か
く
な
む
御
門
の
仰
せ
給
へ
る
。
な
を
や
は
仕
う
ま

つ
り
給
は
ぬ
」
と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
答
へ
て
い
は
く
、「
・
・
・
し
ゐ

て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ゞ
、
消
え
失
せ
な
ん
ず
。・
・
・
」

御
門
、
に
は
か
に
日
を
定
め
て
御
狩
に
出
（
で
）
給
ふ
て
、・
・
・「
許
さ

じ
と
す
」
と
て
、
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
と
す
る
に
、
か
ぐ
や
姫
答
へ
て
奏

す
、「
を
の
が
身
は
、
此
國
に
む
ま
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
使
ひ
給
は
め
。・・・
」

と
奏
す
。
御
門
、「
・
・
・
猶
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
」
と
て
、
御
輿
を
寄

せ
給
（
ふ
）
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。

例
１
４
（
九
）「
か
く
さ
し
籠
め
て
あ
り
と
も
、
か
の
國
の
人
來
ば
、
み

な
開
き
な
む
と
す
。
あ
ひ
戦
は
ん
と
す
と
も
、
か
の
國
の
人
來
な
ば
、
猛

き
心
つ
か
ふ
人
も
、
よ
も
あ
ら
じ
」・
・
・

か
ゝ
る
程
に
、
宵
（
う
ち
）
過
ぎ
て
、
子
の
時
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た
り

晝
の
明
さ
に
も
過
ぎ
て
光
り
わ
た
り
、・
・
・
大
空
よ
り
（
人
）、
雲
に
乗

り
て
下
り
來
て
、
土
よ
り
五
尺
ば
か
り
上
（
り
た
）
る
程
に
、
立
列
ね
た

り
。
こ
れ
を
見
て
、
内
外
な
る
人
の
心
ど
も
、
物
に
お
そ
は
る
ゝ
や
う
に

て
、
あ
ひ
戦
は
ん
心
も
な
か
り
け
り
。
か
ら
う
じ
て
思
ひ
起
し
て
、
弓
矢

を
と
り
立
て
ん
と
す
れ
ど
も
、
手
に
力
も
な
く
な
り
て
、
萎
え
か
ゝ
り
た

り
。・
・
・
」

例
１
５　
（
九
）
か
ぐ
や
姫
い
は
く
、「
こ
は
高
に
な
の
た
ま
ひ
そ
。
屋
の
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上
に
を
る
人
ど
も
の
聞
く
に
、
い
と
ま
さ
な
し
。
い
ま
す
か
り
つ
る
心
ざ

し
（
ど
も
を
）
思
ひ
知
ら
で
、
罷
り
な
む
ず
る
事
の
く
ち
お
し
う
侍
（
り
）

け
り
。
長
き
契
の
な
か
り
け
れ
ば
、
程
な
く
罷
り
ぬ
べ
き
な
め
り
（
と
）

思
ふ
が
、
悲
し
く
侍
る
也
。
親
達
の
顧
を
い
さ
ゝ
か
だ
に
仕
う
ま
つ
ら
で
、

ま
か
ら
む
道
も
安
く
も
あ
る
ま
じ
き
。
日
此
も
出
で
ゐ
て
、
今
年
ば
か
り

の
暇
を
申
（
し
）
つ
れ
ど
、
さ
ら
に
許
さ
れ
ぬ
に
よ
り
て
な
む
、
か
く
思

ひ
歎
き
侍
る
。
み
心
を
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
、
悲
し
く
耐
へ

が
た
く
侍
る
也
。
か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
を
せ
ず
な
ん
。

思
ふ
事
も
な
く
侍
る
也
。
さ
る
所
へ
罷
ら
む
ず
る
も
、
い
み
じ
く
も
侍
ら

ず
。
老
い
衰
へ
給
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
、
戀
し
か
ら

め
」
と
言
ひ
て
、・
・
・

例
１
６　
（
九
）
か
ぐ
や
姫
言
ふ
、「
こ
ゝ
に
（
も
）
心
に
も
あ
ら
で
か
く

罷
る
に
、
昇
ら
ん
を
だ
に
見
を
く
り
給
へ
」
と
言
へ
ど
も
、「
な
に
し
に
、

悲
し
き
に
見
を
く
り
た
て
ま
つ
ら
ん
。
我
を
い
か
に
せ
よ
と
て
、
捨
て
ゝ

は
昇
り
給
ふ
ぞ
。
具
し
て
出
（
で
）
お
は
せ
ね
」
と
泣
き
て
伏
せ
け
れ
ば
、

心
惑
ひ
ぬ
。

例
１
７　
（
九
）
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は
、「
此
國
に
む
ま
れ
ぬ
る
と
な

ら
ば
、
な
げ
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
ま
で
侍
ら
で
過
ぎ
別
（
れ
）
ぬ
る

事
、
返
々
本
意
な
く
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。
脱
ぎ
を
く
衣
を
形
見
と
見
給
へ
。

月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
給
へ
。
見
捨
て
た
て
ま
つ
り
て
ま
か

る
空
よ
り
も
、
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
」
と
書
（
き
）
を
く
。

例
１
８　
（
九
）
そ
の
中
に
王
と
お
ぼ
し
き
人
、
家
に
、「
宮
つ
こ
ま
ろ
、

ま
う
で
來
」
と
言
ふ
に
、
猛
く
思
ひ
つ
る
宮
つ
こ
ま
ろ
も
、
物
に
醉
ひ
た

る
心
地
し
て
、
う
つ
伏
し
に
伏
せ
り
。

例
１
９　
（
九
）
天
人
、
お
そ
し
と
心
も
と
な
が
り
給
ひ
、
か
ぐ
や
姫
、

「
も
の
知
ら
ぬ
こ
と
な
の
給
（
ひ
）
そ
」
と
て
、
い
み
じ
く
静
か
に
、
公

に
御
文
た
て
ま
つ
り
給
（
ふ
）。

例
２
０
（
四　

蓬
莱
の
玉
の
枝
ー
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
話
ー
）　

か
か
る

程
に
、
お
と
こ
ど
も
六
人
つ
ら
ね
て
庭
に
出
（
で
）
き
た
り
。・
・
・
御

子
は
我
に
も
あ
ら
ぬ
気
色
に
て
、
肝
消
え
ゐ
給
へ
り
。
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫

聞
き
て
、「
こ
の
奉
る
文
を
と
れ
」
と
言
ひ
て
見
れ
ば
、・
・
・

例
２
１　
（
八　

御
門
の
求
婚
）　

は
か
な
く
、
く
ち
お
し
と
思
し
て
、
げ

に
た
ゞ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
と
（
お
ぼ
し
て
）、「
さ
ら
ば
御
と
も
に
は

い
て
行
か
じ
。
も
と
の
御
か
た
ち
と
な
り
給
ひ
ね
。
そ
れ
を
見
て
だ
に
歸

（
り
）
な
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
も
と
の
か
た
ち
に
成
（
り
）

ぬ
。

例
２
２　
（
九
）　
（
天
人
）
屋
の
上
に
飛
車
を
寄
せ
て
、「
い
ざ
、
か
ぐ
や
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姫
。
穢
き
所
に
い
か
で
か
久
し
く
お
は
せ
ん
」
と
言
ふ
。
立
て
籠
め
た
る

と
こ
ろ
の
戸
、
す
な
は
ち
、
た
ゞ
開
き
に
開
き
ぬ.

。
格
子
ど
も
ゝ
、
人

は
な
く
し
て
開
き
ぬ
。
女
抱
き
て
ゐ
た
る
か
ぐ
や
姫
、
外
に
出
（
で
）
ぬ
。

以
上
の
例
１
０
か
ら
例
２
２
ま
で
の
用
例
を
、
筆
者
な
り
に
次
の
よ
う
に
整

理
す
る
。

（
一
）
会
話
文
と
地
の
文
を
活
用
し
た
効
果
的
な
描
写
（
例
１
０
）

上
述
の
二
の
（
四
）
に
類
似
す
る
が
、
姫
の
心
情
の
変
化
を
示
す
の
に
、
会

話
文
と
地
の
文
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

姫
の
心
情
の
変
化
は
、
ま
ず
地
の
文
で
示
さ
れ
る
。

常
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。

召
使
い
が
そ
れ
に
気
づ
き
翁
に
進
言
す
る
。

「
い
み
じ
く
思
し
嘆
く
事
あ
る
べ
し
。
よ
く
〳
〵
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
」

そ
こ
で
翁
と
姫
の
会
話
が
一
度
、
二
度
と
交
わ
さ
れ
る
が
、
姫
は
真
を
語
ら
ず
、

周
り
の
者
た
ち
が

「
な
を
物
思
す
事
あ
る
べ
し
」

と
さ
さ
や
く
が
、
翁
た
ち
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。

そ
し
て
遂
に
八
月
十
五
日
の
月
を
見
て
、
姫
は
人
目
を
は
ば
か
ら
ず
ひ
ど
く
泣

き
、
こ
こ
で
初
め
て

「
を
の
が
身
は
こ
の
國
の
人
に
も
あ
ら
ず
。」

と
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。

告
白
に
到
る
経
緯
を
、
す
べ
て
地
の
文
で
は
な
く
、
会
話
を
は
さ
ん
で
い
る

か
ら
こ
そ
、
姫
の
心
情
が
、「
さ
き
〴
〵
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
か
な

