
　
　
　

『
竹
取
物
語
』
の
会
話
文

　
　
　
　
　
　
　

 

─
「
侍
り
」
を
め
ぐ
っ
て 

─

 

関　
　
　

一　

雄　
　

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

物
語
文
学
の
会
話
文
は
、
物
語
と
い
う
芝
居
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
人
物

（
役
者
）
が
相
互
に
交
わ
し
合
う
セ
リ
フ
で
あ
り
、
語
り
手
に
よ
る
地
の
文
が

描
き
上
げ
る
人
物
の
動
き
（
演
技
）
と
情
景
（
背
景
）
と
、
そ
の
時
間
の
流
れ

の
中
で
、
セ
リ
フ
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
て
が
実
現
す
る
。『
源

氏
物
語
』
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
昔
物
語
『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』

『
う
つ
ほ
物
語
』
等
の
会
話
文
の
多
さ
も
物
語
の
始
発
の
あ
り
方
と
し
て
自
然

に
了
解
さ
れ
よ
う
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
、
昔
物
語
の
会
話
文
に
つ
い
て
、
特
に

『
竹
取
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
丁
重
語
「
侍
り
」
の
用
法
を
中
心
に
私
見
を
述
べ

る
も
の
で
あ
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
に
入
る
前
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
会
話
文
の
例
に
触
れ
て
お

く
。

「
と
し
か
げ
」
巻
と
「
藤
は
ら
の
君
」
巻
か
ら
各
一
節
を
引
用
す
る
。

　
（
引
用
本
文
は
野
口
元
大
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
⑴
』〈
校
注
古
典
叢
書
〉
に
よ
る
）

1�

か
く
て
、
と
し
か
げ
、
日
本
へ
か
へ
ら
む
と
て
、
波
斯
国
へ
渡
ぬ
。
そ
の
国

の
み
か
ど
・
后
・
ま
う
け
の
君
に
、
こ
の
こ
と
を
一
づ
ゝ
た
て
ま
つ
る
。
み

か
ど
、
お
ほ
き
に
お
ど
ろ
き
給
て
、
と
し
か
げ
を
め
す
。
ま
ゐ
れ
る
に
、
こ

と
の
よ
し
を
く
は
し
く
と
ひ
給
て
、
の
給
は
く
、「
こ
の
た
て
ま
つ
れ
る
こ

と
の
こ
ゑ
、
あ
ら
き
と
こ
ろ
あ
り
。
し
ば
し
ひ
き
な
ら
し
て
た
て
ま
つ
れ
」

と
の
給
。「
人
の
く
に
の
人
な
れ
ば
、
わ
た
り
て
ひ
さ
し
く
な
り
に
け
り
、

そ
の
ほ
ど
は
、
い
た
は
り
て
候
は
せ
ん
」
と
の
給
へ
ば
、
と
し
か
げ
申
す
、

「
日
本
に
年
八
十
歳
な
る
ち
ゝ
は
ゝ
侍
し
を
、
み
す
て
ゝ
ま
か
り
わ
た
り
に

き
。
今
は
ち
り
は
ひ
に
も
な
り
侍
に
け
ん
。
し
ろ
き
か
ば
ね
を
だ
に
み
た
ま

へ
む
と
て
な
ん
、
い
そ
ぎ
ま
か
る
べ
き
」
と
申
す
。
み
か
ど
、
あ
は
れ
が
り

給
て
、
い
と
ま
を
ゆ
る
し
つ
か
は
す
。（
と
し
か
げ　

二
三
頁
）

2�

か
く
て
、
そ
ち
の
ぬ
し
、
お
ん
な
を
め
し
て
、
φ
「
か
の
ふ
み
は
、
た
て
ま

つ
り
し
め
て
き
や
。」
φ
お
ん
な
、
φ
「
め
の
と
ご
、
い
と
よ
く
き
こ
え
申

さ
ん
、
と
の
た
う
び
て
。
御
返
は
か
な
ら
ず
あ
ら
ん
。
た
う
ば
り
て
ま
う
で

こ
む
」
と
申
す
。
ぬ
し
、
φ
「
は
や
き
た
れ
」
と
い
ふ
。
お
ん
な
、
な
が
と

が
も
と
に
い
き
て
、
φ
「
こ
の
御
返
給
は
り
に
ぞ
、
ま
う
で
き
つ
る
。」
φ

な
が
と
、
か
へ
し
給
へ
り
と
い
は
で
、
φ
「
い
づ
れ
の
よ
ば
ひ
ぶ
み
の
返
し

を
か
は
、
ひ
と
た
び
に
は
の
た
ま
は
ん
。
た
び
〳
〵
の
中
に
こ
そ
、
ひ
と
た

び
も
し
給
は
め
。」
φ
お
ん
な
、
φ
「
さ
ら
ば
、
ぬ
し
の
君
の
御
も
と
に
、

お
と
ゞ
の
御
ふ
み
を
、
こ
と
の
よ
し
き
こ
え
て
、
た
て
ま
つ
れ
給
へ
。」
φ

な
が
と
、
φ
「
い
と
よ
き
こ
と
也
」
と
て
、（
藤
は
ら
の
君　

一
三
五
頁
）

－�3�－



　

1
「
と
し
か
げ
」
巻
の
例
は
、
俊
蔭
が
日
本
へ
帰
ろ
う
と
し
て
、
波
斯
国
へ

渡
り
、
そ
の
国
の
帝
ら
へ
琴
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
帝
は
驚
い
て
俊
蔭
を
呼

び
、
琴
に
つ
い
て
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
会
話
文
で
は
、
そ
の
前
後
に

「
の
給
は
く
」「
の
給
」
と
あ
っ
て
、
帝
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
を
、
明
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
俊
蔭
が
帝
に
言
う
セ
リ
フ
に
は
、
お
な
じ
く
前
後
に
「
申
す
」

「
申
す
」
と
あ
る
。

　

