
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

廣

田

收

は
じ
め
に

前
々
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
︑
確
か
な
見
通
し
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
︑
少
し
ば
か
り
今
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
で
御
許
し
を
い
た
だ

き
た
い
︒
論
考
は
本
来
︑
仮
説
の
提
示
と
論
証
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
が
︑

い
く
ら
か
思
い
付
き
を
た
だ
並
べ
て
︑
今
後
の
検
討
の
方
向
性
に
つ
い
て
︑
予

測
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
ば
か
り
で
あ
る
︒

さ
て
︑
周
知
の
と
お
り
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
現
存
伝
本
の
う
ち
︑
流
布
本
系
統

の
最
善
本
は
武
藤
本
︵
現
在
︑
天
理
図
書
館
蔵
︶
で
あ
り
︑
こ
れ
を
底
本
と
し

て
校
訂
さ
れ
た
旧
大
系
の
冒
頭
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

︵
�
︶
今
は
昔
︑
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
︒

︵
�
︶
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
︑
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
︒

︵
�
︶
名
を
ば
﹁
さ
か
き
の
造
﹂
と
な
む
い
ひ
け
る
︒

︵
�
︶
そ
の
竹
の
中
に
︑
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
︒

︵
�
︶
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
︑
筒
の
中
光
り
た
り
︒

︵
�
︶
そ
れ
を
見
れ
ば
︑
三
寸
ば
か
り
な
る
人
︑
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た

り
︒

︵
�
︶
翁
い
ふ
や
う
︑﹁
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
︑

知
り
ぬ
︒

︵
	
︶
子
と
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
﹂
と
て
︑
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ

持
ち
て
来
ぬ
︒

︵


︶
妻
の
女
に
あ
づ
け
て
養
は
す
︒

︵
10
︶
う
つ
く
し
き
こ
と
︑
限
り
な
し
︒

︵
11
︶
い
と
幼
な
け
れ
ば
︑
籠
に
入
れ
て
養
ふ
︒

︵
12
︶
竹
取
の
翁
︑
竹
を
取
る
に
︑
こ
の
子
を
見
つ
け
て
後
に
竹
取
る
に
︑

節
を
隔
て
て
節
︵
よ
︶
ご
と
に
金
︵
こ
が
ね
︶
あ
る
竹
を
見
つ
く
る
こ
と

﹃
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﹄
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表
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﹁
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重
な
り
ぬ
︒

︵
13
︶
か
く
て
翁
や
う
や
う
豊
か
に
な
り
行
く
︒︵
以
下
を
略
す①

︶

物
語
と
し
て
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
単
位
を
な
す
︑
こ
の
部
分
の
読
解
に
つ
い

て
は
︑
私
も
繰
り
返
し
検
討
を
加
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る②

が
︑
現
存
の
﹃
竹

取
物
語
﹄
の
本
文
は
よ
く
見
馴
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
内
容
は
読
め
ば
分
か

る
と
い
う
程
度
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
単
純
と
み
え
て
な

か
な
か
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

一

見
セ
消
チ
﹁
い
つ
つ
持
ち
て
来
ぬ
﹂
に
関
す
る
疑
問

周
知
の
と
お
り
︑
か
ね
て
よ
り
︑
こ
の
物
語
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
文
意
の
通

じ
な
い
傷
が
あ
り
︑
難
読
箇
所
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
数
ケ
所
を
数
え
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
以
外
の
箇
所
で
も
︑
最
善
本
と
さ
れ
る
武
藤
本
に
も

書
き
入
れ
・
訂
正
な
ど
の
傍
書
が
多
く
︑
読
み
進
め
て
行
こ
う
と
し
て
立
往
生

し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
︑
現
存
伝
本
の
本
文
に
つ
い
て
は
︑
な
お
問
題
な
し

と
し
な
い③

︒
た
と
え
ば
︑﹁
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
﹂
と
あ
る
︑

こ
の
傍
線
を
付
け
た
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
旧
大
系
が
﹁
㋵
㋙
﹁
手
に

入
れ
て
﹂︑
◯底
﹁
い
へ
ゝ
﹂
の
﹁
へ
ゝ
﹂
を
消
し
﹁
へ
﹂
と
傍
書
︒
㋙
等
﹁
家

に
﹂
と
注
し
て
い
る④

︒
新
大
系
も
﹁
底
本
﹁
へ
ゝ
﹂
を
見
せ
消
ち
︑﹁
へ
﹂
を

傍
書
﹂
と
注
す
る⑤

︒

代
表
的
な
他
本
で
も
︑
例
え
ば
︑

大
秀
本

手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ

吉
田
本

手
に
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ

古
活
字
十
行
本

手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ

と
あ
る
︒
ま
た
︑
古
本
系
の
代
表
と
さ
れ
る
新
井
信
之
本
に
は
﹁
手
に
い
れ
て

い
ゑ
に
も
て
き
ぬ
﹂
と
あ
っ
て⑥

︑
こ
ち
ら
の
方
が
文
意
は
通
り
や
す
い
︒
た
だ
︑

﹁
合
理
的
﹂
な
本
文
が
古
態
で
あ
る
か
ど
う
か
︑
疑
わ
し
い
こ
と
は
経
験
的
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

さ
て
︑
前
々
か
ら
不
審
に
思
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
箇
所
は
︑
写

本
で
は
﹁
い
つ﹅

つ﹅

持
ち
て
︹
見
セ
消
チ
︱
傍
書
へ
ゝ
︺
も
ち
て
﹂
と
読﹅

め﹅

る﹅

︒

武
藤
本
の
他
の
箇
所
の
﹁
へ
﹂
の
文
字
と
﹁
つ
﹂
の
文
字
の
書
き
癖
も
確
か
め

て
み
た
り
︑
何
人
か
の
研
究
者
に
も
尋
ね
て
み
た
り
も
し
た
が
︑
ど
う
も
ま
ち

が
い
が
な
い
︒
つ
ま
り
︑
翁
が
五﹅

人﹅

の﹅

少﹅

女﹅

を
家
に
持
ち
帰
っ
た
と
す
れ
ば
︑

書
写
の
折
︑
あ
る
い
は
親
本
に
お
い
て
見
セ
消
チ
に
し
た
書
写
者
は
︑
そ
れ
で

は
多
す
ぎ
る
︑
か
ぐ
や
姫
は
ひ
と
り
だ
と
考
え
て
︑﹁
家
へ
﹂
と
校
訂
し
た
も

の
か
ど
う
か
︒
し
か
も
︑
少
女
を
五
つ
と
い
う
ふ
う
に
︑
も
の
の
数
で
呼
ぶ
の

も
不
審
に
思
え
る
︒

武
藤
本
の
奥
書
に
よ
る
と
︑
文
禄
元
︵
一
五
九
二
︶
年
︑
也
足
軒
中
院
通
勝

は
前
伊
賀
国
司
上
原
元
純
に
書
写
を
依
頼
し
て
い
る
が
︑
再
度
慶
長
元
︵
一
五

九
六
︶
年
︑
民
部
少
輔
松
下
述
久
の
所
持
し
て
い
た
本
文
を
も
っ
て
再
校
し
た

と
あ
る
︒
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
見
セ
消
チ
が
初
度
の
書
写
の
折
︑
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﹄
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﹂
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処
置
さ
れ
た
も
の
か
︑
初
度
の
書
写
の
折
す﹅

で﹅

に﹅

親
本
に
こ
の
よ
う
な
書
き
入

れ
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
再
度
の
校
訂
の
折
に
書
き
入
れ

た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
箇
所
に

は
︑
幾
重
に
も
わ
た
る
書
写
過
程
︑
成
立
過
程
が
予
想
で
き
る
︒

そ
こ
で
︑
も
と
も
と
少
女
は
ひ
と
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
考
す
る
よ

う
な
解
釈
が
︑
む
し
ろ
合
理
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
を
手

が
か
り
に
し
て
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
本
文
の
生
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
こ
か
ら
こ
の
問
題
を
ど
う
展
開
で
き
る
の
か
と
い
う
と
︑
す

で
に
文
献
の
範
囲
だ
け
で
も
﹃
今
昔
物
語
集
﹄﹃
海
道
記
﹄
の
他
︑﹁
竹
取
翁
伝

説
﹂︵
も
し
く
は
﹁
か
ぐ
や
姫
伝
説
﹂︶
を
記
し
た
文
献
が
多
数
存
在
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た⑦

︒
こ
れ
ら
の
成
果
を
活
用
し
て
︑
ひ
と
つ
の
解
答
の
方
向

性
︑
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
︒

二

複
数
の
少
女
た
ち

そ
こ
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
竹
取
翁
伝
説
﹂
と
括
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
群
か
ら
︑
翁

と
複﹅

数﹅

の﹅

少
女
が
対
偶
す
る
事
例
を
見
て
お
こ
う
︒
例
え
ば
﹃
萬
葉
集
﹄
で
は

﹁
翁
﹂
が
﹁
九

箇

こ
こ
の
は
し
ら

の
女
子

を

と

め

﹂
と
出
逢
い
︑
歌
を
か
わ
す
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
が
ひ

と
り
の
翁
に
対
し
て
少
女
が
ひ﹅

と﹅

り﹅

と
い
う
︑
設
定
に
み
え
る
人
数
の
違
い
は
︑

ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
︒

さ
て
︑
①
﹃
萬
葉
集
﹄
巻
第
一
六
︑
三
七
九
〇
番
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ

こ
で
は
便
宜
的
に
訓
読
を
用
い
た
︒
あ
ま
り
に
も
有
名
な
本
文
で
︑
改
め
て
引

く
の
も
気
が
ひ
け
る
が
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

昔
老お

翁き
な

あ
り
き
︒
号な

を
竹
取
の
翁
と
曰
ひ
き
︑
此
の
翁
︑
季
春
の
月
に
し

て
︑
丘
に
登
り
遠
く
望
む
と
き
に
︑
忽
に

羹
あ
つ
も
の

を
煮
る
九
箇
の
女
子

を

と

め

に
価あ

ひ
き
︒
百
嬌

儔
た
ぐ
ひ

く
︑
花
容

止
や
む
こ
と

無
し
︒
時
に
︑
娘
子

を

と

め

等
老
翁
を
呼
び
嗤わ
ら

ひ
て
曰
は
く
︑﹁
叔
父
来
り
て
此
の
燭そ
く

の
火
を
吹
け
﹂
と
い
ふ
︒
こ
こ
に

翁
﹁
唯を

唯を

﹂
と
曰
ひ
て
︑
漸や
や

く
趍
き
徐や
や

く
行
き
て
座
の
上
に
着
接

ま

じ

は

る
︒
良や
や

久ひ
さ

に
し
て
娘
子
等
皆
共
に
咲ゑ
み

を
含
み
相
推
譲
り
て
曰
は
く
︑﹁
阿た

誰れ

か
此

の
翁
を
呼
べ
る
﹂
と
い
ふ
︒
爾
乃

す
な
は
ち

竹
取
の
翁
謝こ
た

へ
て
曰
は
く
︑﹁
慮お
も

は
ざ

る
に
︑

偶
た
ま
た
ま

神
仙

ひ

じ

り

に
逢
へ
り
︒
迷

惑
ま
と
く

へ
る
心
敢
へ
て
禁さ

ふ
る
所
な
し
︒

近
づ
き
狎な

れ
し
罪
は
︑
希
は
く
は
贖あ
が

ふ
に
歌
を
も
ち
て
せ
む
﹂
と
い
ふ
︒

す
な
は
ち
作
る
歌
一
首
︹
短
歌
を
并
せ
た
り
︺

︵
Ａ
︶
緑
子
の

若
子
が
身
に
は

た
ら
ち
し

母
に
懐う
だ

か
え

襁ひ
む

褓つ
き

の

平
生

は

ふ

こ

が
身
に
は

木
綿

ゆ

ふ

肩
衣

純
裏

ひ

つ

ら

に
縫
ひ
着
﹂
︵
Ｂ
︶
頸
着つ
き

の

童
児

わ

ら

は

が
身
に
は

夾
纈

ゆ
ひ
は
た

の

袖
着つ
け

衣

着
し
わ
れ
を
﹂︵
Ｃ
︶
に
ほ
ひ
よ
る

子
ら
が
同
年
輩

よ

ち

に
は

蜷み
な

の
腸か
た

か
黒
し
髪
を

ま
櫛
も
ち

こ
こ
に
か

き
垂
り

取
り
束つ
か

ね

挙
げ
て
も
纏
き
み

解
き
乱
り

童

児
わ
ら
は

に
成
し

み

さ
丹
つ
か
ふ

色
懐
し
き

紫
の

大
綾
の
衣き
ぬ

住
吉

す
み
の
え

の

遠
里
小

野
の

ま
榛は
り

も
ち

に
ほ
し
し
衣き
ぬ

に

高
麗

こ

ま

錦

紐
に
縫
ひ
着
け

指
さ

ふ
重
な
ふ

並
み
重
ね
着

打う
つ

麻そ

や
し

麻を

績み

の
児
ら

あ
り
衣
の

宝
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の
子
ら
が

打う
ち

栲た
へ

は

経
て
織
る
布

日
曝
さ
ら
し

の

麻
紵
づ
く
り

を

信ひ

巾れ

裳
な

す

愛は

し
き
に

取
り
し
き

屋い
へ

に
経
る

稲
置

い

な

き

丁
女

を

み

な

が

妻
問
ふ
と

わ
れ
に
遣お
こ

せ
し

を
ち
か
た
の

二ふ
た

綾
下し
た

沓

飛
ぶ
鳥
の

飛
鳥
壮
士

を

と

こ

が

長
雨

な

が

め

禁い

み

縫
ひ
し
黒
沓

さ
し
穿は

き
て

庭
に
彷
徨

た

た

ず

め

退ま
か

り
勿な

立
ち

と

障さ

ふ
る
少
女

を

と

め

が

髣
髴

ほ

の

聞
き
て

わ
れ
に
遣お
こ

せ
し

水み
な

縹は
だ

の

引
帯

な
す

韓
帯
に
取
ら
し

海
神

わ
た
つ
み

の

殿
の
甍
に

飛
び
翔
る

蜾
臝

す

が

る

の
如

き

腰
細
に

取
り
飾
ら
ひ

真ま

澄そ

鏡

取
り
並
め
懸
け
て

己お
の

が
顔

還
ら
ひ
見
つ
つ

春
さ
り
て

野
辺
を
廻
れ
ば

お
も
し
ろ
み

わ
れ
を

思
へ
か

さ
野
つ
鳥

来
鳴
き
翔
ら
ふ

秋
さ
り
て

山
辺
を
行
け
ば

懐
か
し
と

わ
れ
を
思
へ
か

天
雲
も

行
き
棚
引
け
る

還
り
立
ち

路
を
来
れ
ば

う
ち
日
さ
す

宮
女

さ
す
竹
の

舎
人
壮
士

を

と

こ

も

忍
ぶ

ら
ひ

か
へ
ら
ひ
見
つ
つ

誰た

が
子
そ
と
や

思
は
へ
て
あ
る
﹂︵
Ｄ
︶

か
く
の
如

せ
ら
れ
し
故
に

古
い
に
し
へ

さ
ざ
き
し
わ
れ
や

愛
し
き
や
し

今
日
や
も
子
等
に

不い

知さ

に
と
や

思
は
え
て
あ
る
﹂︵
Ｅ
︶
か
く
の
如

せ
ら
れ
し
故
に

古
い
に
し
へ

の

賢さ
か

し
き
人
も

後
の
世
の

鑑
か
が
み

に
せ
む
と

老
人
を

送
り
し
車

持
ち
還
り
来
し

持
ち
還
り
来
し
︵
巻
第
一
六
︑

三
七
九
一
番
︶

反
歌
二
首

死
な
ば
こ
そ
相
見
ず
あ
ら
め
生
き
て
あ
ら
ば
白
髪
子
ら
に
生
ひ
ざ
ら
め
や

も
︵
三
七
九
二
番
︶

白
髪
し
子
ら
も
生
ひ
な
ば
か
く
の
如
若
け
む
子
ら
に
罵の

ら
え
か
ね
め
や

︵
三
七
九
三
番
︶

娘
子
ら
の
和こ
た

ふ
る
歌
九
首

愛は

し
き
や
し
翁
の
歌
に
鬱
悒

お

ぼ

ぼ

し
き
九
の
児
ら
や
感か
ま

け
て
居
ら
む

一
︵
三
七
九
四
番
︶

辱は
ぢ

を
忍
び
辱
を
黙も
だ

し
て
事
も
無
く
も
の
言
は
ぬ
先
に
わ
れ
は
依よ

り
な
む

二
︵
三
七
九
五
番
︶

否
も
諾を

も
欲
し
き
ま
に
ま
に
赦
す
べ
き
貌
は
見
ゆ
や
わ
れ
も
依
り
な
む

三
︵
三
七
九
六
番
︶

死し
に

も
生い
き

も
お
や
じ
心
と
結
び
て
し
友
や
違
は
む
わ
れ
も
依
り
な
む

四
︵
三
七
九
七
番
︶

何
為せ

む
と
違た
が

ひ
は
を
ら
む
否
も
諾を

も
友
の
並
並
わ
れ
も
依
り
な
む

五
︵
三
七
九
八
番
︶

豈
も
あ
ら
じ
己お
の

が
身
の
か
ら
人
の
子
の
言
も
尽
さ
じ
わ
れ
も
依
り
な
む

六
︵
三
七
九
九
番
︶

は
だ
薄
穂
に
は
な
出
で
と
思
ひ
て
あ
る

情
こ
こ
ろ

は
知
ら
ゆ
わ
れ
も
依
り
な
む

七
︵
三
八
〇
〇
番
︶

住
吉
の
岸
野
の
榛
に
匂
ふ
れ
ど
染に
ほ

は
ぬ
わ
れ
や
に
ほ
ひ
て
居
ら
む

八
︵
三
八
〇
一
番
︶

春
の
野
の
下
草
靡
け
わ
れ
も
依
り
に
ほ
ひ
依
り
な
む
友
の
ま
に
ま
に

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

一
八



九
︵
三
八
〇
二
番⑧

︶

こ
の
竹
取
翁
の
歌
群
に
つ
い
て
は
︑
か
ね
て
よ
り
難
解
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
︑
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒
ひ
と
ま
ず
︑
旧
大
系
の
訓
に
従
っ
て
考
え
て
み