ら
ず
心
惑
い
し
給
は
ん
物
ぞ
と
思
ひ
て
、
い
ま
ゝ
で
過
し
侍
り
つ
る
な
り
。」

と
い
う
翁
た
ち
の
惑
い
を
思
い
や
る
心
情
が
、
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

高
畑
勲
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
か
ぐ
や
姫
」
の
、
召
使
い
た
ち
が
屋
敷
の
そ
ち

こ
ち
で
ひ
そ
ひ
そ
と
姫
を
気
づ
か
う
情
景
を
、
目
の
当
た
り
に
す
る
よ
う
で
あ

る
。
改
め
て
、
会
話
の
醸
し
出
す
臨
場
感
の
力
を
思
う
。
生
き
た
人
間
が
何
事

か
話
し
、
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
激
情
を
表
す
会
話
の
増
加
（
例
１
１
、
例
１
２
）

「
わ
れ
こ
そ
死
な
め
」
と
か
「
御
迎
へ
に
來
む
人
を
ば
、
長
き
爪
し
て
、
眼

を
つ
か
み
潰
さ
ん
。」
と
い
っ
た
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
表
現
は
前
半
で
は
ま

っ
た
く
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
余
計
に
、「
さ
が
尻
を
か
き
出
で
ゝ
、

云
々
」
と
い
っ
た
激
高
し
た
、
野
卑
な
言
い
様
に
、
読
む
が
わ
は
驚
か
さ
れ
る
。

市
中
の
口
論
で
下
人
た
ち
が
啖
呵
を
き
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）
会
話
文
に
よ
る
、
あ
る
出
来
事
の
暗
示
。（
例
１
３
、
例
１
４
）
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例
１
３
で
は
、「
御
門
の
仰
せ
に
な
ぜ
従
わ
な
い
の
だ
」
と
い
う
翁
に
対
し
て
、

「
し
ゐ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ゞ
、
消
え
失
せ
な
ん
ず
。」
と
答
え
た
と
お
り
、

姫
は
、
そ
の
後
御
門
が
訪
れ
強
引
に
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
に
際
し
、「
き
と

影
に
」
な
っ
て
し
ま
う
。
例
１
４
で
は
、
自
分
を
閉
じ
込
め
て
も
、
か
の
國
の

人
が
来
れ
ば
戸
は
み
な
開
き
、
戦
お
う
と
し
て
も
、
猛
き
心
の
人
も
で
き
な
く

な
る
と
、
姫
が
会
話
で
暗
示
し
た
と
お
り
に
な
る
。
姫
を
守
る
人
々
が
物
に
お

そ
わ
れ
た
よ
う
に
な
る
有
様
は
、
地
の
文
で
説
明
さ
れ
る
。「
消
え
失
せ
な
ん
ず
。

（
例
１
３
）」
と
か
「
猛
き
心
つ
か
ふ
人
も
、
よ
も
あ
ら
じ
（
例
１
４
）」
と
か
、

口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
形
の
ほ
う
が
、
い
っ
た
い
何
の
こ
と
だ
と
、
物
語
を
聞
く

が
わ
（
あ
る
い
は
読
む
が
わ
）
に
対
し
て
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
の
で
は

な
い
か
。
竹
取
成
立
の
時
代
に
、
空
か
ら
人
が
下
っ
て
く
る
と
か
、
人
が
消
え

失
せ
る
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。　

（
四
）
長
い
抒
情
文
（
例
１
５
、
例
１
６
、
例
１
７
）

例
１
５
か
ら
１
７
を
見
る
限
り
、
一
つ
と
し
て
同
じ
繰
り
返
し
が
な
く
、
多

彩
な
抒
情
表
現
に
満
ち
て
い
る
。「
悲
し
く
耐
へ
が
た
く
侍
る
也
。」「
老
い
衰

へ
給
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
、
戀
し
か
ら
め
」（
例
１
５
よ

り
）、「
こ
ゝ
に
も
心
に
も
あ
ら
で
か
く
罷
る
に
」「
我
を
い
か
に
せ
よ
と
て
、

捨
て
ゝ
は
昇
り
給
ふ
ぞ
。
具
し
て
出
（
で
）
お
は
せ
ね
」（
例
１
６
よ
り
）、

「
見
捨
て
た
て
ま
つ
り
て
ま
か
る
、
空
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
」（
例
１

７
よ
り
）

試
み
に
、
既
に
挙
げ
た
竹
取
前
半
の
用
例
か
ら
、
抒
情
文
を
引
い
て
比
較
し

て
み
る
。
例
３
「
こ
の
玉
た
は
や
す
く
え
取
ら
じ
を
。
い
は
む
や
、
龍
の
頸
の

玉
は
い
か
ゞ
取
ら
む
」、
例
４
「
う
れ
し
く
も
、
の
た
ま
ふ
物
か
な
」、
例
７

「
宮
仕
へ
に
出
し
立
て
ば
死
ぬ
べ
し
」、
例
８　

胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り

（
地
の
文
）、
例
８　

頬
杖
を
つ
き
て
、
い
み
じ
う
な
げ
か
し
げ
に
思
ひ
た
り

（
地
の
文
）、
例
８
「
ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
」。

前
半
の
用
例
で
は
、
漢
文
訓
読
調
の
も
の
が
多
く
、
な
に
よ
り
も
一
文
が
短

い
。
一
方
、
上
述
の
例
１
５
か
ら
例
１
７
は
、
一
文
が
長
く
和
文
調
で
、
例
１

５
の
「
か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
を
せ
ず
な
ん
。
思
ふ
事
も
な
く

侍
る
也
。
さ
る
所
へ
罷
ら
む
ず
る
も
、
い
み
じ
く
も
侍
ら
ず
。
老
い
衰
へ
給
へ

る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
、
戀
し
か
ら
め
」
の
よ
う
に
、
な
ぜ
嘆

く
の
か
理
由
も
述
べ
て
、
別
れ
の
せ
つ
な
さ
を
訴
え
て
い
る
。

（
五
）
命
令
体
の
効
果
的
な
配
置
（
例
１
８
、
例
１
９
、
例
２
０
）

章
段
九
で
は
、
昇
天
に
臨
む
姫
の
葛
藤
と
翁
の
悲
嘆
を
描
く
、
抒
情
体
に
、

命
令
体
が
顔
を
出
す
。

例
１
８
「
宮
つ
こ
ま
ろ
、
ま
う
で
來
」
は
、
実
に
場
面
を
引
き
締
め
る
効
果

が
あ
る
。
天
人
の
命
令
に
、
猛
々
し
く
構
え
て
い
た
翁
も
、
物
に
酔
っ
た
よ
う

に
う
つ
伏
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

天
人
だ
け
で
な
く
、
姫
も
「
し
ば
し
待
て
」
と
言
い
、「
天
人
、
お
そ
し
と
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心
も
と
な
」
が
る
や
、「
も
の
知
ら
ぬ
こ
と
、
な
の
給
ひ
そ
」
と
、
強
く
た
し

な
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
か
ら
、
天
上
界
に
お
け
る
姫
の
身
分
が
窺
わ

れ
よ
う
。

姫
の
命
令
体
は
、
前
半
の
四
（
蓬
莱
の
玉
の
枝
ー
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
話

ー
）
で
も
見
ら
れ
る
。
例
８
「
こ
の
奉
る
文
を
と
れ
」　

と
い
う
一
言
で
、
く

ら
も
ち
の
皇
子
の
た
ば
か
り
が
見
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
六
）
神
言
の
よ
う
に
、
語
が
威
力
を
も
つ
例
が
見
ら
れ
る
。（
例
２
１
、
例
２

２
）竹

取
前
半
の
例
９
で
人
の
立
場
で
発
せ
ら
れ
る
呪
言
の
文
を
挙
げ
た
が
、
こ

の
神
言
は
、
神
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
が
発
し
、
そ
の
語
が
威
力
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
例
２
１
で
は
、（
神
に
準
ず
る
）
御
門
が
「
き
と
影
に
」
な
っ
た

姫
を
み
て
た
だ
の
人
で
は
な
い
と
悟
り
、
も
と
の
形
に
な
る
よ
う
乞
う
と
、
そ

の
と
お
り
に
な
る
。
例
２
２
で
は
、
天
人
が
「
い
ざ
、
か
ぐ
や
姫
。
穢
き
所
に

い
か
で
か
久
し
く
お
は
せ
ん
」
と
言
う
や
、
立
て
籠
め
た
戸
も
格
子
も
直
ち
に

開
け
放
た
れ
、
媼
に
抱
か
れ
て
い
た
姫
は
外
に
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