次
に
2
「
藤
は
ら
の
君
」
巻
の
例
は
、
滋
野
真
菅
が
あ
て
宮
に
求
婚
し
よ
う

と
し
て
、
そ
の
乳
母
の
長
門
に
仲
介
を
頼
む
べ
く
、
お
ん
な
（
嫗
）
に
話
し
か

け
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
の
会
話
文
で
は
「
と
し
か
げ
」
巻
と
違
っ
て
、
い
き

な
り
地
の
文
か
ら
真
菅
の
セ
リ
フ
に
移
る
が
、
そ
の
中
に
「
し
め
（
し
む
）」「
き

た
れ
（
き
た
る
）」
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
訓
読
語
」
が
真
菅
特
有
の
役

柄
語
（
注
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
、
真
菅
と
嫗
、

嫗
と
長
門
の
セ
リ
フ
の
初
め
と
終
わ
り
を
示
す
語
は
無
い
（
φ
を
付
し
た
箇

所
）。

　

1
「
と
し
か
げ
」
巻
の
よ
う
な
会
話
文
の
示
し
方
を
、
か
り
に
「
と
し
か
げ

型
」、
2
「
藤
は
ら
の
君
」
巻
の
よ
う
な
「
役
柄
語
」
な
ど
で
示
す
も
の
を
「
藤

は
ら
の
君
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。『
竹
取
物
語
』
で
は
、
会
話
文
の
内
容

に
よ
っ
て
両
者
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

 

（
注�

）「
役
柄
語
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
安
物
語
の
動
画
的
表
現
と
役

柄
語
』〈
二
〇
〇
九
年
・
笠
間
書
院
〉
で
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

　
　
　

�　
『
竹
取
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
源
氏
物
語
』
等
の
地

の
文
に
は
使
わ
れ
ず
、
会
話
文
に
限
っ
て
使
わ
れ
る
語
。
会
話
主
体
が

日
常
的
に
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
用
法
（
キ
ャ
ラ
語
と
仮
称
）
と
、

普
段
は
日
常
的
に
は
用
い
な
い
主
体
が
様
々
な
緊
張
し
た
場
面
で
、
強

い
語
気･

語
調
で
、
意
図
的
に
発
す
る
用
法
と
が
あ
る
。

　
　
　

�　

前
者
は
、
主
と
し
て
身
分
の
下
位
の
者
が
、
上
位
の
聞
き
手
に
使
う

も
の
で
、
場
面
に
よ
っ
て
は
畏
ま
り
（
卑
下
謙
遜
）
に
近
い
意
味
合
い

を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
、
上
位
の
者
が
下
位
の
者
を
叱
責
す

る
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
。

　

滋
野
真
菅
の
場
合
は
、
右
の
前
者
に
当
た
る
と
し
た
い
が
、
引
用
の
場
面
で

は
真
菅
よ
り
下
位
の
嫗
に
対
し
て
使
っ
て
お
り
、
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
用
法
は
、
会
話
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
物
語
作
者
に
よ

り
考
案
さ
れ
た
表
現
技
法
で
あ
り
、
役
柄
語
の
一
用
法
と
考
え
る
。

　

真
菅
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
特
異
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
昔
物
語
の

会
話
文
に
込
め
ら
れ
た
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
ほ
に
」

の
試
解
―
」（
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
「
日
本
文
学
研
究
」
第
四
七
号
〈
二

〇
一
二
年
〉
で
詳
述
し
た
。

　
　
　
　

一　

姫
と
翁
と
の
会
話
の
「
侍
り
」

　

最
初
に
か
ぐ
や
姫
と
竹
取
の
翁
と
の
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
で
の
「
侍
り
」
を

見
る
。

�

（
引
用
本
文
は
堀
内
秀
晃
校
注
『
竹
取
物
語
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
に
よ
る
）

　

次
は
、
翁
が
姫
に
結
婚
を
勧
め
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

翁
、
か
ぐ
や
姫
に
言
ふ
や
う
、

　
　

�「
我
子
の
仏
、
変
化
の
人
と
申
な
が
ら
、
こ
ゝ
ら
大
き
さ
ま
で
や
し
な
ひ

た
て
ま
つ
る
心
ざ
し
、
を
ろ
か
な
ら
ず
。
翁
の
申
さ
ん
事
は
聞
き
給
て
む

や
」

　

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
φ
、

　
　

�「
な
に
事
を
か
、
の
た
ま
は
ん
事
は
、
う
け
た
ま
は
ら
ざ
ら
む
。
変
化
の

物
に
侍
け
ん
身
と
も
知
ら
ず
、
親
と
こ
そ
思
た
て
ま
つ
れ
」
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と
言
ふ
。
翁
φ
、

　
　

�「
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ふ
物
か
な
」
と
言
ふ
。
φ
「
翁
、
年
七
十
に
あ
ま

り
ぬ
。
今
日
と
も
明
日
と
も
知
ら
ず
。
こ
の
世
の
人
は
、
お
と
こ
は
女
に

婚
ふ
こ
と
を
す
、
女
は
男
に
婚
ふ
事
を
す
。
そ
の
の
ち
な
む
、
門
ひ
ろ
く

な
り
侍
る
。
い
か
で
か
、
さ
る
こ
と
な
く
て
は
お
は
せ
ん
」
φ

�

（
貴
公
子
た
ち
の
求
婚　

七
～
八
頁
）

　

右
で
は
、
翁
の
最
初
の
セ
リ
フ
は
「
と
し
か
げ
型
」
で
示
さ
れ
、
姫
の
セ
リ

フ
は
「
藤
は
ら
の
君
型
」
と
「
と
し
か
げ
型
」、
続
く
二
つ
の
翁
の
セ
リ
フ
は

「
藤
は
ら
の
君
型
」
が
勝
る
と
い
う
示
さ
れ
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
場
面
は
、

前
掲
の
翁
の
結
婚
の
勧
め
に
対
し
、
姫
の
セ
リ
フ
は
、
先
ず
、

　