る
と
︑
翁
は
﹁
近
づ
き
狎
れ
し
罪
は
︑
希
は
く
は
贖
ふ
に
歌
を
も
ち
て
せ
む
﹂

と
述
べ
て
い
る
か
ら
︑
次
の
長
歌
は
少
女
に
対
す
る
讃
美
︑
讃
頌
の
性
格
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

長
歌
の
構
成
は
︑︵
Ａ
︶
幼
年
期
︑︵
Ｂ
︶
少
年
期
︑︵
Ｃ
︶
青
年
期
︑︵
Ｄ
︶

老
年
期
と
い
う
ふ
う
に
︑
時
の
経
過
を
追
っ
て
自
分
が
い
か
に
も
て
は
や
さ
れ

て
き
た
か
を
説
明
し
︑︵
Ｅ
︶
棄
老
の
故
事
を
引
い
て
末
尾
と
し
て
い
る
︒
た

だ
︐
長
歌
中
に
﹁
誰
か
子
そ
﹂
と
い
う
キ
ィ
・
ワ
ー
ド
が
埋
も
れ
て
い
る
か
ら
︑

も
し
翁
が
若
け
れ
ば
少
女
に
対
し
て
直﹅

截﹅

的﹅

に﹅

妻
問
い
の
歌
を
投
げ
か
け
た
で

あ
ろ
う
︑
と
い
う
口
吻
で
あ
る
︒
翁
は
率
直
に
求
婚
し
た
わ
け
で﹅

は﹅

な﹅

い﹅

が
︑

少
女
た
ち
は
恭
順
の
情
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
歌
群
の
基
層
に
は
翁
が
少
女
た

ち
の
名
を
問
う
︑
少
女
た
ち
が
翁
に
︵
名
を
明
か
し
︶
従
う
意
を
表
明
す
る
と

い
う
︑
単
純
な
伝
承
が
潜﹅

ん﹅

で﹅

い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
土
橋
寛
氏
は
﹁
古
代
の
春
山
入
り
な
い
し
山
遊
び
の
姿
を
反
映

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
︑
万
葉
集
巻
十
六
の
﹁
竹
取
翁
﹂
の
歌
物
語
で

あ
る
﹂
と
い
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
こ
れ
は
物
語
風
の
詞
書
と
︑
竹
取
翁
と
九

人
の
少
女
と
の
問
答
歌
﹂
と
か
ら
成
る
と
し
て
︑﹁
中
国
思
想
や
神
仙
小
説
的

脚
色
﹂
は
あ
り
な
が
ら
﹁
純
粋
な
創
作
﹂
で
は
な
く
﹁
当
時
存
在
し
て
い
た
竹

取
翁
の
説
話
を
踏
ま
え
た
創
作
で
あ
る
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
山

遊
び
の
行
事
に
お
け
る
老
人
と
少
女
の
﹁
歌
掛
き
﹂
の
説
話
化
﹂
で
あ
る
と
い

う
︒
土
橋
氏
に
よ
る
と
︑
そ
の
﹁
物
語
を
構
成
す
る
主
要
素
﹂
と
し
て
︑

︵
�
︶﹁
昔
一
人
の
翁
が
﹁
季
春
之
月
﹂︵
三
月
︶︑﹁
登
㆑

丘
遠
望
﹂
す
る
﹂︒

︵
�
︶﹁
翁
は
た
ま
た
ま
︑
野
竃
を
立
て
て
春
菜
粥
を
煮
て
い
る
少
女
に
出

逢
う
﹂︒

︵
�
︶﹁
少
女
た
ち
は
翁
に
︑
火
の
番
を
頼
ん
だ
か
と
思
う
と
︑
誰
が
こ
ん

な
年
寄
り
を
呼
ん
だ
の
か
と
い
っ
て
か
ら
か
う
﹂︒

︵
�
︶﹁
そ
こ
で
翁
は
﹁
お
ら
も
若
い
時
や
﹂
と
い
う
男
盛
り
の
時
が
あ
っ

た
︒
人
間
は
誰
で
も
や
が
て
年
寄
り
に
な
る
も
の
で
︑
そ
ん
な
に
年
寄

り
を
馬
鹿
に
す
る
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
趣
旨
の
歌
を
歌
う
﹂︒

︵
�
︶﹁
す
る
と
少
女
た
ち
は
翁
の
歌
に
負
け
て
︑﹁
我
は
依
り
な
む
﹂﹁
我

も
依
り
な
む
﹂
と
歌
う
﹂︒

と
分
析
す
る
︒
土
橋
氏
は
こ
の
よ
う
な
﹁
五
つ
の
要
素
は
す
べ
て
﹂﹁
山
遊
び

の
行
事
の
中
に
あ
る
も
の
﹂
だ
と
い
う
︵
同
書
︑
六
一
頁
︒
な
お
引
用
し
た

︵
�
︶
か
ら
︵
�
︶
ま
で
の
表
現
は
︑
土
橋
氏
の
原
文
の
マ
マ
︶︒
そ
し
て
土
橋

氏
は
﹁
万
葉
で
は
そ
の
老
人
の
歌
に
中
心
を
置
き
︵
�
︶︑
娘
た
ち
の
か
ら
か

い
を
春
菜
粥
の
話
に
ひ
っ
か
け
た
会
話
に
し
て
︵
�
︶︑
そ
こ
ま
で
を
翁
の
歌

の
詞
書
の
形
に
し
た
﹂
と
捉
え
て
い
る
︵
同
書
︑
六
三
頁
︶︒
ち
な
み
に
﹁
老

人
に
対
す
る
揶
揄

か

ら

か

い
歌
は
︑
若
者
だ
け
で
な
く
︑
異
性
の
娘
た
ち
も
歌
っ
た
﹂

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

一
九



と
し
て
﹁
口
々
に
か﹅

ら﹅

か﹅

う﹅

構
想
は
︑
そ
れ
に
対
す
る
翁
の
歌
と
共
に
︑
歌
垣

に
お
け
る
揶
揄
い
歌
と
言
返
し
歌
の
関
係
に
基
い
た
も
の
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
︵
傍
点
︑
原
文
の
マ
マ⑨

︶︒

ま
た
︑
本
田
義
憲
氏
は
︑
古
代
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹁
グ
ッ
テ
ィ
ラ
本
生

物
語
﹂
に
﹁
古
老
と
処
女
た
ち
と
の
舞
踏
歌
曲
の
唱
和
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒
そ

し
て
同
じ
﹁
系
統
の
物
語
﹂
が
﹃
漢
訳
増
阿
含
経
﹄
巻
第
四
八
・
一
二
八
四
や
︑

﹃
法
苑
珠
林
﹄
巻
二
︑﹃
過
去
弾
琴
人
経
﹄
な
ど
に
あ
る
と
い
う
︒
特
に
﹃
過
去

弾
琴
人
経
﹄
は
﹁
老
吟
遊
詩
人
の
弾
琴
の
間
に
第
一
天
女
か
ら
第
六
天
女
に
至

る
舞
曲
が
天
上
に
生
れ
た
善
業
を
歌
ひ
︑
最
後
に
弾
琴
人
が
天
女
を
讃
へ
て
歌

つ
た
の
ち
に
諸
天
女
す
な
は
ち
姿
を
没
す
る
と
い
ふ
類
型
﹂
を
も
つ
こ
と
を
指

摘
す
る
︒
本
田
氏
は
︑
ト
ム
ソ
ン
の
考
察
を
踏
ま
え
て
︑﹁
古
代
社
会
に
お
け

る
舞
踏
歌
曲
唱
和
の
構
造
の
類
推
と
暗
示
﹂
を
み
て
と
る
︒
す
な
わ
ち
今
問
題

と
す
る
﹃
萬
葉
集
﹄
巻
一
六
に
お
け
る
﹁
竹
取
翁
歌
一
群
は
す
で
に
変
改
増
広

を
経
て
複
雑
な
要
素
を
含
む
﹂
が
﹁
古
老
と
処
女
た
ち
と
の
唱
和
し
た
舞
踏
歌

曲
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
聖
な
る
竹
を
採
る
こ
の
翁
﹂
は
﹁
お
そ
ら
く
誕
生
や