呪
言
に
し
て
も
神
言
に
し
て
も
、
言
霊
信
仰
の
存
在
が
竹
取
成
立
時
に
ま
だ

強
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
が
同
時
に
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
の
重
み
、
言
葉
に

す
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
、
竹
取
作
者
が
よ
く
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、『
竹
取
物
語
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
章
段
九
に
お
い
て
、
会
話
文

が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
そ
の
特
徴
を
用
例
と
と
も
に
挙
げ
て
み
た
。

前
述
の
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
前
半
で
は
、
様
々
な
会
話
文
の
配
列
に
よ
っ
て
、

後
半
の
山
場
に
向
か
っ
て
「
地
な
ら
し
」
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
が
、

姫
の
昇
天
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
姫
や
翁
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
心
情
が

吐
露
さ
れ
、
聞
き
手
は
一
気
に
物
語
の
舞
台
の
中
に
引
き
込
ま
れ
る
。
そ
の
舞

台
装
置
の
仕
掛
け
と
い
え
ば
、
長
い
抒
情
文
が
怒
涛
の
ご
と
く
出
現
し
（
例
１

５
、
１
６
、
１
７
）、
命
令
体
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
場
面
を
ひ
き
し
め
る
（
例

１
９
）。
ま
た
、
会
話
文
だ
け
で
な
く
、
地
の
文
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

姫
の
心
情
の
変
化
（
例
１
０
）
あ
る
い
は
出
来
事
を
、
効
果
的
に
描
く
（
例
１

３
）、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
前
半
後
半
を
通
し
て
、
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
会
話
文
が
配
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

竹
取
作
者
は
、
前
半
は
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
騒
動
、
後
半
は
姫
の
昇
天
と
い
う

内
容
に
応
じ
て
、
初
め
か
ら
周
到
に
地
の
文
の
間
に
会
話
文
を
配
し
、
徐
々
に

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
盛
り
上
げ
る
べ
く
、
直
接
的
な
感
情
の
吐
露
に
導
い
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
『
古
事
記
』
に
お
け
る
会
話
文
に
つ
い
て

次
に
、
国
語
散
文
の
芽
生
え
の
時
代
に
、
地
の
文
に
お
い
て
会
話
文
が
ど
の

よ
う
な
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
、
上
代
文
献
に
遡
っ
て
み
る
。
今
回
は
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『
古
事
記
』
の
物
語
二
編
を
検
討
す
る
。
引
用
に
際
し
て
筆
者
が
留
意
し
た
の

は
、
竹
取
成
立
の
百
五
十
年
以
上
も
前
に
会
話
が
ど
の
よ
う
な
形
で
交
わ
さ
れ

て
い
た
の
か
と
い
う
点
、
ま
た
、
当
時
地
の
文
と
会
話
文
と
は
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
た
の
か
、
竹
取
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
地
の
文
と
会
話
文
の
組
み
合
わ

せ
な
ど
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
一
）
垂
仁
記
・
沙
本
毘
古
王
の
反
逆　

こ
の
物
語
は
、『
古
事
記
』
中
屈
指
の
す
ぐ
れ
た
構
成
を
も
ち
、
最
も
多
く

の
多
様
な
会
話
文
を
有
し
、
さ
ら
に
会
話
文
が
物
語
の
中
核
を
な
し
て
い
て
、

歌
謡
は
一
首
も
な
い
。（
注
８
）
少
し
長
い
が
、
全
文
を
挙
げ
る
。

〇
こ
の
天
皇
、
沙
本
毘
賣
を
后
と
し
た
ま
ひ
し
時
、
沙
本
毘
賣
命

の
兄
、
沙
本
毘
古
王
、
そ
の
同
母
妹
に
問
ひ
て
曰
ひ
け
ら
く
、

「
夫
と
兄
と
孰
れ
か
愛
し
き
。」
と
い
へ
ば
、

ア
「
兄
ぞ
愛
し
き
。」
と
答
へ
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
沙
本
毘
古
王
謀
り
て
曰
ひ
け
ら
く
、

「
汝
寔
に
我
を
愛
し
と
思
は
ば
、
吾
と
汝
と
天
の
下
治
ら
さ
む
。」
と
い
ひ

て
、
す
な
は
ち
八
鹽
折
の
紐
小
刀
を
作
り
て
、
そ
の
妹
に
授
け
て
曰
ひ
け

ら
く
、

「
こ
の
小
刀
を
も
ち
て
、
天
皇
の
寝
た
ま
ふ
を
刺
し
殺
せ
。」
と
い
ひ
き
。

故
、
天
皇
、
そ
の
謀
を
知
ら
し
め
さ
ず
て
、
そ
の
后
の
御
膝
を
枕
き
て
、

御
寝
し
ま
し
き
。
こ
こ
に
そ
の
后
、
紐
小
刀
を
も
ち
て
、
そ
の
天
皇
の
御

頸
を
刺
さ
む
と
し
て
、
三
度
擧
り
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
イ
哀
し
き
情
に
忍

び
ず
て
、
頸
を
刺
す
こ
と
能
は
ず
し
て
、
泣
く
涙
御
面
に
落
ち
溢
れ
き
。

す
な
は
ち
天
皇
、
驚
き
起
き
た
ま
ひ
て
、
そ
の
后
に
問
ひ
て
曰
り
た
ま
ひ

し
く
、

「
吾
は
異
し
き
夢
見
つ
。
沙
本
の
方
よ
り
暴
雨
零
り
來
て
、
急
か
に
吾
が

面
に
沾
き
つ
。
ま
た
錦
色
の
小
さ
き
蛇
、
我
が
頸
に
纏
繞
り
つ
。
か
く
の

夢
は
、
こ
れ
何
の
表
に
か
あ
ら
む
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
そ
の
后
、
ウ
爭
は
え
じ
と
以
爲
ほ
し
て
、
す
な
は
ち
天
皇
に
白
し

て
い
し
く
、

「
妾
が
兄
沙
本
毘
古
王
、
妾
に
問
ひ
て
日
ひ
し
く
、『
夫
と
兄
と
孰
れ
か
愛

し
き
。』
と
い
ひ
き
。
エ
こ
の
面
問
ふ
に
勝
へ
ざ
り
し
故
に
、
妾
、

『
兄
ぞ
愛
し
き
。』
と
答
へ
き
。

こ
こ
に
妾
に
誂
へ
て
曰
ひ
け
ら
く
、

オ
『
吾
と
汝
と
共
に
天
の
下
を
治
ら
さ
む
。
故
、
天
皇
を
殺
す
べ
し
。』

と
云
ひ
て
、
八
鹽
折
の
紐
小
刀
を
作
り
て
妾
に
授
け
つ
。
こ
こ
を
も
ち
て

御
頸
を
刺
む
と
欲
ひ
て
、
三
度
擧
り
し
か
ど
も
、
カ
哀
し
き
情
忽
か
に
起

こ
り
て
、
頸
を
得
刺
さ
ず
て
、
泣
く
涙
の
御
面
に
落
ち
沾
き
き
。
必
ず
こ

の
表
に
あ
ら
む
。」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
天
皇
、
キ
「
吾
は
殆
に
欺
か
え
つ
る
か
も
。」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、

す
な
は
ち
軍
を
興
し
て
沙
本
毘
古
王
を
撃
ち
た
ま
ひ
し
時
、
そ
の
王
、
稻

城
を
作
り
て
待
ち
戰
ひ
き
。
こ
の
時
沙
本
毘
賣
命
、
ク
そ
の
兄
に
得
忍
び

ず
て
、
後
つ
門
よ
り
逃
げ
出
で
て
、
そ
の
稻
城
に
納
り
ま
し
き
。
こ
の
時
、

そ
の
后
、
妊
身
ま
せ
り
。
こ
こ
に
天
皇
、
ケ
そ
の
后
の
懐
妊
ま
せ
る
こ
と
、
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ま
た
愛
で
重
み
し
た
ま
ふ
こ
と
三
年
に
至
り
ぬ
る
に
忍
び
た
ま
は
ざ
り
き
。

故
、
そ
の
軍
を
廻
し
て
、
急
か
に
攻
迫
め
た
ま
は
ざ
り
き
。
か
く
逗
留
れ

る
間
に
、
そ
の
妊
ま
せ
る
御
子
既
に
産
れ
ま
し
つ
。
故
、
そ
の
御
子
を
出

し
て
、
稻
城
の
外
に
置
き
て
、
天
皇
に
白
さ
し
め
た
ま
ひ
つ
ら
く
、

「
も
し
こ
の
御
子
を
、
天
皇
の
御
子
と
思
ほ
し
め
さ
ば
、
治
め
た
ま
ふ
べ

し
。」

と
ま
を
さ
し
め
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

コ
「
そ
の
兄
を
怨
み
つ
れ
ど
も
、
な
ほ
そ
の
后
を
愛
し
む
に
得
忍
び
ず
。」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
🈂
す
な
は
ち
后
を
得
た
ま
は
む
心
あ
り
き
。
こ