か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、

　
　
「
な
む
で
う
、
さ
る
こ
と
か
し
侍
ら
ん
」

　

と
言
へ
ば
、（
貴
公
子
た
ち
の
求
婚　

八
頁
）

と
「
と
し
か
げ
型
」
で
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
結
婚
を
拒
否

す
る
短
い
セ
リ
フ
の
中
に
「
侍
ら
（
侍
り
）」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

姫
は
丁
重
に
断
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
翁
は
、
執
拗
に
結
婚
を
勧
め

る
。

　
　

�「
変
化
の
人
と
い
ふ
と
も
、
女
の
身
持
ち
給
へ
り
、
翁
の
あ
ら
む
か
ぎ
り

は
、
か
う
て
い
ま
す
か
り
な
む
か
し
。
こ
の
人
ゝ
の
、
年
月
を
へ
て
、
か

う
の
み
い
ま
し
つ
ゝ
の
た
ま
ふ
こ
と
を
、
思
ひ
さ
だ
め
て
、
一
人
一
人
に

婚
ひ
た
て
ま
つ
り
給
ね
」

　

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
い
は
く
、

　
　

＊�

「
よ
く
も
あ
ら
ぬ
か
た
ち
を
、
深
き
心
も
知
ら
で
、
あ
だ
心
つ
き
な
ば
、

後
く
や
し
き
事
も
あ
る
べ
き
を
と
、
思
ふ
ば
か
り
也
。
世
の
か
し
こ
き

人
な
り
と
も
、
深
き
こ
こ
ろ
ざ
し
を
知
ら
で
は
、
婚
ひ
が
た
し
と
思
」

　

と
言
ふ
。（
貴
公
子
た
ち
の
求
婚　

八
～
九
頁
）

姫
の
比
較
的
長
い
セ
リ
フ
＊
は
「
と
し
か
げ
型
」
で
示
さ
れ
、「
侍
り
」
は
使

わ
れ
な
い
。
翁
の
執
拗
な
結
婚
の
強
要
に
反
発
し
て
い
る
姫
の
口
調
が
、
こ
の

よ
う
に
「
と
し
か
げ
型
」
に
よ
る
会
話
文
を
明
示
す
る
表
現
技
法
に
よ
っ
て
表

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
前
の
姫
の
セ
リ
フ
は
、
翁
の
結
婚
の
要
求

に
我
慢
し
な
が
ら
も
、
丁
重
に
「
侍
り
」
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
執

拗
に
迫
ら
れ
て
「
侍
り
」
を
用
い
な
い
無
敬
語
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
は
物
語
の
終
わ
り
に
近
く
、
七
月
十
五
日
の
月
に
眺
め
入
る
姫
を
気
づ

か
っ
て
声
を
掛
け
た
翁
に
応
え
る
姫
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

　
　

か
ぐ
や
姫
φ
、

　
　
　

�「
見
れ
ば
、
世
間
心
ぼ
そ
く
あ
は
れ
に
侍
る
。
な
で
う
、
物
を
か
嘆
き

侍
べ
き
」

　
　

と
言
ふ
。（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

六
一
頁
）

翁
の
心
配
を
気
遣
っ
て
、
丁
重
な
口
調
で
応
じ
て
い
る
。
し
か
し
八
月
十
五
日

に
な
る
と
、
姫
の
嘆
き
は
隠
し
よ
う
も
な
く
な
り
、
ひ
ど
く
泣
き
じ
ゃ
く
る
。

翁
と
嫗
が
尋
ね
か
け
る
の
に
対
し
、
姫
の
告
白
が
な
さ
れ
る
場
面
と
な
る
。

　
　

か
ぐ
や
姫
、
泣
く
〳
〵
言
ふ
、

　
　
　

�「（
前
略
）
い
ま
ま
で
過
ご
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
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
、

月
の
都
の
人
な
り
。（
中
略
）
さ
ら
ず
ま
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
お
ぼ
し
嘆

か
ん
が
悲
し
き
こ
と
を
、
こ
の
春
よ
り
思
ひ
嘆
き
侍
る
也
」

　
　

と
言
ひ
て
、（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

六
二
～
六
三
頁
）

　

右
の
よ
う
に
、
両
親
が
心
配
す
る
の
に
対
し
て
、
丁
重
な
表
現
で
応
じ
て
い

る
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
月
よ
り
の
迎
え
が
来
る
直
前
に
な
っ
て
、
姫
は
翁
と
の
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別
れ
を
悲
し
み
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
翁
嫗
の
老
後
を
案
じ
た
真
情

の
こ
も
っ
た
セ
リ
フ
を
、
ど
こ
ま
で
も
丁
重
に
話
す
。
前
掲
の
例
と
同
じ
く
、

「
侍
り
」
の
多
用
と
、
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
「
と
し
か
げ
型
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　

か
ぐ
や
姫
、
い
は
く
、

　
　
　

�「（
前
略
）
い
ま
す
が
り
つ
る
心
ざ
し
ど
も
を
、
思
ひ
も
知
ら
で
、
ま
か

り
な
む
ず
る
事
の
、
口
お
し
う
侍
け
り
。
な
が
き
契
の
な
か
り
け
れ

ば
、「
程
な
く
ま
か
り
ぬ
べ
き
な
め
り
」
と
思
ふ
が
、
か
な
し
く
侍
る

也
。（
中
略
）
今
年
ば
か
り
の
暇
を
申
つ
れ
ど
、
さ
ら
に
許
さ
れ
ぬ
よ
り

て
な
む
、
か
く
思
ひ
嘆
き
侍
る
。
御
心
を
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ

と
の
、
か
な
し
く
、
た
へ
が
た
く
侍
る
也
。
か
の
都
の
人
は
、
い
と
け

う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
ん
。
思
ふ
こ
と
も
な
く
侍
る
也
。
さ
る
所
へ