生
育
に
関
連
す
る
意
味
を
も
つ
で
あ
ら
う
﹂
と
し
て
︑﹁
青
年
式
の
一
環
と
し

て
の
歌
垣
に
関
与
し
た
痕
跡
を
含
む
﹂
と
い
う
︒
さ
ら
に
﹁
竹
取
翁
歌
一
群
の

成
長
過
程
に
お
け
る
伝
承
の
複
合
が
あ
ら
う
か
﹂
と
推
論
し
て
い
る
︒

本
田
氏
は
︑
具
体
的
に
は
﹁
先
行
す
る
七
首
の
歌
は
︑
第
一
首
の
い
は
ば
兄

処
女
︵
オ
モ
女
︑
狂
言
﹁
若
菜
﹂︶
の
歌
に
つ
づ
い
て
︑
六
処
女
︵
ツ
レ
女
︶

の
六
首
あ
る
い
は
類
句
の
句
を
含
み
︑
特
に
い
ず
れ
も
﹁
我
は
︵
も
︶
よ
り
な

む
﹂
の
結
句
を
く
り
か
へ
す
﹂
の
で
あ
り
﹁
一
対
九
で
輪
唱
の
や
う
な
形
式
で

歌
つ
た
﹂
も
の
と
み
る
︒
さ
ら
に
﹁
竹
取
翁
歌
漢
文
序
は
遊
仙
窟
な
ど
を
用
ゐ

て
旧
伝
承
を
よ
り
戯
画
的
に
潤
色
し
な
が
ら
神
仙
趣
味
化
し
た
笑
劇
的
散
文
で

あ
つ
た
﹂
と
み
て
い
る⑩

︒

こ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
も
し
く
は
宗
教
人
類
学
的
な
知
見
に
基
き
︑
改
め
て

﹃
萬
葉
集
﹄
の
竹
取
翁
伝
説
を
見
る
と
︑
両
研
究
者
の
指
摘
す
る
伝
承
性
は
︑

こ
の
歌
群
の
表
現
の
次
元
と
い
う
よ
り
も
︑
歌
群
の
基﹅

層﹅

を﹅

な﹅

す﹅

問
題
で
あ
る

と
い
え
る
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
先
の
見
セ
消
チ
か

ら
想
像
さ
れ
る
︑
﹁
五
つ
﹂
の
少
女
と
い
う
表
現
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
基
盤

g
ro
u
n
d
と
な
っ
た
素
材
の
次
元
に
あ
り
え
た
問
題
な
の
か
ど
う
か
︑
九
人
の

少
女
と
は
﹃
萬
葉
集
﹄
が
編
纂
さ
れ
る
段
階
の
﹁
創
作
﹂
な
の
か
ど
う
か
︑
改

め
て
疑
問
が
湧
い
て
く
る
︒

少
し
抽
象
化
し
て
い
え
ば
︑
翁
は
神
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
を
備
え
た

存
在
で
あ
り
︑
翁
に
神
が
依
る
︑
翁
に
神
が
宿
る
︑
翁
を
通
し
て
神
が
顕
現
す

る
と
い
う
仕
掛
け
の
問
題
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
翁
と
少
女
と
の
対
偶

に
お
い
て
︑
複﹅

数﹅

の﹅

少
女
の
候
補
者
と
翁
と
の
対
偶
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
あ

る
︑
と
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
興
味
深
い
こ
と
は
︑
﹁
竹
取
の
翁
﹂
と
い
う
呼
称
が
︑
題
詞
に

二﹅

度﹅

も﹅

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
長
歌
に
は
翁
が
﹁
竹
取

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
〇



の
翁
﹂
で
あ
る
必
然
性
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
︒
ち
な
み
に
︑﹁
さ
す
竹
の
﹂

と
い
う
語
句
は
︑﹁
大
宮
の
枕
詞
︒
語
義
・
か
か
り
方
未
詳⑪

﹂
と
さ
れ
︑
必
ず

し
も
﹁
竹
﹂
と
結
び
付
く
と
は
限
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
に
︑
題
詞
と
歌
群

と
の
間
に
伝
承
の
繋
ぎ
目
の
痕
跡
が
ほ
の
見
え
る
の
で
あ
る
︒
私
の
考
え
は
︑

両
テ
キ
ス
ト
の
表
現
の
次
元
で
は
あ
ま
り
顕
在
化
し
て
い
な
い
が
︑﹃
竹
取
物

語
﹄
の
深﹅

層﹅

に
お
い
て
も
︑﹃
萬
葉
集
﹄
の
竹
取
翁
歌
群
の
深﹅

層﹅

に
お
い
て
も
︑

翁
が
複
数
の
少
女
か
ら
︑
ひ
と
り
を
選
び
出
す
誓
約
の
原
理
が
働
い
て
い
る
こ

と
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
︒

三

複
数
の
少
女
た
ち
か
ら
選
び
取
る
手
続
き

そ
れ
で
は
次
に
︑
古
代
か
ら
中
世
に
及
ぶ
竹
取
翁
伝
説
の
中
か
ら
︑
翁
と
複﹅

数﹅

の﹅

候﹅

補﹅

者﹅

と
が
対
偶
す
る
事
例
を
み
て
お
こ
う
︒

院
政
期
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
事
例
は
︑
少
女
が
少
な
く
と
も
竹
の
中
か
ら

﹁
発
見
﹂
さ
れ
︑
翁
と
少
女
と
は
一
対
一
の
関
係
と
し
て
対
偶
さ
れ
て
い
る
︒

鎌
倉
時
代
の
﹃
海
道
記
﹄︵
鴨
長
明
か
︑
源
光
行
か
︑
一
二
二
三
年
以
降
︶
は

﹁
竹﹅

林﹅

ニ﹅

鴬
ノ
卵
︑
女
形
ニ
カ
ヘ
リ
テ
巣
ノ
中
ニ
ア
リ⑫

﹂
と
︑
卵
生
な
が
ら
︑

竹
林
の
中
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
翁
と
少
女
は
︑
一
対

一
の
関
係
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
次
の
よ
う
な
事
例
は
ま
た

若
干
異
な
っ
て
い
る
︒

②
﹃
古
今
集
注
﹄︵
藤
原
為
家
︑
一
二
五
九
年
以
前
︶

竹﹅

の﹅

中﹅

に﹅

鴬
の
巣
を
く
ひ
て
︑
子
を
産
め
り
け
る
が
︑
如
何
に
と
か
は

し
た
り
け
む
︑
こ
の
親
の
鴬
死
に
け
り
︒
こ
の
卵
を
翁
獲
り
て
︑
暖
め
け

る
程
に
︑
皆﹅

鳥
に
な
り
て
あ
り
︒
中﹅

に﹅

一﹅

つ﹅

の﹅

卵﹅

よ﹅

り﹅

見
目
美
し
き
女
子

出
で
た
り⑬

︒

③
﹃
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
﹄︵
藤
原
為
顕
か
︑
一
二
七
八
～
八
八
年
︶

有
時
︑
竹﹅

ノ﹅

中﹅

ニ﹅

行
テ
見
レ
バ
︑
鴬
ノ
カ
イ
コ
ア﹅

マ﹅

タ﹅

有﹅

︒
其
中
ニ
金

色
ノ
子
ア
リ
︒
不
思
議
ニ
思
テ
︑
取
テ
帰
テ
家
ニ
置
ク⑭

︒

④
﹃
古
今
和
歌
集
大
江
広
貞
注
﹄︵
冷
泉
流
︑
一
二
九
七
年
︶

竹﹅

の﹅

中﹅

に﹅

鴬
の
巣
を
く
ひ
て
︑
子
を
生
め
り
け
る
が
︑
い
か
に
か
は
し

た
り
け
む
︑
こ
の
親
の
鴬
死
に
に
け
り
︒
あ
は
れ
が
り
て
︑
こ
の
卵
子
を

翁
取
り
て
温
め
け
る
ほ
ど
に
︑
み﹅

な﹅

鳥
に
な
り
て
あ
り
︒
な﹅

か﹅

に﹅

一﹅

つ﹅

の﹅

卵﹅

子﹅

の﹅

中﹅

よ﹅

り﹅

︑
眉
目
美
し
き
女
子
出
で
た
り⑮

︒

⑤
﹃
和
歌
百
首
注
﹄︵
二
条
持
基
・
一
条
兼
良
︑
一
四
三
〇
年
︶

藪﹅

に﹅

鴬
の
卵
三﹅

あ﹅

り﹅

︒
取
り
て
半
日
ば
か
り
置
き
け
れ
ば
︑
一﹅

の﹅

卵﹅

美

し
き
女
と
な
る⑯

︒

古
代
の
﹃
竹
取
物
語
﹄
や
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
竹
取
翁
伝
説
﹂
で

は
︑
光
輝
く
少
女
が
竹﹅

の﹅

節﹅

か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
枠
組
み
を
も
つ
の
に
対
し

て
︑
中
世
日
本
に
お
い
て
は
︑
卵
か
ら
生
ま
れ
る
伝
説
群
と
が
併﹅

存﹅

し
て
い
る

こ
と
は
︑
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
両
者
は
対
立
す
る

と
い
う
よ
り
も
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹃
海
道
記
﹄
に
し
て
も
︑
②
③
④
の
テ