こ
を
も
ち
て
軍
士
の
中
の
力
士
の
輕
く
捷
き
を
選
り
聚
め
て
、
宣
り
た
ま

ひ
し
く
、

「
そ
の
御
子
を
取
ら
む
時
、
す
な
は
ち
そ
の
母
王
を
も
掠
ひ
取
れ
。
髪
に

も
あ
れ
手
に
も
あ
れ
、
取
り
獲
む
随
に
、
掬
み
て
控
き
出
す
べ
し
。」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
そ
の
后
、
豫
て
そ
の
情
を
知
ら
し
め
し
て
、
悉
に
そ
の
髪
を
剃
り
、

髪
も
ち
て
そ
の
頭
を
覆
ひ
、
ま
た
玉
の
緒
を
腐
し
て
、
三
重
に
手
に
纏
か

し
、
ま
た
酒
も
ち
て
御
衣
を
腐
し
、
全
き
衣
の
如
服
し
き
。
か
く
設
け
備

へ
て
、
そ
の
御
子
を
抱
き
て
、
城
の
外
に
さ
し
出
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に

そ
の
力
士
等
、
そ
の
御
子
を
取
り
て
、
す
な
は
ち
そ
の
御
祖
を
握
り
き
。

こ
こ
に
そ
の
御
髪
を
握
れ
ば
、
御
髪
自
ら
落
ち
、
そ
の
御
手
を
握
れ
ば
、

玉
の
緒
ま
た
絶
え
、
そ
の
御
衣
を
握
れ
ば
、
御
衣
す
な
は
ち
破
れ
つ
。
こ

こ
を
も
ち
て
そ
の
御
子
を
取
り
獲
て
、
そ
の
御
祖
を
得
ざ
り
き
。
故
、
そ

の
軍
士
等
、
還
り
來
て
奏
言
し
け
ら
く
、

「
御
髪
自
ら
落
ち
、
御
衣
易
く
破
れ
、
ま
た
御
手
に
纏
か
せ
る
玉
の
緒
も

す
な
は
ち
絶
え
き
。
故
、
御
祖
を
獲
ず
て
、
御
子
を
取
り
得
つ
。」
と
ま

を
し
き
。

こ
こ
に
天
皇
悔
い
恨
み
た
ま
ひ
て
、
玉
作
り
し
人
等
を
悪
ま
し
て
、
そ
の

地
を
皆
奪
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
諺
に
「
地
得
ぬ
玉
作
。」
と
曰
ふ
な
り
。

ま
た
天
皇
、
そ
の
后
に
命
詔
り
し
た
ま
ひ
し
く
、

「
凡
そ
子
の
名
は
必
ず
母
の
名
づ
く
る
を
、
何
と
か
こ
の
子
の
御
名
を
ば

稱
さ
む
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
答
へ
て
白
し
し
く
、

「
今
、
火
の
稻
城
を
焼
く
時
に
當
た
り
て
、
火
中
に
生
れ
ま
し
つ
。
故
、

そ
の
御
名
は
本
牟
智
和
氣
の
御
子
と
稱
す
べ
し
。」
と
白
し
き
。
ま
た
命

詔
り
し
た
ま
ひ
し
く
、

「
何
に
し
て
日
足
し
奉
ら
む
。」
と
の
り
た
ま
へ
ば
、
答
へ
て
白
し
し
く
、

「
御
母
を
取
り
、
大
湯
坐
、
若
湯
坐
を
定
め
て
、
日
足
し
奉
る
べ
し
。」
と

ま
を
し
き
。

故
、
そ
の
后
の
白
せ
し
隨
に
日
足
し
奉
り
き
。

ま
た
そ
の
后
に
問
ひ
て
曰
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
汝
の
堅
め
し
瑞
の
小
佩
は
誰
れ
か
も
解
か
む
。」
と
の
り
た
ま
へ
ば
、

答
へ
て
白
し
し
く
、

「
旦
波
比
古
多
多
須
美
智
宇
斯
王
の
女
、
名
は
兄
比
賣
、
弟
比
賣
、
こ
の

二
は
し
ら
の
女
王
、
浄
き
公
民
な
り
。
故
，
使
ひ
た
ま
ふ
べ
し
。」
と
ま

を
し
き
。
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然
し
て
遂
に
そ
の
沙
本
比
古
王
を
殺
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、
そ
の
同
母
妹
も

ま
た
從
ひ
き
。

読
む
ほ
ど
に
心
に
「
哀
切
の
情
」
を
も
よ
お
す
物
語
で
あ
る
。「
哀
切
の
情
」

は
い
ず
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。
主
人
公
は
沙
本
毘
賣
で
あ
る
。
そ
の
心
情
は
、

地
の
文
と
会
話
の
双
方
に
描
か
れ
る
。

○
地
の
文
・
・
、
イ
哀
し
き
情
に
忍
び
ず
て

　
　
　
　
　
　
　

ウ
爭
は
え
じ
と
以
爲
ほ
し
て

　
　
　
　
　
　
　

ク
そ
の
兄
に
得
忍
び
ず
て

○
会
話
文
・
・　

ア
「
兄
ぞ
愛
し
き
。」　

　
　
　
　
　
　
　

エ
こ
の
面
問
ふ
に
勝
へ
ざ
り
し
故
に

　
　
　
　
　
　
　

カ
哀
し
き
情
忽
か
に
起
こ
り
て

一
方
、
天
皇
の
直
接
の
心
情
描
写
は
少
な
い
。

○
地
の
文
・
・　

ケ 

そ
の
后
の
懐
妊
ま
せ
る
こ
と
、
ま
た
愛
で
重
み
し
た

ま
ふ
こ
と
三
年
に
至
り
ぬ
る
に
忍
び
た
ま
は
ざ
り
き

　
　
　
　
　
　
　

🈂
す
な
は
ち
后
を
得
た
ま
は
む
心
あ
り
き
。　

○
会
話
文
・
・
キ
「
吾
は
殆
に
欺
か
え
つ
る
か
も
。」

　
　
　
　
　
　

コ
「 

そ
の
兄
を
怨
み
つ
れ
ど
も
、
な
ほ
そ
の
后
を
愛
し
む

に
得
忍
び
ず
。」

天
皇
の
后
へ
の
情
は
薄
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
愛
の
表
現

で
は
な
い
が
、
ケ　
「
故
、
そ
の
軍
を
廻
し
て
、
急
か
に
攻
迫
め
た
ま
は
ざ
り

き
。」、
ま
た
、
🈂　
「
す
な
は
ち
后
を
得
た
ま
は
む
心
あ
り
き
。」
と
い
う
下
り

に
は
、
沙
本
毘
賣
へ
の
愛
し
み
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
ラ
ス
ト
の
天
皇
と
沙
本

毘
賣
と
の
会
話
が
圧
巻
で
あ
る
。
子
の
命
名
、
養
育
に
つ
い
て
問
答
の
後
、
そ

し
て
次
の
后
の
推
挙
を
問
う
。
こ
こ
で
天
皇
が
后
に
対
し
て
「
汝
」
と
い
う
の

は
、
こ
れ
が
最
初
で
最
後
で
あ
る
。「
吾
」
と
「
汝
」
の
関
係
と
し
て
后
を
認

め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
は
、
沙
本
毘
古
王
の
影
は
う
す
い
。

身
崎
壽
氏
は
、「<

書
く
が
わ>

に
よ
る
地
の
文
と
会
話
文
と
の
意
識
的
な
か

き
わ
け
が
存
在
し
た
」
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。（
注
９
）

た
し
か
に
、
地
の
文
、
会
話
文
と
も
に
、
書
き
手
の
推
敲
の
跡
が
感
じ
ら
れ

る
。
上
述
の
イ
と
カ　

、
ま
た
、
ウ
、
エ
の
よ
う
に
、
后
の
心
境
を
補
い
、
二

重
会
話
文
の

オ
も
前
出
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。

前
出
：「
汝
寔
に
我
を
愛
し
と
思
は
ば
、
吾
と
汝
と
天
の
下
治
ら
さ
む
。」

　
　
　
「
こ
の
小
刀
を
も
ち
て
、
天
皇
の
寝
た
ま
ふ
を
刺
し
殺
せ
。」　

オ
『
吾
と
汝
と
共
に
天
の
下
を
治
ら
さ
む
。
故
、
天
皇
を
殺
す
べ
し
。』

物
語
の
構
成
は
、
冒
頭
に
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
沙
本
毘
古
王
と
沙
本
毘
賣

命
の
問
答
が
あ
り
、「
愛
」
を
め
ぐ
る
展
開
と
な
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
最

後
は
、
天
皇
と
后
と
の
、
各
々
の
想
い
を
秘
め
た
会
話
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら

れ
る
。
物
語
の
要
と
な
る
重
要
な
箇
所
は
、
話
者
の
双
方
が
明
ら
か
な
会
話
文
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に
な
っ
て
お
り
、
地
の
文
も
含
め
た
全
編
に
緊
迫
し
た
臨
場
感
を
醸
し
出
し
て

い
る
。

木
村
龍
司
氏
は
、
記
紀
両
書
に
お
け
る
二
通
り
の
沙
本
毘
賣
の
物
語
を
比
較

検
討
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
記
の
沙
本
毘
賣
の
行
動
は
一
貫
し

て
、
そ
の
夫
に
対
す
る
愛
情
と
、
肉
親
で
あ
る
兄
に
対
す
る
愛
情
の
相
克
と
い

う
、
極
め
て
人
間
的
な
心
情
に
よ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」
と
し
、
氏

は
そ
こ
に
、
無
意
識
に
せ
よ
、「
文
学
の
一
つ
の
種
」
が
蒔
か
れ
た
と
し
て
、

「
古
代
国
家
的
性
格
の
束
縛
か
ら
、
人
間
的
な
も
の
へ
の
解
放
へ
の
途
す
じ
へ
、

記
の
登
場
人
物
を
向
か
わ
せ
る
・
・
」
と
い
う
。（
注
１
０
）　

「
文
学
の
一
つ
の
種
」
と
い
う
の
は
、
浅
学
な
筆
者
の
理
解
能
力
を
超
え
て

い
る
が
、
先
に
述
べ
た
「
哀
切
の
情
」
を
も
よ
お
す
源
は
、
た
し
か
に
、
沙
本

毘
賣
の
兄
と
夫
に
対
す
る
愛
の
相
克
の
描
写
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
織
物
に
例
え

れ
ば
、
緯
糸
の
地
に
経
糸
の
模
様
が
織
り
出
さ
れ
る
ご
と
く
、
中
核
は
経
糸
の

会
話
で
あ
る
が
、
緯
糸
の
地
の
文
な
く
し
て
、
そ
れ
は
成
立
し
え
な
い
。
物
語

の
会
話
文
に
よ
っ
て
、
読
み
手
は
容
赦
な
い
過
酷
な
現
実
を
実
感
さ
せ
ら
れ
、

地
の
文
に
よ
っ
て
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
知
ら
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
進

展
は
地
の
文
が
か
た
り
、
登
場
人
物
の
心
情
は
情
勢
の
推
移
と
と
も
に
、
会
話

文
を
中
心
に
語
ら
れ
る
。

身
崎
壽
氏
は
、「
こ
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
に
お
い
て
会
話
部
分
を
中
心
に
文
体
創

造
へ
の
志
向
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
み
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
・
・
・
」

と
い
う
。（
前
掲
注
９
）「
文
体
創
造
へ
の
志
向
」
と
は
、『
古
事
記
』
の
筆
録

者
が
、
カ
タ
リ
の
地
の
文
の
な
か
に
会
話
文
・
心
話
文
な
ど
を
点
在
さ
せ
て
モ

ノ
ガ
タ
リ
の
文
章
を
織
り
な
し
て
い
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
沙
本
毘
賣
物
語
で
は
、
本
稿
の
二
の
（
一
）
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、

竹
取
物
語
の
「
会
話
文
と
地
の
文
を
活
用
し
た
効
果
的
な
描
写
」
は
見
ら
れ
な

い
。そ

れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
沙
本
毘
賣
の
物
語
に
は
歌
謡
が
一
首
も
な
い
の
か
。

そ
こ
で
次
に
、
歌
謡
主
体
の
物
語
の
例
を
引
く
。
こ
の
物
語
は
、「
同
母
兄
妹

の
禁
制
の
恋
ゆ
え
に
伊
予
湯
に
配
流
さ
れ
た
軽
王
と
、
そ
れ
を
追
っ
て
い
っ
た

軽
大
郎
女
と
が
心
中
す
る
と
い
う
、
歓
喜
と
悲
痛
の
交
錯
し
た
過
程
が
、
二
人

の
か
わ
す
歌
に
よ
っ
て
美
し
く
語
ら
れ
て
、『
古
事
記
』
の
恋
愛
物
語
中
の
圧

巻
で
あ
る
。」（
注
１
１
）
こ
の
軽
太
子
物
語
中
会
話
文
は
た
だ
一
か
所
で
あ
る
。

歌
謡
を
核
と
し
た
物
語
の
中
で
、
会
話
文
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、

検
証
す
る
。

（
二
）
允
恭
記
・
軽
太
子
と
衣
通
王

　

天
皇
崩
り
ま
し
し
後
、
木
梨
の
輕
太
子
、
日
繼
知
ら
し
め
す
に
定
ま
れ

る
を
、
未
だ
位
に
即
き
た
ま
は
ざ
り
し
間
に
、
そ
の
同
母
妹
輕
大
郎
女
に

姧
け
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

あ
し
ひ
き
の　

山
田
を
作
り　

山
高
み　

下
樋
を
走
せ　

下
娉
ひ
に　

我
が
娉
ふ
妹
を　

下
泣
き
に　

我
が
泣
く
妻
を　

昨
夜
こ
そ
は　

安
く
肌
觸
れ 

（
七
八
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
は
志
良
宜
歌
な
り
。
ま
た
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

笹
葉
に　

打
つ
や
霰
の　

た
し
だ
し
に　

率
寝
て
む
後
は　
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人
は
離
ゆ
と
も 

（
七
九
）

愛
し
と　

さ
寝
し
さ
寝
て
ば　

刈
薦
の　

亂
れ
ば
亂
れ　

さ
寝
し
さ
寝
て
ば 

（
八
〇
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
は
夷
振
の
上
歌
な
り
。

こ
こ
を
も
ち
て
百
官
ま
た
天
の
下
の
人
等
、
輕
太
子
に
背
き
て
、
穴
穂
御

子
に
歸
り
き
。
こ
こ
に
輕
太
子
畏
み
て
、
大
前
小
前
宿
禰
の
大
臣
の
家
に

逃
げ
入
り
て
、
兵
器
を
備
へ
作
り
た
ま
ひ
き
。（
注
略
）
穴
穂
御
子
も
ま

た
、
兵
器
を
作
り
た
ま
ひ
き
。（
注
略
）
こ
こ
に
穴
穂
御
子
、
軍
を
興
し

て
大
前
小
前
宿
禰
の
家
を
圍
み
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
そ
の
門
に
到
り
ま
し

し
時
、
大
く
氷
雨
零
り
き
。
故
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

大
前　

小
前
宿
禰
が　

金
門
蔭　

か
く
寄
り
來
ね　

雨
立
ち
止
め
む

 

（
八
一
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
そ
の
大
前
小
前
宿
禰
、
手
を
擧
げ
膝
を
打

ち
、
儛
ひ
か
な
で
歌
ひ
參
來
つ
。
そ
の
歌
に
曰
ひ
し
く
、

宮
人
の　

脚
結
の
子
鈴　

落
ち
に
き
と　

宮
人
と
よ
む　

里
人
も
ゆ
め

 
（
八
二
）

と
い
ひ
き
。
こ
の
歌
は
宮
人
振
な
り
。
か
く
歌
ひ
參
歸
て
白
し
け
ら
く
、

「
我
が
天
皇
の
御
子
、
同
母
兄
の
王
に
兵
を
な
及
り
た
ま
ひ
そ
。
も
し
兵

を
及
り
た
ま
は
ば
、
必
ず
人
咲
は
む
。
僕
捕
へ
て
貢
進
ら
む
。」
と
ま
を

し
き
。
こ
こ
に
兵
を
解
き
て
退
き
ま
し
き
。
故
、
大
前
小
前
宿
禰
、
そ
の

輕
太
子
を
捕
へ
て
、
率
て
參
出
て
貢
進
り
き
。
そ
の
太
子
、
捕
へ
ら
え
て

歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
む　

輕
の
孃
子　

い
た
泣
か
ば　

人
知
り
ぬ
べ
し　

波
佐
の
山
の

鳩
の
下
泣
き
に
泣
く 

（
八
三
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
ま
た
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
む　

輕
孃
子　

し
た
た
に
も　

寄
り
寝
て
と
ほ
れ　

輕
孃
子
ど
も

 

（
八
四
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
そ
の
輕
太
子
は
、
伊
余
の
湯
に
流
し
き
。
ま

た
流
さ
え
む
と
し
た
ま
ひ
し
時
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
ぶ　

鳥
も
使
ひ
ぞ　

鶴
が
音
の　

聞
こ
え
む
時
は　

我
が
名
問
は
さ
ね 

（
八
五
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
の
三
歌
は
天
田
振
な
り
。
ま
た
歌
ひ
た
ま
ひ
し

く
、王

を　

島
に
放
ら
ば　

船
餘
り　

い
歸
り
來
む
ぞ　

我
が
疊
ゆ
め　

言
を
こ
そ　

疊
と
言
は
め　

我
が
妻
は
ゆ
め 

（
八
六
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
の
歌
は
夷
振
の
片
下
ろ
し
な
り
。
そ
の
衣
通
王
、