ま
か
ら
む
ず
る
も
、
い
み
じ
く
も
侍
ら
ず
。
老
い
お
と
ろ
へ
給
へ
る
さ

ま
を
、
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
、
恋
し
か
ら
め
」

　
　

と
言
ひ
て
、（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

六
八
頁
）

　

さ
ら
に
月
へ
帰
っ
て
行
く
姫
に
、
翁
が
自
分
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
、
と
泣

い
て
縋
る
の
に
対
し
て
、
姫
は
惑
乱
し
な
が
ら
も
、
丁
重
な
手
紙
を
書
き
残
す

場
面
が
、
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

　
　
　
「
文
を
書
き
を
き
て
ま
か
ら
む
。（
後
略
）」

　
　

と
て
、
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は
、

　
　
　

�

此
国
に
生
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
ま
で
侍

ら
で
、
す
ぎ
別
ぬ
る
事
、
返
ゝ
本
意
な
く
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。（
後
略
）

　
　

と
書
を
く
。（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

七
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
姫
は
、
ま
れ
に
翁
に
強
い
口
調
で
迫
る
無
敬
語
表
現
で
応
え

る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
養
父
母
に
対
し
て
極
め
て
丁
重
に
接
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
セ
リ
フ
は
、
主
に
「
と
し
か
げ
型
」
で
明
示
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　

二　

姫
か
ら
帝
へ
の
「
侍
り
」

　

こ
の
節
で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
に
対
し
て
用
い
た
「
侍
り
」
を
見
る
。

　
　
（
帝
ハ
）
類
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
給
て
φ
、

　
　
　
「
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
国
に
生
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
つ
か
ひ
給
は
め
、
い
と

い
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
侍
ら
ん
」

　
　

と
奏
す
。
御
門
φ
、

　
　
　
「
な
ど
か
、
さ
あ
ら
ん
。
猶
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
」

　
　

�

と
て
、
御
輿
を
寄
せ
給
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。「
は

か
な
く
、
口
お
し
」
と
お
ぼ
し
て
、「
げ
に
、
た
ゞ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け

り
」
と
お
ぼ
し
て
φ
、

　
　
　

�「
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
帰
な
む
」

　
　

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、（
帝
の
求
婚　

五
七
頁
）

　

右
の
場
面
で
の
姫
の
帝
へ
の
セ
リ
フ
は
、
さ
す
が
に
丁
重
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
帝
の
セ
リ
フ
中
の
「
お
は
し
ま
さ
（
お
は
し
ま
す
）」
は
、
自
身
の
動
作

に
言
っ
て
お
り
、「
自
敬
表
現
（
自
己
尊
敬
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
セ
リ
フ
で
は

「
自
敬
表
現
」
で
あ
る
が
、
次
の
セ
リ
フ
で
は
「
い
て
行
か
じ
」
と
、
対
等
の

表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
帝
の
姫
へ
の
気
持
ち
の
変
化
が
こ
の
言
葉

に
続
く
「
御
か
た
ち
と
な
り
給
ひ
ね
」
と
い
う
姫
を
尊
敬
す
る
表
現
と
な
っ
て
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い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
な
帝
の
姫
に
対
す
る
自
敬
表
現
か
ら
対
等
表
現
へ
、
さ
ら
に
尊
敬

表
現
へ
の
セ
リ
フ
の
変
化
に
、
頑
な
で
あ
っ
た
姫
も
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
後
の
場
面
に
は
、

　
　

�

御
返
り
、
さ
す
が
に
憎
か
ら
ず
聞
こ
え
か
は
し
給
て
、
お
も
し
ろ
く
、
木

草
に
つ
け
て
も
、
御
歌
を
よ
み
て
遣
す
。（
帝
の
求
婚　

五
七
頁
）

と
、
二
人
の
熱
愛
と
も
見
ら
れ
る
描
写
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
別
れ
の
最
後
に
、
帝
（
朝
廷
）
に
残
す
手
紙
は
、
セ
リ
フ
と
同
じ
丁

重
な
文
言
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

い
み
じ
く
し
づ
か
に
、
朝
廷
に
御
文
た
て
ま
つ
り
給
。
あ
は
て
ぬ
さ
ま
也
。

　
　
　

�（
前
略
）
宮
仕
へ
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
き

身
に
て
侍
れ
ば
。
心
え
ず
お
ぼ
し
め
さ
れ
つ
ら
め
ど
も
、
心
強
く
、
う

け
た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
事
、
な
め
げ
な
る
物
に
お
ぼ
し
め
し
と
ゞ
め

ら
れ
ぬ
る
な
ん
、
心
に
と
ゞ
ま
り
侍
ぬ
る
。

　
　

と
て
、（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

七
三
～
七
四
頁
）

　
　
　
　

三　

王
慶
・
家
来
・
侍
女
ら
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
「
侍
り
」

　
　
　

�

火
鼠
の
皮
衣
、
か
ら
う
じ
て
人
を
出
だ
し
て
求
め
て
奉
る
。
い
ま
の
世

に
も
昔
の
世
に
も
、
此
皮
は
、
た
は
や
す
く
な
き
物
也
け
り
。
昔
、
か

し
こ
き
天
竺
の
聖
、
こ
の
国
に
持
て
わ
た
り
て
侍
け
る
、
西
の
山
寺
に

あ
り
と
聞
き
を
よ
び
て
、
朝
廷
に
申
て
、
か
ら
う
じ
て
買
ひ
と
り
て
、

奉
る
。
値
い
の
金
す
く
な
し
と
、
国
司
、
使
に
申
し
か
ば
、
王
慶
が
物

加
へ
て
、
買
ひ
た
り
。
い
ま
金
五
十
両
賜
は
る
べ
し
。（
後
略
）

�

（
火
鼠
の
皮
衣　

二
七
頁
）

　

右
の
手
紙
は
、
王
慶
か
ら
右
大
臣
に
送
ら
れ
た
二
通
目
の
も
の
で
あ
る
。
追

加
金
を
催
促
す
る
の
に
、
最
初
の
手
紙
で
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
「
侍
り
」
を
用