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
一



キ
ス
ト
に
し
て
も
︵
⑤
は
﹁
藪
﹂︒
竹
藪
か
︶︑
神
話
学
に
い
う
宇
宙
卵
の
伝
統

を
受
け
︑
天
か
ら
降
り
て
く
る
卵
か
ら
王
が
産
ま
れ
た
と
す
る
神
話
を
引
き
継

ぐ⑰

も
の
で
あ
り
つ
つ
︑﹁
竹
林
の
中
で
卵
生
す
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
︑
竹
と
卵

の
モ
テ
ィ
フ
は
す﹅

で﹅

に﹅

複﹅

合﹅

し
て
い
る
︑
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑
右
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
︑
私
が
興
味
を
持
つ
の
は
︑
卵
か
竹

か
と
い
う
違
い
と
と
も
に
︑
複﹅

数﹅

の﹅

子﹅

の
中
か
ら
﹁
ひ
と
り
の
少
女
﹂
が
選
び

出
さ
れ
る
過﹅

程﹅

p
ro
c
e
ss
が
潛
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
事
例
を
対
照
さ
せ
る
と
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
で
は
︑
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
︑
出
会
い
の
過
程
が
整﹅

理﹅

さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
逆﹅

に﹅

い﹅

え﹅

ば﹅

翁
と
少
女
を
一
対
一
で
対
偶
さ
せ

た
と
こ
ろ
に
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
本
文
の
独
自
性
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
︒

四

昔
話
﹁
桃
太
郎
﹂
に
お
け
る
誓
約

そ
れ
で
は
︑
物﹅

語﹅

に
お
け
る
翁
と
少
女
と
の
対
偶
関
係
を
考
え
る
上
で
︑
昔﹅

話﹅

﹁
桃
太
郎
﹂
を
参
照
し
て
み
た
い
︒
た
だ
そ
の
よ
う
に
言
う
と
︑
こ
の
考
察

の
論
理
展
開
に
お
い
て
︑
昔
話
を
持
ち
出
す
こ
と
は
唐
突
に
す
ぎ
る
︑
飛
躍
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
で
私
は
物
語
と
昔
話
と
の
間
に

表
現
上
の
直﹅

接﹅

的﹅

影﹅

響﹅

を
云
々
す
る
つ
も
り
は
な
い
︒
私
は
古
代
物
語
の
深﹅

層﹅

に﹅

神
話
の
枠
組
み
を
想
定
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
︒
単
純
化
し
て
い
え
ば
︑

文
献
文
芸
は
︑
神
話
や
昔
話
な
ど
口
承
文
芸
を
母﹅

胎﹅

と
す
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
物
語
は
神
話
の
枠
組
み
に
基
い
て
生
成
す
る
と
い
う
考
え

に
立
っ
て
︑
以
下
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
み
た
い
︒

か
つ
て
柳
田
国
男
氏
が
︑
昭
和
八
年
︵
一
九
三
三
年
︶
に
﹃
桃
太
郎
の
誕

生
﹄
を
刊
行
し
︑
古
代
神
話
を
復
元
す
る
た
め
に
昔
話
研
究
を
開
始
し
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒
柳
田
氏
は
昔
話
﹁
桃
太
郎
﹂
に
﹁
神
子
降
誕
の
神

話
﹂
を
透
か
し
見
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
そ
の
後
︑
昭
和
二
二
年
︵
一
九

四
七
年
︶
に
﹃
口
承
文
芸
史
考
﹄
を
刊
行
し
て
︑
そ
れ
ま
で
の
昔
話
研
究
を
総

括
し
て
い
る
︒
こ
の
柳
田
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
昔
話
を
神
話
化
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
を
始
め
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
に
批
判
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
語
り
と
い
う
叙
述
︑
表
現
の
問
題
と
し
て
︑
物

語
に
昔
話
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
は
そ
う
無
謀
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

何
が
問
題
か
と
い
う
と
︑
昔
話
﹁
桃
太
郎
﹂
は
︑
婆
が
川
で
洗﹅

濯﹅

を
し
て
い

る
と
桃
が
流
れ
て
き
て
︑
婆
が
こ
れ
を
持
ち
帰
り
︑
割
ろ
う
と
す
る
と
勝﹅

手﹅

に﹅

桃
が
割
れ
て
小
童
が
誕
生
し
た
と
い
う
話
柄
で
あ
る
︒

さ
て
︑
そ
こ
で
日
本
昔
話
の
採
録
事
例
に
は
︑
流
れ
寄
る
も
の
が
複﹅

数﹅

の﹅

形﹅

を
と
る
も
の
か
ら
ひ
と
つ
を
選
ぶ
と
い
う
手
続
き
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の

中
か
ら⑱

代
表
的
な
事
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
︒

�
﹁
桃
の
子
太
郎
﹂

む
か
し
︒
爺じ
い

と
婆ば
あ

ど
居え

だ
で
お
の
︒
婆
ぁ
﹁
今
日
ぁ
︑
空
も
良え

ぇ
し
︑
川

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
二



さ
洗
濯
し
に
行え

て
く
る
﹂
と
と
い
う
ご
ど
で
川
さ
出
出
が
げ
で
行え

て
︑
一え
っ

所し
ょ

懸け

命め

洗
て
え
で
お
な
︒
／
し
た
ば
︑
上か
み

の
方
か
ら
︑

赤あ
げ

ぇ
箱
コ
ど
白
ぇ
箱
コ
ど
︑
二
つ
流
ぇ
で
来
た
わ
げ
だ
︒
／
｢ほ
う
︑
何

だ
お
だ
ろ
？
︑
二
つ
な
ば
欲
た
が
れ
み
で
ぇ
で
︵
原
文
注
︑
み
た
い
で
よ

く
な
い
︶
や
づ
が
ね
ぇ
︒
赤
ぇ
箱
ば
り
拾し
る

て
行え

ご
︒
／
赤
ぇ
箱
コ
︑
こ
っ

ち
来
ぇ
︒
白
ぇ
箱
コ
︑
そ
っ
ち
ゃ
行
げ
︒
赤
ぇ
箱
コ
︑
こ
っ
ち
ゃ
来
え
︒

白
ぇ
箱
コ
︑
そ
っ
ち
ゃ
行
げ
︒
／
ど
︑
こ
う
言ゆ

た
ば
︑
白
ぇ
箱
コ
流
ぇ
で

行え

た
ど
も
︑
赤
ぇ
箱
コ
ぁ
︑
プ
プ
ラ
︑
プ
プ
ラ
ど
︑
婆
ぁ
方
さ
︑
来
た
け

で
お
の
︒

︵﹃
話
の
三
番
叟
︱
秋
田
の
昔
話
︱⑲

﹄
)

こ
こ
に
見
え
る
唱
え
言
は
︑
爺
が
赤
い
箱
と
白
い
箱
か
ら
ひ
と
つ
を
選
ぶ
と

い
う
形
式
を
も
つ
︒
こ
の
形
式
は
︑
結
局
あ
れ
か
こ
れ
か
︑
二
者
択
一
の
中
で

幼
形
の
神
の
誕
生
を
期
す
る
も
の
で
︑
神
の
子
を
選
び
取
る
と
こ
ろ
に
誓
約

う

け

ひ

の

原
理
が
働
い
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

ち
な
み
に
︑
そ
の
後
︑
婆
が
中
を
開
け
る
と
﹁
大
ぎ
な
桃
の
種
﹂
が
入
っ
て

い
た
の
で
︑﹁
糠
や
ら
さ
﹂
を
入
れ
て
﹁
植
え
で
お
げ
ば
﹂
と
﹁
播
え
で
お
だ
﹂

と
こ
ろ
︑
一
週
間
ほ
ど
た
つ
と
﹁
何
処
が
で
童
子
の
泣
ぐ
声
す
で
お
な
﹂
と
︑

見
る
と
﹁
播
ぇ
で
お
だ
桃
の
種
ぁ
︑
ポ
カ
ッ
と
二
つ
に
割
え
で
︑
大
っ
き
だ
男

の
子
︑
生
ま
え
で
居
だ
で
お
の
﹂
と
い
う
︵
同
書
︑
九
三
～
四
頁
︶︒

昔
話
を
対
照
さ
せ
る
上
で
︑
論
点
は
︑
誓
約
の
原
理
と
と
も
に
︑
桃
が
勝
手

に
割
れ
て
︑
神
話
に
お
い
て
神
自
ら
が
聖
性
を
顕
現
す
る
枠
組
み
を
︑
昔
話
が

な
お
保
管
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
︒

�
﹁
桃
太
郎
の
む
が
し
﹂

む
が
し
︑
む
が
し
︒
／
あ
る
処
さ
爺
ど
婆
ど
が
居
だ
げ
ど
︒
二
人
の
中

に
は
子
供
が
い
な
い
け
ど
︒
あ
っ
時
︑
婆
さ
が
川
さ
洗
濯
に
行
っ
た
れ
ば
︑

川
上
の
方
か
ら
何
が
流
れ
で
き
た
︒
﹁
あ
れ
︑
あ
れ
︒
何
が
流
れ
で
き
た

な
︒
ず
い
分
赤
げ
く
て
美
す
も
の
だ
﹂
て
︑
見
で
だ
れ
ば
︑
そ
れ
は
赤
げ

こ
ん
袋
︵
原
文
注
︑
小
さ
な
布
を
結
び
接
合
わ
せ
て
作
っ
た
巾
着
型
の
小

袋
︑
正
月
礼
︑
盆
礼
の
品
物
を
入
れ
て
持
運
ぶ
︶
入
っ
た
も
の
で
︑
わ
っ

く
ど
見
だ
れ
ば
青
い
こ
ん
袋
も
後
が
ら
流
れ
で
く
る
ど
︒
そ
れ
で
婆
つ
あ

つ
だ
し
て
︵
顔
を
水
に
向
け
て
︶
呼
ば
っ
た
︒
／
赤
げ
も
の
こ
っ
ち
ゃ
来

い
／
青
い
も
の
あ
っ
ち
ゃ
行
げ
／
て
︑
す
る
ど
水
の
流
れ
が
そ
う
な
っ
て
︑

赤
げ
な
が
プ
ン
カ
︑
プ
ン
カ
ど
こ
っ
ち
さ
行
ぐ
よ
う
に
流
れ
で
き
た
︑
手

に
持
っ
て
見
だ
ら
ば
赤
げ
桃
が
出
は
っ
て
た
き
た
な
︒

︵﹃
真
室
川
の
昔
話

鮭
の
大
助⑳

﹄
)