歌
を
獻
り
き
。
そ
の
歌
に
曰
ひ
し
く
、

夏
草
の　

あ
ひ
ね
の
濱
の　

蠣
貝
に　

足
蹈
ま
す
な　

あ
か
し
て
と
ほ

れ 

（
八
七
）

と
い
ひ
き
。
故
、
後
ま
た
戀
ひ
慕
ひ
堪
へ
ず
て
、
追
ひ
往
き
し
時
、
歌
ひ

た
ま
ひ
し
く
、

君
が
往
き　

け
長
く
な
り
ぬ　

山
た
づ
の　

迎
へ
を
行
か
む　

待
つ
に
は
ま
た
じ　
（
注
略
） 

（
八
八
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
追
ひ
到
り
ま
し
し
時
、
待
ち
懐
ひ
て
歌
ひ
た
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ま
ひ
し
く
、

隠
り
國
の　

泊
瀬
の
山
の　

大
峽
に
は　

幡
張
り
立
て　

さ
小
峽
に
は　

幡
張
り
立
て　

大
峽
に
し　

な
か
さ
だ
め
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ　

槻
弓

の　

臥
や
る
臥
や
り
も　

梓
弓　

起
て
り
起
て
り
も　

後
も
取
り
見
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ 

（
八
九
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
ま
た
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

隠
り
國
の　

泊
瀬
の
河
の　

上
つ
瀬
に　

齋
杙
を
打
ち　

下
つ
瀬
に　

眞
杙
を
打
ち　

齋
杙
に
は　

鏡
を
懸
け　

眞
杙
に
は　

眞
玉
を
懸
け　

眞
玉
如
す　

吾
が
思
ふ
妹　

鏡
如
す　

吾
が
思
ふ
妻　

あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
に　

家
に
も
行
か
め　

國
を
も
偲
は
め 

（
九
〇
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
か
く
歌
ひ
て
、
す
な
は
ち
共
に
自
ら
死
に
た
ま
ひ

き
。

故
、
こ
の
二
歌
は
讀
歌
な
り
。

こ
の
物
語
は
、
会
話
の
箇
所
は
一
か
所
の
み
で
、
歌
が
十
二
首
も
あ
り
、
う

ち
九
首
は
、
志
良
宜
歌
、
夷
振
の
上
歌
、
宮
人
振
、
天
田
振
、
夷
振
の
片
下
ろ

し
、
讀
歌
と
い
う
曲
名
が
付
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
楽
府
に
保
存
伝
習
さ
れ
て

い
た
曲
節
つ
き
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
歌
謡
物
語
で
あ
り
、
一
種
の

歌
劇
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
の
筆
録
者

は
、
た
ぶ
ん
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
十
二
首
の
歌
を
利
用
し
て
作
中
の
人
物
に

適
宜
配
分
し
た
。
そ
れ
以
前
に
既
に
異
種
の
説
話
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
筆
録

者
は
実
際
に
歌
う
歌
を
中
心
に
物
語
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
十
二
首
は
そ
れ

ぞ
れ
独
立
歌
謡
と
さ
れ
な
が
ら
、
悲
恋
物
語
の
展
開
に
合
わ
せ
て
は
め
こ
ま
れ
、

「
長
編
な
が
ら
ま
と
ま
り
の
あ
る
、
隠
微
な
人
間
の
弱
点
や
、
人
生
の
暗
い
面

を
描
い
た
一
篇
の
物
語
と
し
て
近
代
的
な
色
合
を
も
つ
」
と
さ
れ
る

（
注
１
２
）。

で
は
、
前
述
の
、
会
話
文
を
核
と
し
た
沙
本
毘
賣
物
語
と
異
な
り
、
な
ぜ
歌

謡
が
主
体
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
一
か
所
の
会
話
文
は
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

歌
謡
の
威
力
を
示
す
も
の
と
し
て
、
記
７
９
歌
、
記
８
０
歌
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
二
歌
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
い
。
記
７
９
歌
は
、「
一
度
確
か
に
率
寝

さ
え
し
た
ら
、
後
で
は
そ
の
女
が
離
れ
て
い
こ
う
と
も
ま
ま
よ
」
と
い
う
独
立

歌
謡
で
あ
る
。「
人
は
離
ゆ
と
も
」
の
〈
人
〉
に
つ
い
て
、〈
大
郎
女
〉
を
指
す

か
、〈
百
官
及
天
下
人
等
〉
を
言
う
の
か
、
意
見
が
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

『
古
代
歌
謡
集
』
補
注
（
注
１
３
）
で
は
、「
物
語
を
背
景
に
お
い
て
見
る
場
合

は
、
軽
大
郎
女
が
後
で
背
く
意
と
見
る
よ
り
、〈
百
の
官
を
は
じ
め
て
天
の
下

の
人
等
、
軽
太
子
に
背
〉
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
の
意
に
解
す
る
方
が
む
し

ろ
い
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
ま
た
一
方
で
、
次
の
意
見
も
あ
る
。

「
こ
の
〈
人
〉
は
大
郎
女
と
も
第
三
者
と
も
読
め
て
く
る
と
考
え
う
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
か
ら
歌
へ
と
連
鎖
す
る
主
題
に
照
ら
せ
ば
、
歌
の
表
現

は
語
意
が
そ
う
し
た
二
様
に
読
み
う
る
方
向
に
読
み
手
を
導
い
て
い
る
。
思
う

人
と
と
れ
ば
、〈
そ
の
女
が
私
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
も
〉
の
意
で
、
他
方
、

第
三
者
と
み
れ
ば
、〈
人
々
が
私
ー
達
か
ら
離
れ
て
も
〉
の
意
で
、〈
他
者
と
の

関
係
が
断
絶
し
て
も
ま
ま
よ
〉
と
い
う
意
と
な
る
。」（
注
１
４
）

記
８
０
歌
は
、「
女
を
可
愛
い
と
思
っ
て
率
寝
さ
え
し
た
ら
、
後
で
別
れ
る
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よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
ま
ま
よ
」
と
い
う
独
立
歌
謡
で
、
記
７
９
歌
も

記
８
０
歌
も
一
般
的
な
恋
歌
で
、
大
体
同
じ
趣
で
あ
る
と
い
う
。（
前
掲　

注

１
３
）

し
か
し
石
田
千
尋
氏
は
、
記
８
０
歌
の
「
刈
薦
」
は
戀
の
煩
悶
を
か
た
ど
る

比
喩
で
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
は
「
寝
」
と
い
う
一
事
に
す

べ
て
を
賭
け
る
言
い
方
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
言
い
方
の
例
と
し
て
、「
人
言

は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も
妹
と
我
と
し
携
は
り
寝
ば
」（『
万
葉
集
』
巻
十
・
一

九
八
三
、
夏
相
聞
）　

の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。　

す
な
わ
ち
石
田
氏
は
、「
禁
忌
に
触
れ
て
も
戀
の
成
就
を
こ
そ
乞
い
願
う
と

い
う
発
想
と
も
近
似
す
る
」
背
徳
的
な
戀
そ
の
も
の
を
高
ら
か
に
肯
定
す
る
よ

う
な
心
情
が
表
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
、

上
の
二
歌
を
出
さ
ず
、
散
文
で
経
緯
を
説
明
し
て
紀
６
９
歌
が
続
く
。

［
允
恭
天
皇
］
二
十
三
年
春
三
月
、
甲
午
の
朔
に
し
て
庚
子
の
日
、
木
梨

の
軽
の
皇
子
を
立
て
て
太
子
と
為
し
た
ま
ひ
き
。
容
姿
佳
麗
し
く
し
て
、

見
る
者
自
か
に
感
で
き
。
同
母
妹
軽
の
大
郎
の
皇
女
艶
妙
か
り
き
。
太
子

恒
に
大
郎
の
皇
女
に
合
は
む
と
念
せ
ど
も
、
罪
有
ら
む
こ
と
を
畏
れ
て
默

し
た
ま
ひ
き
。
然
る
に
感
情
既
に
盛
り
に
し
て
殆
に
死
な
む
と
し
き
。
こ

こ
に
、
徒
空
に
死
な
む
よ
り
は
、
罪
有
り
と
も
、
何
で
え
忍
ば
め
や
と
以

爲
し
て
、
遂
に
竊
か
に
通
ひ
ま
し
て
、
乃
ち
悒
き
懐
少
し
く
息
み
き
。
因

り
て
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、

あ
し
ひ
き
の　

山
田
を
作
り　

山
高
み
下
樋
を
走
せ

下
泣
き
に　

我
が
泣
く
妻　

片
泣
き
に　

我
が
泣
く
妻

今
夜
こ
そ　

安
く
膚
觸
れ 

（
六
九
）

こ
の
書
紀
の
説
明
か
ら
は
、「
罪
有
ら
む
こ
と
を
畏
れ
」
る
太
子
の
苦
悩
、

そ
の
後
の
「
何
で
え
忍
ば
め
や
」
と
遂
に
恋
を
成
就
さ
せ
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
が
、「
亂
れ
ば
亂
れ　