い
て
い
る
。「
か
ら
う
じ
て
」
を
繰
り
返
す
一
方
、
丁
重
な
表
現
で
催
促
す
る

商
人
の
し
た
た
か
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

次
の
例
は
、
家
来
・
侍
女
ら
が
主
人
に
申
し
上
げ
る
セ
リ
フ
で
使
わ
れ
た

「
侍
り
」
で
あ
る
。

　
　

又
、
人
の
申
や
う
は
、

　
　
　

�「
大
炊
寮
の
飯
炊
く
屋
の
棟
に
、
つ
く
の
あ
な
ご
と
に
、
燕
は
巣
を
食

ひ
侍
る
。
そ
れ
に
、
ま
め
な
ら
む
を
の
こ
ど
も
を
い
て
ま
か
り
て
、
あ

ぐ
ら
を
結
ひ
あ
げ
て
、
う
か
ゞ
は
せ
ん
に
、（
後
略
）」
と
申
。

�

（
燕
の
子
安
貝　

四
三
頁
）

　
　

倉
津
麻
呂
が
、
申
や
う
、

　
　
　

�「（
前
略
）
あ
な
ゝ
い
に
お
ど
ろ
〳
〵
し
く
廿
人
の
人
の
上
り
て
侍
れ
ば
、

あ
れ
て
、
寄
り
ま
う
で
来
ず
。（
後
略
）」

　
　

と
申
。（
燕
の
子
安
貝　

四
四
頁
）

　
　

近
く
使
は
る
ゝ
人
ゝ
、
竹
取
の
翁
に
告
げ
て
い
は
く
、

　
　
　

�「
か
ぐ
や
姫
の
、
例
も
月
を
あ
は
れ
が
り
給
へ
ど
も
、
こ
の
ご
ろ
と
な

り
て
は
、
た
ゞ
こ
と
に
も
侍
ら
ざ
め
り
。
い
み
じ
く
お
ぼ
し
嘆
く
事
あ

る
べ
し
。（
後
略
）」

　
　

と
言
ふ
を
聞
き
て
、（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

六
〇
頁
）

　
　

守
る
人
〳
〵
の
い
は
く
、

　
　
　

�「
か
ば
か
り
し
て
守
る
所
に
、
は
り
一
つ
だ
に
あ
ら
ば
、
ま
づ
射
こ
ろ

し
て
、
ほ
か
に
さ
ら
ん
と
思
ひ
侍
る
」

　
　

と
言
ふ
。（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

六
六
頁
）

　

右
の
よ
う
な
「
侍
り
」
は
、
当
時
の
身
分
の
絶
対
的
な
格
差
を
反
映
し
た
基

本
的
な
用
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
竹
取
の
翁
に
侍
女
と
お
ぼ
し
き
「
人
ゝ
」
が

－�7�－



言
う
セ
リ
フ
と
帝
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
「
守
る
人
〳
〵
」
が
翁
に
言
う
セ
リ
フ
は

「
と
し
か
げ
型
」
の
「
い
は
く
～
言
ふ
」
で
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
前
の
倉

津
麻
呂
か
ら
中
納
言
へ
の
「
申
す
」
で
示
さ
れ
る
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
聞
き
手
の
翁
の
身
分
が
低
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
の
例
も
、
身
分
の
高
く
な
い
「
あ
る
人
」
が
、
帝
に
申
し
上
げ
た
こ
と
を

明
示
す
る
「
奏
す
～
奏
す
」
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
加
え
て
お
く
。

　
　

あ
る
人
、
奏
す
、

　
　
　

�「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
ん
、
こ
の
都
も
近
く
、
天
も
近
く
侍
る
」

　
　

と
奏
す
。（
富
士
の
煙　

七
六
頁
）

　
　
　
　

四　

�

嫗
・
翁
か
ら
内
侍
・
帝
へ
の
「
侍
り
」・
帝
の
自
敬
表
現
と
し

て
の
「
侍
り
」

　

本
節
で
取
り
上
げ
る
「
侍
り
」
は
、
丁
重
表
現
の
も
の
と
、
自
敬
表
現
（
自

己
尊
敬
）
と
し
て
の
用
法
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

女
に
、
内
侍
の
た
ま
ふ
、

　
　
　

�「
仰
せ
ご
と
に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
ち
、
優
に
お
は
す
也
、
よ
く
見
て

ま
い
る
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
せ
る
に
な
む
、
ま
い
り
つ
る
」

　
　

と
言
へ
ば
、

　
　
　
「
さ
ら
ば
、
か
く
申
侍
ら
ん
」

　
　

と
言
ひ
て
、
入
ぬ
。（
帝
の
求
婚　

五
〇
頁
）

　
　

女
、
内
侍
の
も
と
に
還
り
出
て
φ
、

　
　
　

�「
口
お
し
く
、
こ
の
お
さ
な
き
者
は
、
こ
は
く
侍
る
者
に
て
、
対
面
す

ま
じ
き
」

　
　

と
申
。（
帝
の
求
婚　

五
二
頁
）

　

右
の
女
（
嫗
）
の
セ
リ
フ
の
前
者
の
「
侍
ら
（
侍
り
）」
は
、
女
自
身
の
動

作
を
謙
譲
す
る
表
現
で
あ
り
、
後
者
の
「
侍
る
（
侍
り
）」
は
姫
の
動
作
（
状
態
）

「
こ
は
く
（
こ
は
し
）」
の
謙
譲
表
現
で
あ
る
。
後
者
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
翁

と
嫗
は
自
邸
で
は
姫
に
向
か
っ
て
は
尊
敬
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
姫

は
身
内
で
あ
り
、
内
侍
の
背
後
に
あ
る
帝
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
、
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
次
も
、
翁
が
姫
を
身
内
と
し
て
、
帝
に
対
し
て
言
う
セ
リ
フ

で
あ
る
。

　
　