�
は
︑
赤
い
箱
と
白
い
箱
︑
�
は
︑
赤
い
袋
と
青
い
袋
と
い
う
ふ
う
に
︑
昔

話
の
語
り
方
に
差
異
は
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
昔
話
か
ら
分
か
る
こ
と
は
︑
爺
が

①
誓
約
に
よ
っ
て
神
の
子
を
選
び
取
る
手
続
き
が
あ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
②
神
の

子
が
お
の
ず
か
ら
顕
現
す
る
こ
と
と
の
二
点
で
あ
る
︒

ま
た
︑
�
の
事
例
で
も
︑
そ
の
後
︑
婆
は
爺
が
帰
っ
て
き
た
ら
一
緒
に
食
べ

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
三



よ
う
と
﹁
仏
様
さ
上
げ
だ
だ
﹂
と
こ
ろ
︑﹁
仏
様
が
ら
お
ろ
し
て
切
る
べ
ど
し

た
ら
桃
パ
ク
ッ
と
口
あ
げ
で
中
が
ら
︑
小
さ
い
子
供
が
生
ま
れ
だ
﹂
と
い
う
︒

桃
を
割
る
前﹅

に﹅

子
ど
も
が
誕
生
し
た
と
す
る
︒
人
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
︑
神
格
み﹅

ず﹅

か﹅

ら﹅

が
顕
現
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
ま
さ
に
昔
話
の
古

層
を
な
す
神
話
の
痕
跡
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

五

日
本
の
祭
祀
の
枠
組
み

い
う
ま
で
も
な
く
﹃
竹
取
物
語
﹄
で
は
︑
少
女
は
翁
に
よ
っ
て
竹﹅

の﹅

節﹅

の﹅

中﹅

に
見
出
さ
れ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
光
輝
く
少
女
が
︑︵
竹
と
は
直
ち
に
結

び
つ
か
な
い
よ
う
に
み
え
る
︶
月
の
光
の
中
で
﹁
月
の
都
﹂
に
帰
還
す
る
の
は

な
ぜ
か
︒
あ
る
い
は
︑
逆
に
月
の
光
の
中
で
誕
生
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
︒
い
ず

れ
に
し
て
も
︑
話
型
と
し
て
︑
竹
か
ら
の
誕
生
と
月
へ
の
帰
還
と
は
首
尾
が
対﹅

応﹅

し﹅

て﹅

い﹅

な﹅

い﹅

よ
う
に
み
え
る
︒

そ
れ
で
は
︑
竹
か
ら
光
輝
く
少
女
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
︑
表
現
の
枠
組
み

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
考
え
て
み
た
い
︒
柳
田
国
男
氏
は
﹃
日
本
の
祭
﹄
に
お

い
て
︑
次
の
よ
う
に
い
う
︒

�

日
本
で
は
﹁
祭
﹂
と
い
う
た
っ
た
一
つ
の
行
事
を
透
し
て
で
な
い
と
︑

国
の
固
有
の
信
仰
の
古
い
姿
と
︑
そ
れ
が
変
遷
し
て
今
あ
る
状
態
に
ま
で

改
ま
っ
て
き
て
い
る
実
情
と
は
︑
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ

の
理
由
は
︑
諸
君
な
ら
ば
定
め
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
現
在

宗
教
と
い
わ
る
る
幾
つ
か
の
信
仰
組
織
︑
た
と
え
ば
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教

と
比
べ
て
み
て
も
す
ぐ
に
心
づ
く
が
︑
我
々
の
信
仰
に
は
経
典
と
い
う
も

の
が
な
い
︒

︵﹁
祭
か
ら
祭
礼
へ㉑

｣
)

�

神
々
の
降
臨
︑
す
な
わ
ち
祭
場
に
御
降
り
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑

私
の
信
ず
る
所
で
は
古
く
か
ら
の
考
え
方
で
あ
っ
た
︒

︵
同
︑
三
七
頁
)

�

つ
ま
り
は
参
る
と
い
の
は
元
は
籠
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
で
︑
あ
る
一

つ
の
祭
典
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

︵
同
︑
四
四
頁
)

�

祭
場
の
標
識
に
竿
を
建
て
る
と
い
う
だ
け
は
︑
ほ
と
ん
ど
最
初
か
ら
の

約
束
と
い
っ
て
も
誤
り
は
な
い
︒
ひ
と
り
日
本
の
み
で
な
く
︑
い
や
し
く

も
神
が
空
か
ら
降
り
た
ま
う
も
の
と
信
じ
て
い
た
民
族
な
ら
ば
︑
皆
こ
れ

を
立
て
た
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
大
空
を
行
く
も
の
の
︑
こ
れ
が
一
つ
の

目
じ
る
し
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

︵
同
︑
四
六
頁
)

�

祭
に
は
必
ず
木
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
︑
こ
れ
が
日
本
の
神
道
の
古
今

を
一
貫
す
る
特
徴
の
一
で
あ
っ
た
︒

︵﹁
祭
場
の
標
識㉒

｣
)

柳
田
氏
に
よ
れ
ば
︑
日
本
に
お
け
る
祭
祀
は
︑
祭
場
に
木
を
立
て
︑
人
々
の

籠
り
の
う
ち
に
︑
神
が
木
に
依
り
顕
現
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
︒

先
の
﹃
萬
葉
集
﹄
の
歌
群
に
お
い
て
︑
少
女
た
ち
が
翁
に
︑
心
情
的
︑
情
愛

的
に
﹁
依
る
﹂
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
︵
表
層
︶
に
は
︑
表
現
の
深﹅

層﹅

に﹅

神
話

的
な
﹁
依
る
﹂
と
い
う
仕
組
み
が
潛
む
︒
少
女
た
ち
は
翁
に
依
る
こ
と
で
︑
翁

が
聖
化
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
小
童
の
形
姿
を
も
つ
神
仙
と
し
て
の
存
在
を
顕
現

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
四



さ
せ
る
と
い
う
仕
掛
け
が
あ
る
と
い
え
る
︒
物
語
の
表
現
と
し
て
は
︑
翁
と
少

女
と
い
う
ふ
う
に
︑
人
物
設
定
さ
れ
対
偶
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
神
話
的
に
い
え

ば
︑
少
女
は
翁
を
通
し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
る
︒
翁
は
少
女
を
神
と
し
て
顕
現

さ
せ
る
仕﹅

掛﹅

け﹅

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
い
わ
ず
も
が
な
こ
と
を
申
し
添
え
れ

ば
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
卵
生
神
話
の
枠
組
み
に
対
し
て
︑