さ
寝
し
さ
寝
て
ば
（
記
８
０
歌
）」
と
い
う
よ
う

な
、
禁
忌
の
恋
を
自
ら
肯
定
す
る
よ
う
な
心
情
は
う
か
が
え
な
い
。
石
田
千
尋

氏
の
説
を
諾
う
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
、
記
７
９
、
記
８
０
は
、
書
紀
の
散
文

に
比
し
て
歌
謡
の
「
威
力
」
を
示
す
例
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

筆
録
者
が
、
こ
の
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
独
立
歌
謡
を
組
み
込
ん
で
い
っ
た

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
歌
謡
と
い
う
の
は
、
そ
の
外
に
、
ど
の
よ
う
な
力

を
具
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

記
８
１
歌
は
、
穴
穂
御
子
が
大
前
小
前
宿
禰
の
家
を
取
り
囲
ん
で
、
配
下
の

軍
兵
に
呼
び
か
け
た
歌
で
あ
る
。「
者
ど
も
、
門
に
寄
っ
て
こ
い
。
雨
宿
り
を

し
て
、
雨
の
止
む
の
を
待
と
う
」
と
い
う
意
で
あ
る
が
、『
古
代
歌
謡
集
』
頭

注
に
よ
れ
ば
、
直
ぐ
に
攻
め
な
い
で
、
事
件
が
治
ま
る
の
を
待
ち
、
そ
の
間
に

よ
ろ
し
く
取
り
計
れ
と
宿
禰
に
暗
示
す
る
心
持
が
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
続

く
記
８
２
歌
は
、
穴
穂
御
子
の
歌
に
答
え
た
も
の
で
、
宮
人
が
不
吉
な
こ
と
が

起
こ
っ
た
と
騒
い
で
居
ら
れ
る
か
ら
、
里
人
（
宿
禰
の
側
の
者
）
も
そ
れ
を
心

得
て
、
謹
め
、
と
軽
挙
妄
動
を
戒
め
て
い
る
。「
脚
結
の
子
鈴　

落
ち
に
き
と
」

は
不
吉
の
兆
し
で
、
軽
太
子
の
謀
反
逃
亡
を
諷
し
て
い
る
と
、
前
述
の
頭
注
に

解
説
が
あ
る
。（
注
１
５
）

こ
の
二
つ
の
例
か
ら
は
、
歌
謡
は
諷
刺
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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そ
し
て
、
記
８
２
歌
に
続
け
て
、
穴
穂
御
子
の
「
よ
ろ
し
く
取
り
計
れ
」
と

の
期
待
に
応
え
、
宿
禰
が
「
我
が
天
皇
の
御
子
、
同
母
兄
の
王
に
兵
を
な
及
り

た
ま
ひ
そ
。
も
し
兵
を
及
り
た
ま
は
ば
、
必
ず
人
咲
は
む
。
僕
捕
へ
て
貢
進
ら

む
。」
と
言
上
す
る
の
で
あ
る
。
物
語
中
唯
一
の
会
話
で
あ
る
。
こ
こ
が
物
語

の
分
岐
点
で
、
穴
穂
御
子
は
兵
を
ひ
き
、
軽
太
子
は
捕
え
ら
れ
る
。
歌
の
連
鎖

に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
き
た
物
語
は
、
こ
こ
で
冷
厳
な
現
実
に
還
る
。

先
の
沙
本
毘
賣
物
語
と
異
な
り
、
筆
録
者
は
禁
制
の
恋
を
描
く
の
に
、
歌
謡

主
体
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
上
述
の
ご
と
く
、
歌
は
、
主
観
的
な
情
感
に
満

ち
溢
れ
、
枕
詞
、
序
詞
、
比
喩
、
諷
刺
と
い
っ
た
数
々
の
修
辞
法
を
具
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
歌
の
解
釈
も
一
元
的
で
は
な
い
。
沙
本
毘
賣
物
語
の
と
こ
ろ
で
、

「
会
話
文
に
よ
っ
て
読
み
手
は
容
赦
な
い
過
酷
な
現
実
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
」

と
述
べ
た
が
、
こ
の
軽
太
子
の
悲
恋
物
語
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

軽
太
子
と
軽
大
郎
女
は
歌
を
詠
み
交
わ
す
な
か
で
、
愛
の
世
界
を
自
由
に
高

ら
か
に
謳
い
あ
げ
る
。
多
彩
な
レ
ト
リ
ッ
ク
、
豊
か
な
語
彙
に
彩
ら
れ
た
歌
は
、

読
み
手
の
想
像
力
を
ふ
く
ら
ま
せ
心
の
琴
線
を
ゆ
さ
ぶ
る
。
し
か
し
、
い
つ
か

現
実
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
役
目
を
荷
っ
た
の
が
、
穴
穂
御
子
に
対
す

る
大
前
小
前
宿
禰
の
進
言
で
は
な
い
か
。
会
話
に
は
話
者
が
存
在
し
、
会
話
が

行
わ
れ
る
場
所
、
時
も
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
は
人
間
が
生
き
て

動
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
臨
場
感
を
醸
し
出
す
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
冷
酷
な
現

実
を
も
映
し
出
す
こ
と
に
な
る
。

<

書
く
が
わ>

は
、
そ
う
し
た
会
話
の
「
効
果
」
を
意
識
し
て
、
使
い
分
け

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
我
々
に
も
、
そ
の
「
効
果
」
が
感
じ

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
な
に
よ
り
の
「
証
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
沙
本
毘
賣
物
語
と
軽
太
子
悲
恋
物
語
と
、
筆
録
者
は
な
ぜ
構
成

を
変
え
た
の
か
。
現
時
点
で
は
、
論
証
に
は
手
が
届
か
ず
、
憶
測
に
す
ぎ
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
の
内
容
に
応
じ
て
組
み
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
沙
本
毘
賣
物
語
は
、「
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
」
と
い
う
国
家
的
大
事

に
重
点
を
お
き
、
軽
太
子
悲
恋
物
語
は
、
禁
断
の
恋
ゆ
え
の
歓
喜
と
悲
嘆
を
主

題
と
し
た
。

前
者
は
前
述
の
ご
と
く
、
物
語
の
要
と
な
る
重
要
な
箇
所
は
、
話
者
の
双
方

が
明
ら
か
な
会
話
文
に
な
っ
て
お
り
、
地
の
文
も
含
め
た
全
編
に
緊
迫
し
た
臨

場
感
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
か
り
に
、
一
首
な
り
と
も
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
の
緊
迫
感
が
く
ず
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
は
、
人
の
心
を
過

酷
な
現
実
か
ら
離
れ
さ
せ
、
自
由
な
想
像
の
世
界
へ
と
飛
翔
さ
せ
る
ゆ
え
で
あ

る
。か

く
し
て
、
沙
本
毘
賣
物
語
は
会
話
文
を
中
核
と
し
た
構
成
と
な
り
、<

書

く
が
わ>

は
、
地
の
文
と
会
話
双
方
に
工
夫
を
重
ね
つ
つ
、
天
皇
と
沙
本
毘
賣

の
心
情
を
描
き
だ
し
た
。
結
果
と
し
て
、
歌
謡
物
語
と
は
異
な
る
、「
悲
し
み

嘆
き
恨
み
怒
る<

人
間>　

が
生
動
し
て
い
る
」
物
語
が
誕
生
し
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
ま
ず
、
章
段
九
「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
中
心
に
、『
竹
取
物
語
』

の
前
半
と
比
較
し
つ
つ
、
物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
意
義
を
検
討
し
、
次
い
で
、

上
代
文
献
『
古
事
記
』
に
遡
っ
て
二
編
の
物
語
中
の
「
会
話
の
形
」
を
み
て
き

た
。ま

と
め
と
し
て
次
の
点
を
指
摘
し
た
い
。

（
一
）「
物
語
の
祖
」
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
で
あ
る
が
、
突
如
と
し
て
平

安
初
期
に
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
ず
か
二
編
で
は
あ
る
が
、
先
に
引
用

し
た
『
古
事
記
』
の
物
語
を
み
て
も
、
記
紀
を
は
じ
め
と
し
た
上
代
文
献
の
構

文
的
要
素
が
、
竹
取
成
立
の
背
景
に
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
上
述
の
ご
と
く
、『
竹
取
物
語
』
前
半
に
も
二
重
会
話
、

同
語
の
反
復
と
い
っ
た
「
復
誦
形
」
が
存
在
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
た
だ
前