翁
（
中
略
）
ま
い
り
て
申
や
う
、

　
　
　

�「（
前
略
）
宮
つ
こ
麻
呂
が
手
に
産
ま
せ
た
る
子
に
も
あ
ら
ず
。
む
か
し
、

山
に
て
見
つ
け
た
る
。
か
ゝ
れ
ば
、
心
ば
せ
も
、
世
の
人
に
似
ず
侍
」

　
　

と
奏
せ
さ
す
。（
帝
の
求
婚　

五
六
頁
）

　

こ
こ
ま
で
に
引
用
し
た
「
侍
り
」
は
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
丁
重
語
と
し
て

の
用
法
で
説
明
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、

　
　

御
門
（
中
略
）
仰
せ
給
、

　
　
　

�「
汝
が
持
ち
て
侍
る
か
ぐ
や
姫
、
た
て
ま
つ
れ
。
顔
か
た
ち
よ
し
と
聞

こ
し
め
し
て
、
御
使
を
賜
び
し
か
ど
、
か
ひ
な
く
、
見
え
ず
成
り
に
け

り
。
か
く
た
い
〴
〵
し
く
や
は
慣
ら
は
す
べ
き
」

　
　

と
仰
せ
ら
る
。
翁
、
か
し
こ
ま
り
て
、
御
返
事
申
や
う
、

　
　
　

�「
此
女
の
童
は
、
た
へ
て
宮
仕
へ
つ
か
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
侍
る

を
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
侍
る
。
さ
り
と
も
、
ま
か
り
て
、
仰
せ
事
賜
は

ん
」

　
　

と
奏
す
。（
帝
の
求
婚　

五
三
頁
）

　

右
の
前
者
、
帝
の
セ
リ
フ
の
「
侍
り
」
は
、
同
じ
セ
リ
フ
中
の
「
た
て
ま
つ

れ
（
た
て
ま
つ
る
）」「
聞
こ
し
め
し
（
聞
こ
し
め
す
）」「
賜
び
（
賜
ぶ
）」
と

同
じ
く
、
二
節
で
述
べ
た
「
自
敬
表
現
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
敬
表

現
を
認
め
な
い
説
は
、
こ
こ
を
侍
臣
の
取
り
次
ぐ
表
現
、
あ
る
い
は
、
語
り
手
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の
帝
へ
の
敬
意
の
表
現
な
ど
と
す
る
。
し
か
し
、
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
至

尊
と
し
て
の
帝
が
自
ら
を
尊
敬
す
る
表
現
か
ら
、
対
等
表
現
に
、
さ
ら
に
は
姫

を
尊
敬
す
る
表
現
に
移
っ
て
い
く
過
程
を
見
事
に
セ
リ
フ
で
表
し
て
い
る
と
す

る
私
見
は
、
こ
れ
に
従
え
な
い
。
後
者
の
翁
の
「
侍
り
」
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ

た
丁
重
な
表
現
で
の
用
法
で
あ
る
。

　

次
の
二
例
も
「
宮
つ
こ
麻
呂
」（
翁
）
の
セ
リ
フ
の
「
侍
り
」
も
同
じ
も
の

で
あ
る
。

　
　

宮
つ
こ
麻
呂
が
、
申
や
う
、

　
　
　

�「
い
と
よ
き
事
也
。
な
に
か
、
心
も
な
く
て
侍
ら
ん
に
、
ふ
と
行
幸
し

て
御
覧
ぜ
む
、
御
覧
ぜ
ら
れ
な
む
」

　
　

と
奏
す
れ
ば
、（
帝
の
求
婚　

五
六
頁
）

　
　

翁
、
答
へ
て
申
、

　
　
　

�「
か
ぐ
や
姫
を
や
し
な
ひ
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
廿
余
年
に
成
ぬ
。「
片

時
」
と
の
給
に
、
あ
や
し
く
成
侍
ぬ
。（
後
略
）」
と
言
ふ
。

�

（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天　

七
〇
頁
）

前
者
は
翁
か
ら
帝
へ
、
後
者
は
翁
か
ら
月
の
王
へ
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

　
　
　
　

五　

大
納
言
・
中
納
言
の
自
敬
表
現
と
絶
対
敬
語
の
考
え
方

　
　

�

大
伴
の
御
行
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
、

　
　
　

�「
竜
の
頸
に
、
五
色
に
光
る
玉
あ
な
り
。
そ
れ
取
り
て
奉
り
た
ら
む
人

に
は
、
願
は
ん
こ
と
を
か
な
へ
ん
」

　
　

と
の
た
ま
ふ
。（
竜
の
頸
の
玉　

三
二
頁
）

　
　

大
納
言
の
、
の
給
。

　
　
　

�「
天
の
使
と
い
は
ん
も
の
は
、
命
を
捨
て
て
も
、
を
の
が
君
の
仰
ご
と

を
ば
か
な
へ
ん
と
こ
そ
思
ふ
べ
け
れ
。（
中
略
）
い
か
に
思
ひ
て
か
、
き

ん
じ
ら
、
難
き
も
の
と
申
す
べ
き
」
φ
（
竜
の
頸
の
玉　

三
三
頁
）

　

右
の
大
納
言
の
二
つ
の
セ
リ
フ
で
、「
わ
が
家
に
あ
り
と
あ
る
人
」（
家
来
）

の
動
作
に
「
奉
り
（
奉
る
）」「
申
す
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
話
に

続
く
中
納
言
も
同
じ
で
あ
る
。

　
　

中
納
言
よ
ろ
こ
び
給
て
、
φ

　
　
　

�「
お
か
し
き
事
に
も
あ
る
か
な
。
も
つ
と
も
え
知
ら
ざ
り
つ
る
、
興
あ

る
こ
と
申
た
り
」

　
　

と
の
給
て
、（
燕
の
子
安
貝　

四
二
頁
）

　
　
（
中
納
言
ニ
）
倉
津
麻
呂
か
く
申
を
、
い
と
い
た
く
喜
び
て
、
の
た
ま
ふ
。

　
　
　