木
に
依
る
神
の
顕
現
と
い
う
枠﹅

組﹅

み﹅

を﹅

採﹅

用﹅

し
て
い
る
と
み
な
せ
る
︒

六

神
話
の
秘
義
性
と
伝
説
の
遊
戯
性

次
に
︑
柳
田
氏
が
昔
話
﹁
桃
太
郎
﹂
を
論
じ
る
際
に
話
題
と
し
た
神
話
の
事

例
を
み
よ
う
︒

賀
茂
神
社
の
祭
神
で
あ
る
賀
茂
建
角
身
命
の
神
話
を
伝
え
る
﹁
山
城
国
風
土

記
﹂
逸
文
で
は
︑
異
伝
が
あ
り
︑
昔
話
に
お
け
る
婆﹅

の﹅

洗﹅

濯﹅

は
︑
神
話
で
は
玉﹅

依﹅

姫﹅

の﹅

禊﹅

に
対
応
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
柳
田
氏
の
考

察
を
私
に
言
い
直
せ
ば
︑
こ
の
﹁
桃
太
郎
﹂
型
の
伝
承
は
深
層
︑
も
し
く
は
基

層
に
神
話
を
潜
め
て
い
る
と
い
え
る
︒

�
﹃
秦
氏
本
系
帳
﹄︵﹃
本
朝
月
令
﹄
の
引
く
︵
Ｂ
︶︶

︵
Ａ
︶
次
曰
玉
依
日
売
︑
於
石
川
瀬
見
小
川
之
遊
為
時
︑
丹
塗
矢
自
川
上
流

下
︑
乃
取
挿
置
床
辺
︑
遂
感
孕
生
男
子
︒

︵
Ｂ
︶
初
秦
氏
女
子
出
葛
野
河
︑
瀚
濯
衣
装
︑
時
有
一
矢
︑
自
上
流
下
︑
女

子
取
之
還
来
︑
刺
置
於
戸
上
︑
於
是
女
子
無
夫
懐
妊
︑
既
而
生
男
子㉓

︑

�
﹃
延
喜
式
神
名
帳
頭
注
﹄︵
中
世
以
降
か
︑
古
写
本
は
大
治
二
︵
一
一
二

七
︶
年
︶

次
曰
玉
依
姫
︒
玉
依
姫
︒
於
㆓

石
川
瀬
見
小
川
之
辺
㆒

為
㆑

遊
時
︒
丹
塗

矢
自
川
上
流
下
︒
乃
取
挿
置
床
辺
︑
遂
感
孕
生
㆓

男
子㉔
㆒︒

�
﹃
袖
中
抄
﹄
巻
第
一
七
︵
顕
昭
︑
文
治
元
︵
一
一
八
五
︶
年
︑
建
久
初
年

以
降
か
︶

次
曰
玉
依
日
売
︑
於
㆓

石
川
瀬
見
小
川
㆒

遊
為
時
︑
丹
塗
矢
川
上
流
下
︑

乃
取
挿
置
床
辺
︑
遂
感
孕
生
㆓

男
子㉕
㆒︑

�
﹃
山
城
国
風
土
記
﹄
逸
文
︵
卜
部
兼
方
︑
正
安
三
︵
一
三
〇
一
︶
年
︶

玉
依
日
売
︑
石
川
瀬
見
の
小
川
に
川
遊
び
せ
し
時
︑
丹
塗
矢
︑
川
上
よ

り
流
れ
下
り
き
︒
乃
ち
取
り
て
︑
床
の
辺
に
挿
し
置
き
︒
遂
に
孕
み
て
男

子
を
生
み
き㉖

︒

�
﹃
二
十
二
社
註
式
﹄
﹁
賀
茂
本
縁
事
﹂
︵
卜
部
兼
右
︑
一
五
一
六
～
七
三

年
︶其

次
於
玉
依
日
咩
止
云
布
︒
一
日
洗
衣
㆓

鴨
川
㆒︒
一
箭
流
来
︒
鴨
羽
加

筈
︒
女
取
帰
㆑

家
挿
簷
牙
︒
已
而
娠
㆑

男㉗

︒

�
﹃
諸
社
根
元
記
﹄
︵
江
戸
初
期
︶

建
角
身
命
乃
女
子
︑
其
御
名
乎
玉
依
日
売
止
申
須
︑
此
神
彼
瀬
見
乃
小

川
仁
天
逍
遥
乃
時
︑
川
上
与
理
一
矢
流
礼
下
留
乎
取
天
床
辺
仁
置
︑
他
理

之
予
利
︑
玉
依
姫
胎
天
生
多
留
御
子
︑
於
別
雷
止
申
須㉘

︑

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
五



お
そ
ら
く
玉
依
姫
に
よ
る
禊
と
祭
祀
は
秘﹅

義﹅

的﹅

で
あ
る
︒
霊
力
を
備
え
た
存

在
の
依
り
着
く
と
い
う
義
を
も
つ
玉
依
姫
の
も
と
に
︑
神
の
子
が
依
る
︑
依
り

着
く
︒
玉
依
姫
が
︑
川
で
﹁
遊
び
﹂
を
し
た
と
い
う
表
現
に
は
︑﹁
神
遊
び
﹂

と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
︑
神
を
も
て
は
や
す
神
事
と
し
て
の
意
味
も
あ
ろ
う

が
︑﹁
逍
遥
﹂
か
ら
﹁
衣
を
洗
ふ
﹂﹁
瀚
濯
衣
装
﹂
と
い
う
表
現
に
ま
で
至
る
と
︑

神
話
の
秘
義
性
は
馴
化
さ
れ
︑
伝
承
そ
の
も
の
が
俗
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
︑
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑﹁
川
で
洗
濯
す
る
﹂

こ
と
を
定
型
と
す
る
昔
話
は
︑
最
も
遊
戯
的
で
あ
り
最
も
俗
化
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
で
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
の
差
は
︑
時
代
性
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
︑
テ
キ
ス

ト
の
成
立
し
て
く
る
場
が
秘
義
的
か
︑
世
俗
的
か
に
よ
っ
て
異
な
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
︒

ま
と
め
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
考
え
を
進
め
て
く
る
と
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
本
文
に
見
え
隠
れ
す

る
﹁
五
つ
﹂
と
い
う
表
現
が
︑
古
代
物
語
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
︑
当

初
の
﹁
素
朴
な
﹂
疑
問
に
対
し
て
︑
誤
写
や
校
訂
と
い
っ
た
解
決
法
は
︑
あ
ま

り
意
味
を
な
さ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
テ
キ
ス
ト
の
構
築
性
と
い
う
視
点
か
ら
い
え

ば
︑
物
語
と
昔
話
と
が
共
有
す
る
基
層
に
︑
神
話
の
枠
組
み
が
潛
む
と
い
う
理

解
か
ら
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
日
本
的
性
格
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が

い
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
見
る
と
︑
現
存
﹃
竹
取
物

語
﹄
に
お
け
る
翁
と
光
輝
く
少
女
と
の
出
会
い
に
は
︑
木
に
依
る
神
の
顕
現
と
︑

誓
約
の
原
理
と
い
う
仕
掛
け
を
深
層
に
潛
ま
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

つ
ま
り
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
と
は
︑
こ
れ
が
誤
写
の

問
題
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
︒
改
め
て
問
い
直
す

な
ら
ば
︑
竹
の
節
か
ら
得
た
少
女
を
手
に
入
れ
て
持
ち
帰
り
媼
に
渡
そ
う
と
す

る
と
き
に
﹁
五
つ
持
ち
て
﹂
と
い
う
の
は
︑
な
お
不
審
で
あ
る
︒
す
で
に
選
び

出
し
の
誓
約
︵
う
け
ひ
︶
は
完
了
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑
輝
く
少
女
の
発
見
か
ら
︑
た
だ
ち
に
翁
が
こ
れ
ら
を
わ
が
子
だ

と
言
挙
げ
す
る
︑
︵
�
︶﹁
翁
い
ふ
や
う
︑﹁
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中

に
に
お
は
す
る
に
て
︑
知
り
ぬ
﹂
︑
︵
	
︶
﹁
子
と
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
﹂

と
て
﹂
と
い
う
唐﹅

突﹅

な
展
開
も
︑
深
層
に
問
答
の
繰
り
返
し
が
想
定
さ
れ
て
よ

い
︒
そ
の
こ
と
は
︑
口
承
文
芸
の
次
元
で
は
な
く
︑
ま
さ
に
文
字
文
芸
の
表
現

と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

む
し
ろ
本
稿
に
お
い
て
考
え
て
み
た
か
っ
た
こ
と
は
︑
今
残
さ
れ
て
い
る

﹃
竹
取
物
語
﹄
本
文
で
は
︑﹁
翁
／
輝
く
少
女
﹂
と
い
う
ふ
う
に
人
物
配
置
と
し

て
単
純
化
さ
れ
︑
対
偶
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
設
定
の
深﹅

層﹅

に
は
︑
翁
が
複

数
の
少
女
か
ら
ひ
と
り
を
選
び
出
し
て
行
く
過
程
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
う
は
言
っ
て
も
﹃
竹
取
物
語
﹄
を
東
ア
ジ
ア
の
広
が
り
の
中
で
定

位
す
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
先
の
課
題
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
﹃
竹
取
物
語
﹄
と

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
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い
う
テ
キ
ス
ト
が
︑
神
話
的
な
枠
組
み
を
抱
え
込
み
つ
つ
︑﹁
合
理
的
﹂
に
表

現
を
整
え
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
︑
テ
キ
ス
ト
が
︑
重
層
的
に
構
築
さ
れ
て

い
る
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
考
え
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
愚
考
す
る
も
の
で
あ
る
︒

注①

阪
倉
義
篤
校
訂
﹃
竹
取
物
語
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
七
〇
年
︑
九
～
一
〇
頁
︒
な
お

影
印
と
し
て
﹃
天
理
善
本
叢
書

和
書
之
部

竹
取
物
語
・
大
和
物
語
﹄︵
編
集
委

員
会
編
︑
八
木
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶
を
参
照
し
た
︒

②

廣
田
收
﹁
物
語
に
お
け
る
繰
り
返
し
表
現
﹂﹃﹃
源
氏
物
語
﹄
系
譜
と
構
造
﹄︵
笠

間
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒
同
﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
難
題
と
思
想
﹂﹃
日
本
物
語
文
学
小