代
の
形
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
形
の
意
義
を
竹
取
作
者

が
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
前
半
の
例
５
、

６
、
７
で
み
た
よ
う
に
、「
説
得
力
を
強
め
る
」
と
い
う
機
能
を
生
か
し
つ
つ
、

貴
公
子
た
ち
の
求
婚
騒
動
と
い
う
前
半
の
内
容
に
聞
き
手
の
興
味
を
引
く
べ
く
、

耳
な
れ
た
「
話
の
型
」
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
地
の
文
と
会
話
文
と
の
書
き
分
け
も
、『
古
事
記
』
の
沙
本
毘
賣
物

語
と
軽
太
子
悲
恋
物
語
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
前
代
で
既
に
、
地
の
文
と
会
話

文
と
の
違
い
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
さ

ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
の
両
者
の
文
体
の
差
異
を
認
識
し
、
効
果
的
に
活
用
し

て
い
る
。
竹
取
前
半
で
は
、
対
話
者
の
一
方
が
特
定
多
数
の
問
答
体
が
多
く
、

心
情
の
吐
露
は
地
の
文
で
示
さ
れ
、
心
持
ち
が
直
に
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が

山
場
の
章
段
九
で
は
、
対
話
者
双
方
が
明
確
な
、
長
い
抒
情
体
の
会
話
が
一
気

に
出
現
し
て
、
姫
と
翁
の
心
情
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
読
む
が
わ
に
強
く

訴
え
か
け
て
く
る
。

（
二
）
さ
ら
に
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
前
半
後
半
を
通
し
て
、
地
の
文

と
会
話
文
を
い
わ
ば
融
合
さ
せ
て
、
縦
横
無
尽
に
活
用
す
る
構
成
が
多
々
見
受

け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
場
面
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
際
し
て
会
話
文
と
地
の
文

と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
心
情
の
吐
露
を
描
き
だ
す
」
構
成
（
例
８
）、
ま
た
、

「
会
話
文
に
よ
る
あ
る
出
来
事
の
暗
示
」
で
い
わ
ば
「
布
石
を
打
つ
」
構
成

（
例
１
３
、
１
４
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
の
文
と
会
話
文
の
組
み
合
わ
せ
は
、

命
令
体
の
周
到
な
配
置
に
も
み
ら
れ
る
。
天
人
の
「
宮
つ
こ
ま
ろ
、
ま
う
で
来
」

は
実
に
場
面
を
引
き
締
め
る
効
果
大
で
あ
る
。（
例
１
８
）

こ
れ
ら
の
竹
取
の
「
試
み
」
は
、
少
な
く
と
も
、
検
証
し
た
『
古
事
記
』
二

編
で
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。　

竹
取
作
者
は
、
地
の
文
と
会
話
文
と
い
ず
れ

か
に
重
き
を
お
く
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
特
徴
も
熟
知
し
た
う
え
で
融
合
さ

せ
、
内
容
に
応
じ
て
、
場
面
描
写
の
「
文
体
」
を
新
た
に
創
出
し
た
と
思
わ
れ

る
。

注
１　

廣
濱
文
雄　

１
９
８
３
・
３　
「
竹
取
物
語
の
会
話
文
」
山
辺
道
（
２

４
）
天
理
大
学
国
文
学
研
究
室　

に
よ
る
。
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注
２　

本
稿
の
『
竹
取
物
語
』
本
文
は
す
べ
て
、
阪
倉
篤
義
校
注　

１
９
５

７
・
１
０　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
９　

竹
取
物
語
』
岩
波
書
店　

に

よ
る
。

注
３　

遠
藤
嘉
基　

１
９
３
６
・
１
１　
「
竹
取
物
語
の
文
章
と
語
法
」
序
説　

―
特
に
對
話
の
文
に
つ
い
て
ー　

国
語
国
文　

六
巻
五
号

　

氏
は
、
右
の
論
文
に
お
い
て
、
対
話
の
場
合
、
こ
の
物
語
で
は
「
宣

は
く
・
・
・
宣
ふ
」「
い
は
く
・
・
・
い
ふ
」
と
い
っ
た
復
誦
形
が
多
く
、

上
代
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
後
代
の
『
落
窪
物
語
』『
源
氏

物
語
』
な
ど
と
異
な
り
、
竹
取
の
対
話
形
式
は
主
語
完
備
の
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
時
代
の
古
さ
を
表
し
、
文
章
が
稚
拙
で
表
現

力
不
足
で
あ
る
が
、
一
方
、
少
数
な
が
ら
、
主
語
省
略
形
も
み
ら
れ
る
。

特
に
、「
月
の
都
の
迎
の
段
に
は
比
較
的
省
略
形
が
多
く
用
ひ
ら
れ
て

ゐ
て
、
文
章
と
し
て
も
曲
折
を
持
つ
て
を
り
前
半
と
異
つ
た
味
ひ
が
見

ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
４　

阪
倉
篤
義　

１
９
５
９
．
１
１　
「
物
語
の
文
章
ー
会
話
文
に
よ
る
考

察
ー
」
京
大
教
養
部
「
人
文
」
第
六
集　

に
よ
る
。

注
５　

上
代
文
献
に
は
、
そ
の
外
『
風
土
記
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
も
あ

る
が
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』・『
万
葉
集
』
が
一
般
的
に
そ
の
代

表
と
さ
れ
る
。

注
６　

神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
注　

１
９
８
３
・
４　
『
日
本
古
典
全
書　

古
事
記
上
』
朝
日
新
聞
社　

お
よ
び
、
萩
原
浅
男
校
注　

１
９
７
３
・

１
１　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
１　

古
事
記
上
代
歌
謡
』「
解
説
」
小
学

館　

に
よ
る
。

注
７　

木
村
龍
司　

１
９
７
４
・
３　
「
記
紀
に
お
け
る
心
情
の
表
現
」
語
文

３
９
日
本
大
学
国
文
学
会　

な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
『
古
事
記
』
の

訓
み
下
し
文
は
す
べ
て
、
倉
野
憲
司
校
注　

１
９
９
１
・
６　
『
古
事

記
』
岩
波
書
店　

に
よ
る
。

注
８　

倉
野
憲
司
校
注　

１
９
９
１
・
６　
『
古
事
記
』
岩
波
書
店　

に
よ
る
。

注
９　

身
崎
壽　

１
９
８
７
・
２
「
文
字
と
散
文
文
学
の
成
立
」　

国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
３
２
（
２
）
に
よ
る
。

注
１
０　

注
７
に
よ
る
。

注
１
１　

萩
原
浅
男
校
注　

１
９
７
３
・
１
１　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
１
古

事
記
上
代
歌
謡
』「
解
説
」
小
学
館　

に
よ
る
。

注
１
２　

中
島
悦
次　

１
９
５
４
．
８　
「
軽
太
子
の
悲
恋
」
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
１
９
（
８
）
至
文
堂　

に
よ
る
。

注
１
３　

土
橋
寛
・
小
西
甚
一
校
注　

１
９
５
７
・
７
『
日
本
古
典
文
学
大
系

３
古
代
歌
謡
集
』「
補
注
」
岩
波
書
店　

に
よ
る
。

注
１
４　

石
田
千
尋　

２
０
０
０
・
４
「
古
代
歌
謡
と
物
語
―
『
古
事
記
』
軽

太
子
の
歌
の
場
合
―
」
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
４
５
（
５
）
学

燈
社　

に
よ
る
。

注
１
５　

土
橋
寛
・
小
西
甚
一
校
注　

１
９
５
７
・
７
『
日
本
古
典
文
学
大
系

３
古
代
歌
謡
集
』「
古
事
記
歌
謡　

頭
注
」
岩
波
書
店　

に
よ
る
。
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Conversational Style of Taketori Monogatari 
( A Characteristic of Japanese Ancient Stories ) 

KANAI, Youko

Abstract：

This paper aims to examine Significance of conversational style of Taketori Monogatari, 

especially that in the last part,the very climax , in which Kaguyahime is going home to the 

moon. Through this part,  are described  emotional dramatic scenes, between Kaguyahime 

and her adoptive father, Taketori-no-Okina.  There are almost conversational style rather 

than narrative style.

They say that Taketori Monogatari was written in the first half of Heian period. In 

those days, already, the emotional conversational style had existed. Since when that style 

had appeared?  Probably since Joodai period (before Heian period).

The paper starts from verifying various conversations and narrations in Taketori 

Monogatari. Through its former part and its last part, the ratio of conversations to narrations 

is changed. That is, in the first half, there are few conversation and many narrations from 

which the feeling of Kaguyahime can be hardly caught. On the contrary, in the last part, 

the heroine’s emotion is expressed in dramatic conversational  style.

Secondly, the paper discusses the difference between old conversational style and 

narrative style, through two stories of “Kojiki”, japanese ancient literature. It seems that, in 

“Kojiki”, the former style tends to describe realistic plot, live-action, and the latter, what 

happened in fact.

Finally, from these discussions, it can be said that  Taketori Monogatari was written , 

being aware of ancient backgrounds. That is to say, Significance  of each style, conversational 

and narrative, is kept as they are,in  Taketori Monogatari . Moreover, the author tried , it 

seems, to describe this story for maximum effect; by combining the two styles from all 

angles.