�「
こ
ゝ
に
使
は
る
ゝ
人
に
も
な
き
に
、
願
ひ
を
か
な
ふ
る
こ
と
の
う
れ

し
さ
」

　
　

と
の
給
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
給
つ
。

　
　
　
「
さ
ら
に
、
夜
さ
り
、
こ
の
寮
に
ま
う
で
来
」

　
　

と
の
賜
て
、
つ
か
は
し
つ
。（
燕
の
子
安
貝　

四
五
～
四
六
頁
）

　

中
納
言
が
、
家
来
や
倉
津
麻
呂
の
動
作
に
「
申
（
申
す
）」「
ま
う
で
（
ま
う

づ
）」
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
身
分
の
上
位
の
者
が
下
位
の
者
の
動
作

を
謙
譲
さ
せ
、
自
ら
を
尊
敬
す
る
用
法
で
あ
る
か
ら
、
自
敬
表
現
と
認
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
管
見
に
入
っ
た
こ
の
物
語
の
注
釈
書
で
は
、
西
田
直
敏
氏
の
言

う
「
天
皇
語
」（
注
）
に
つ
い
て
の
み
自
敬
表
現
を
認
め
て
い
る
が
、
前
節
の
帝

（
天
皇
）
の
セ
リ
フ
中
の
「
侍
り
」「
た
て
ま
つ
る
」
の
用
法
を
合
わ
せ
見
れ
ば
、

こ
れ
も
自
敬
表
現
と
説
明
し
て
支
障
は
な
い
。

　

こ
こ
で
、
大
納
言
の
次
の
セ
リ
フ
に
注
目
し
た
い
。

　
　

大
納
言
、
起
き
居
て
の
た
ま
は
く
、

　
　
　

�「
汝
ら
、
よ
く
持
て
こ
ず
な
り
ぬ
。
竜
は
、
鳴
る
神
の
類
に
こ
そ
あ
り

－�9�－



け
れ
。（
後
略
）」

　
　

と
て
、（
竜
の
頸
の
玉　

四
〇
頁
）

　

大
納
言
が
初
め
の
セ
リ
フ
で
は
自
敬
表
現
を
用
い
て
、
家
来
た
ち
に
竜
の
頸

の
玉
を
「
取
り
て
奉
り
た
ら
む
」
と
命
じ
た
の
に
比
べ
る
と
、
自
ら
が
船
に
乗

り
、
遭
難
し
そ
う
に
な
っ
て
命
か
ら
が
ら
浜
に
た
ど
り
着
い
た
場
面
で
、
見
舞

い
に
参
上
し
た
家
来
た
ち
に
言
っ
た
セ
リ
フ
で
は
、「
持
て
こ
ず
な
り
ぬ
」
で

あ
っ
て
、「
持
て
参
ら
ず
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
家
来
た
ち
が
「
竜
の
頸
の

玉
は
、
い
か
ゞ
取
ら
む
」
と
言
っ
た
こ
と
の
道
理
を
身
を
も
っ
て
知
り
、
反
省

と
後
悔
の
気
持
ち
が
対
等
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
も
二

節
で
、
帝
が
姫
を
「
た
ゞ
人
」
で
は
な
い
と
知
っ
た
後
は
、「
い
て
行
か
じ
」「
御

か
た
ち
に
な
り
給
ひ
ね
」
と
対
等
表
現
・
尊
敬
表
現
に
な
っ
た
の
と
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。

　
　

 

（
注�

）
西
田
直
敏
『
敬
語 

国
語
学
叢
書
⑬
』（
一
九
八
七
年
）・『「
自
敬
表
現
」

の
歴
史
的
研
究
』（
一
九
九
五
年
）・『
日
本
人
の
敬
語
生
活
史
』（
一

九
九
八
年
）
等
を
参
照
。

　
　
　
　

六　

ま
と
め
―
存
疑
の
用
例
に
触
れ
て
―

　
　

御
子
、
の
た
ま
は
く
、

　
　
　

�「
命
を
捨
て
て
、
か
の
玉
の
枝
を
持
ち
て
、
来
た
る
」
と
て
、「
か
ぐ
や

姫
に
、
見
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
」

　
　

と
言
へ
ば
、
翁
、
持
ち
て
入
り
た
り
。（
蓬
萊
の
玉
の
枝　

一
七
頁
）

　

右
の
例
、
引
用
本
文
の
校
注
者
は
、
と
て
を
地
の
文
と
し
て
、
二
つ
の
会
話

文
と
み
る
が
、
後
の
会
話
主
体
に
つ
い
て
脚
注
は
付
さ
な
い
。
こ
の
セ
リ
フ

は
、
翁
を
聞
き
手
に
な
さ
れ
て
た
も
の
で
あ
り
、
御
子
（
く
ら
も
ち
の
皇
子
）

の
セ
リ
フ
と
す
る
と
、
謙
譲
語
「〈
見
せ
〉
た
て
ま
つ
り
（
た
て
ま
つ
る
）」
と

尊
敬
語
「
給
へ
（
給
ふ
）」
と
も
不
自
然
で
あ
る
上
に
、
地
の
文
の
「
言
へ
（
言

ふ
）」
も
「
の
た
ま
へ
（
の
た
ま
ふ
）」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
家
来

の
セ
リ
フ
と
考
え
た
い
が
、
そ
う
と
し
て
も
不
自
然
さ
は
残
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
　

�「（
中
略
）
の
給
し
に
た
が
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
お
り
て
ま
う
で
き

た
る
な
り
。（
後
略
）」（
蓬
萊
の
玉
の
枝　

二
一
頁
）

　
　

こ
れ
を
御
子
聞
て
、
φ

　
　
　
「
こ
ゝ
ら
の
日
ご
ろ
思
ひ
わ
び
侍
る
心
は
、
今
日
な
ん
落
ち
ゐ
ぬ
る
」

　
　