史
﹄︵
金
壽
堂
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
同
﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
の
文
体
と
構
成

︱
冒

頭
の
表
現
を
伝
承
の
視
点
か
ら
読
む

︱
﹂﹃
説
話
・
伝
承
学
﹄︵
第
二
七
号
︑
二
〇

一
九
年
三
月
︶︑
同
﹁
昔
話
の
語
り
と
文
体

︱
桜
井
小
菊
の
﹁
屁
こ
き
爺
︵
鳥
呑

爺
︶
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂﹃
文
化
学
年
報
﹄︵
第
六
八
輯
︑
二
〇
一
九
年
三
月
︶
な
ど
︒

③

上
原
作
和
氏
に
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
本
文
批
評
に
関
す
る
︑
す
ぐ
れ
て
詳
細
な
分

析
が
あ
る
︵﹁︿
伝
後
光
厳
院
宸
翰
﹃
竹
取
物
語
﹄
小
六
半
切
﹀
本
文
に
関
す
る
研

究
﹂﹃
日
本
文
学
論
集
﹄
第
三
十
号
︑
一
九
八
一
年
一
月
︑﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
本
文
攷

︱
冒
頭
部
解
析

︱
﹂﹃
日
本
文
学
論
集
﹄
一
九
八
八
年
三
月
︑﹁
今
昔
﹃
竹
取
﹄

説
話
は
古
態
を
有
す
る
か

︱
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
構
造
﹂﹃
日
本
文
学
研
究
﹄

第
二
八
号
︑
一
九
八
九
年
二
月
︑﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
伝
本
の
本
文
批
評
と
そ
の
方
法
論

的
課
題

︱
求
婚
譚
の
人
称
規
定
を
例
と
し
て

︱
﹂﹃
中
古
文
学
﹄
第
四
八
号
︑

一
九
九
一
年
一
一
月
︑
な
ど
︶︒
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

④

阪
倉
篤
義
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

竹
取
物
語
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
〇
年
︑

二
九
頁
︒

⑤

堀
内
秀
晃
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

竹
取
物
語
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七

年
︑
三
頁
︒

⑥

王
朝
物
語
研
究
会
編
﹃
竹
取
物
語
本
文
集
成
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︒
南
波

浩
﹃
日
本
古
典
全
書

竹
取
物
語
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
七
〇
頁
︒
こ
の

扉
の
写
真
で
も
︑
古
本
系
の
新
井
本
は
確
認
で
き
る
︒

⑦

三
谷
栄
一
﹃
竹
取
物
語
評
解
﹄
有
精
堂
︑
一
九
五
六
年
︵
増
訂
版
︑
一
九
八
八

年
︶︑
雨
海
博
洋
﹃
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ

竹
取
物
語
﹄︵
旺
文
社
文
庫
︑
一
九
八
八

年
︶︑
室
伏
信
助
訳
注
﹃
新
版
竹
取
物
語
﹄︵
角
川
文
庫
︑
二
〇
〇
一
年
︶
な
ど
︒

⑧

高
木
市
之
助
他
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

萬
葉
集
﹄
第
四
巻
︑
一
九
六
二
年
︑

一
二
一
～
七
頁
︒

⑨

土
橋
寛
﹁
国
見
の
起
源
﹂
﹃
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五

年
︑
五
九
頁
︒

⑩

本
田
義
憲
﹁
竹
取
翁
歌
拾
遺
﹂﹃
澤
瀉
博
士
喜
壽
記
念

萬
葉
学
論
叢
﹄
刊
行
会
︑

一
九
六
六
年
︒

⑪

小
島
憲
之
他
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

萬
葉
集
④
﹄
小
学
館
︑
一

九
九
六
年
︑
七
五
頁
︑
三
七
五
八
番
頭
注
︒

⑫

江
口
正
弘
﹃
海
道
記
の
研
究

本
文
編
研
究
編
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
七
九
年
︑
五

三
頁
︒

⑬

⑦
に
よ
る
︒

⑭

片
桐
洋
一
﹃
中
世
古
今
注
釈
書
﹄
解
題
︵
二
︶
︑
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
三
年
︑

二
五
〇
頁
︒

⑮

片
桐
洋
一
﹃
中
世
古
今
注
釈
書
﹄
解
題
︵
二
︶︑
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
三
年
︑

二
〇
〇
～
一
頁
︒

⑯

片
桐
洋
一
﹃
中
世
古
今
注
釈
書
﹄
解
題
︵
一
︶
︑
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
一
年
︑

一
〇
六
～
七
頁
︒

⑰

出
石
誠
彦
﹃
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
四
三
年
︶
︑
三
品
彰

英
﹁
か
ぐ
や
姫
の
本
質
に
就
い
て
﹂﹃
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
﹄
柳
原
書
房
︑
一
九

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
七



四
三
年
︵﹃
三
品
彰
英
論
文
集
﹄
第
三
巻
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
一
年
︒
初
出
︑
一
九

三
二
年
︶︒

⑱

紙
幅
の
都
合
上
︑
す
べ
て
の
事
例
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
昔
話
の
さ
ま

ざ
ま
な
採
録
記
録
集
か
ら
私
に
得
た
話
柄
﹁
桃
太
郎
﹂
四
八
一
例
の
う
ち
︑
一
四
四

例
に
お
い
て
︑
川
上
か
ら
流
れ
て
く
る
箱
も
し
く
は
桃
に
呼
び
掛
け
る
︑
定
型
的
な

唱
え
言
が
認
め
ら
れ
る
︒
こ
の
唱
え
言
は
﹁
桃
太
郎
﹂
す
べ
て
の
事
例
に
不
可
欠
な

要
件
で﹅

は﹅

な﹅

い﹅

が
︑
雪
深
い
東
北
の
事
例
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
昔
話
の
中
で

も
様
式
的
に
整
っ
た
古
態
を
記
憶
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
︒

⑲

野
村
純
一
・
畠
山
忠
男
編
﹃
話
の
三
番
叟

︱
秋
田
の
昔
話

︱
﹄
桜
楓
社
︑
一

九
七
七
年
︑
九
二
～
三
頁
︒

⑳

野
村
純
一
編
﹃
真
室
川
の
昔
話

鮭
の
大
助
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
一
年
︑
一
四
〇

頁
︒
ち
な
み
に
︑
調
べ
た
限
り
で
は
︑
昔
話
の
採
録
事
例
の
中
に
も
︑﹃
聞
書
三
流

抄
﹄
の
よ
う
に
沢﹅

山﹅

の﹅

桃﹅

が
流
れ
て
く
る
も
の
か
ら
ひ
と
つ
を
選
ぶ
事
例
も
存
在
す

る
︵
山
本
節
他
﹃
昔
話
研
究
資
料
叢
書

西
三
河
の
昔
話
﹄
三
弥
井
書
店
︑
一
九
八

一
年
︑
六
〇
頁
︑
類
話
︵
�
︶﹁
105
桃
太
郎
﹂
に
は
︑﹁
た
く
さ
ん
の
桃
が
流
れ
て
く

る
﹂
と
あ
る
︶︒
す
な
わ
ち
︑
物
語
の
表
現
と
し
て
は
︑
誓
約
が
概
ね
二
者
択
一
の

形
式
と
し
て
︑
典
型
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑﹃
萬
葉
集
﹄
の
事
例
の
よ
う
に
数

多
く
か
ら
選
ぶ
形
式
も
︑
伝
承
の
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
う
る
︒

㉑

柳
田
国
男
﹁
祭
り
か
ら
祭
礼
へ
﹂﹃
日
本
の
祭
﹄
角
川
文
庫
︑
一
九
五
六
年
︑
三

一
頁
︒

㉒

柳
田
国
男
﹁
祭
場
の
標
識
﹂﹃
日
本
の
祭
﹄
角
川
文
庫
︑
一
九
五
六
年
︑
五
三
頁
︒

㉓

国
書
逸
文
研
究
会
編
﹃
新
訂
増
補

国
書
逸
文
﹄
一
九
三
二
年
︑
二
六
六
～
七
頁
︒

㉔

﹃
群
書
類
従
﹄
第
二
輯
︑
群
書
類
従
刊
行
会
︑
一
九
八
三
年
︑
二
四
七
頁
︒

㉕

橋
本
不
美
男
・
後
藤
祥
子
﹃
袖
中
抄
の
研
究
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
八
五
年
︑
三
九

一
～
二
頁
︒

㉖

秋
本
吉
郎
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

風
土
記
﹄
稲
浪
書
店
︑
一
九
五
六
年
︑

四
一
四
頁
︒

㉗

﹃
群
書
類
従
﹄
第
二
輯
︑
群
書
類
従
刊
行
会
︑
一
九
八
三
年
︑
二
二
一
頁
︒

㉘

佐
伯
有
義
編
集
校
訂
﹃
神
祇
全
書
﹄︵
復
刻
版
︶
第
一
輯
︑
思
文
閣
︑
一
九
七
一

年
︑
四
頁
︒

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
表
現
﹁
い
つ
つ
も
ち
て
﹂
考

二
八