と
の
た
ま
ひ
て
、（
蓬
萊
の
玉
の
枝　

二
二
頁
）

　

こ
の
二
つ
は
御
子
の
セ
リ
フ
で
、
前
者
は
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
玉
の
枝
を
採

る
た
め
に
遥
々
と
蓬
萊
の
山
ま
で
海
路
の
旅
を
し
た
と
偽
る
長
話
の
一
節
で
あ

る
。「
の
給
（
の
給
ふ
）」
は
か
ぐ
や
姫
へ
の
尊
敬
語
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は

不
自
然
で
あ
る
上
、
御
子
自
身
を
謙
譲
し
た
「
ま
う
で
（
ま
う
づ
）」
も
同
じ

く
不
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
者
の
セ
リ
フ
「
侍
る
」
も
翁
を
聞
き
手
に
用

い
る
の
は
皇
子
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
姫
に
対
し
て
「
の

た
ま
ふ
」
を
用
い
た
例
は
、

　
　

御
子
た
ち
、
上
達
部
、
聞
き
て
、
φ

　
　
　

�「
お
い
ら
か
に
、「
あ
た
り
よ
り
だ
に
、
な
あ
り
き
そ
」
と
や
は
の
た
ま

は
ぬ
」

　
　

と
言
ひ
て
、
う
ん
じ
て
、
み
な
か
へ
り
ぬ
。

�

（
貴
公
子
た
ち
の
求
婚　

一
二　

一
三
頁
）

　
　

か
ぐ
や
姫
の
た
ま
ふ
様
に
た
が
は
ず
、
つ
く
り
出
で
つ
。

�

（
蓬
萊
の
玉
の
枝　

一
五
頁
）

の
よ
う
に
、
前
者
は
セ
リ
フ
、
後
者
は
地
の
文
に
表
れ
る
。
前
掲
の
く
ら
も
ち

の
皇
子
の
セ
リ
フ
の
例
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
皇
子
の
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
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熱
愛
の
表
現
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
く
も
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
絶
対

敬
語
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
敬
語
表
現
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か

し
、
二
節
と
四
節
で
述
べ
た
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
帝
の
自
敬
表
現
か
ら
対
等
表

現
へ
の
変
化
、
更
に
は
姫
へ
の
尊
敬
表
現
な
ど
、
加
え
て
大
納
言
の
家
来
に
向

か
っ
て
言
う
敬
語
の
変
化
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
存
疑
の
例
を
物
語
作
者
の
間

違
い
か
、
転
写
の
際
の
誤
り
と
も
断
定
し
て
し
ま
い
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
に
見
ら
れ
る
敬
語
の
表
現
は
、
絶
対
敬
語
か
ら

相
対
敬
語
に
移
行
し
て
い
く
過
程
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、「
絶
対
敬
語
」

を
支
え
る
事
象
を
疑
う
福
島
直
恭
氏
（
注
）
の
通
説
に
対
す
る
批
判
的
考
察
も

考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
　

 

（
注�

）
福
島
直
恭
『
幻
想
の
敬
語
論
―
進
歩
史
観
的
敬
語
史
に
関
す
る
批

判
的
研
究
』（
二
〇
一
三
年
）。
こ
の
書
の
主
張
を
端
的
に
要
約
す

れ
ば
、「
自
敬
表
現
の
存
在
が
絶
対
敬
語
の
時
代
が
あ
っ
た
と
す
る

通
説
（
進
歩
史
観
的
敬
語
史
）
の
証
左
と
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
も

の
で
、
右
に
挙
げ
た
存
疑
の
例
な
ど
も
福
島
説
に
よ
っ
た
方
が
解
決

に
導
か
れ
や
す
い
よ
う
に
思
う
。
勿
論
、『
竹
取
物
語
』
の
み
か
ら
、

福
島
説
の
適
否
を
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
書
か
ら
研
究

者
は
通
説
に
対
し
、
常
に
批
判
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
、
改
め
て
教

え
ら
れ
た
。

　

本
稿
は
、
主
に
か
ぐ
や
姫
が
竹
取
の
翁
を
聞
き
手
と
し
て
言
う
セ
リ
フ
が
、

翁
に
対
す
る
姫
の
気
持
ち
の
変
化
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
す
る
視
点
か

ら
、「
侍
り
」
の
使
わ
れ
る
セ
リ
フ
と
使
わ
れ
な
い
セ
リ
フ
を
対
比
検
討
し
て

き
た
。
結
論
と
し
て
養
父
で
あ
る
翁
と
、
娘
で
あ
る
姫
と
の
間
で
は
相
対
敬
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
。
一
方
、
姫
が
帝
を
聞
き
手
と
し
て
言
う
セ
リ

フ
で
は
、
必
ず
「
侍
り
」
が
使
わ
れ
、
通
説
に
従
え
ば
、
絶
対
敬
語
の
用
法
と

な
る
。
更
に
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
の
中
で
セ
リ
フ
部
分
を
明
示
す
る
「
と
し
か

げ
型
」
が
有
効
な
表
現
技
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
合

わ
せ
論
じ
た
。

　

参�

照
注
釈
書
：
坂
倉
篤
義
『
竹
取
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
一
九
五
七
年

／
松
尾
聰
『
校
注
竹
取
物
語
』
一
九
六
八
年
／
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全

訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
一
九
七
八
年
／
野
口
元
大
『
竹
取
物
語
』（
新
潮
日

本
古
典
集
成
）一
九
七
九
年
／
片
桐
洋
一
『
竹
取
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

一
九
九
四
年
／
堀
内
秀
晃
『
竹
取
物
語
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
一
九
九
七

年
／
上
原･

安
藤･

外
山
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
』
二
〇
一
二
年
／
大

井
田
晴
彦
『
竹
取
物
語 

現
代
語
訳
対
照
』
二
〇
一
二
年

�

（
せ
き
・
か
ず
お
）
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