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一
、
は
じ
め
に

『
竹
取
物
語
』に
お
い
て
、五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
譚
は
失
敗
に
終
わ
る
。
次
に
か
ぐ
や
姫
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
帝
で
あ
っ
た
。
帝
は
、

内
侍
中
臣
ふ
さ
子
に
、「
多
く
の
人
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
し
て
あ
は
ざ
な
る
か
ぐ
や
姫
は
、
い
か
ば
か
り
の
女
ぞ
と
、
ま
か
り
て
、
見

て
参
れ
」（
五
六
頁
（
１
）

）と
命
じ
て
い
る
。
帝
に
と
っ
て
か
ぐ
や
姫
は
、御
世
を
構
成
す
る
五
人
も
の
人
々
を
失
わ
せ
た
忌
々
し
い
存
在
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
は
「
帝
の
召
し
て
の
た
ま
は
む
こ
と
、
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず
」（
五
七
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
、「
国
王
の

仰
せ
ご
と
を
そ
む
か
ば
、
は
や
、
殺
し
た
ま
ひ
て
よ
か
し
」（
五
八
頁
）
と
ま
で
述
べ
て
い
る
（
２
）

。
そ
れ
に
対
し
帝
は
、「
こ
の
女
の
た
ば
か

り
に
や
負
け
む
と
思
し
て
」（
五
八
頁
）、
す
な
わ
ち
、
か
ぐ
や
姫
に
負
け
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
か
ぐ
や
姫
を
宮
仕
え
さ
せ
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
帝
が
か
ぐ
や
姫
の
宮
仕
え
を
求
め
た
背
景
と
し
て
、
ま
ず
、「
た
ば
か
り
に
や
負
け
む
」
と
い
う
思
い
が
背
景
に
あ
る
。

そ
の
後
、
帝
は
翁
に
直
接
か
ぐ
や
姫
の
献
上
を
求
め
る
。「
汝
が
持
ち
て
は
べ
る
か
ぐ
や
姫
奉
れ
。
顔
か
た
ち
よ
し
と
聞
し
め
し
て
、
御

使
賜
び
し
か
ど
、
か
ひ
な
く
、
見
え
ず
な
り
に
け
り
。
か
く
た
い
だ
い
し
く
や
は
慣
ら
は
す
べ
き
」（
五
八
頁
）
と
命
じ
る
口
調
は
、
自

敬
表
現
を
多
く
用
い
て
高
圧
的
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
翁
の
身
分
も
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う
が
（
３
）

、『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、
多
く
自
敬

一
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表
現
を
用
い
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
自
敬
表
現
が
喪
失
す
る
と
き
が
訪
れ
る
。
か
ぐ
や
姫
を
見
る
た
め
に
御
狩
に
訪
れ
た
帝
は
か
ぐ
や
姫
と
対
峙
す
る
も
の

の
、
か
ぐ
や
姫
は
影
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

帝
、
に
は
か
に
日
を
定
め
て
御
狩
に
い
で
た
ま
う
て
、
か
ぐ
や
姫
の
家
に
入
り
た
ま
う
て
、
見
た
ま
ふ
に
、
光
満
ち
て
け
う
ら
に
て

ゐ
た
る
人
あ
り
。
こ
れ
な
ら
む
と
思
し
て
、
逃
げ
て
入
る
袖
を
と
ら
へ
た
ま
へ
ば
、
面
を
ふ
た
ぎ
て
さ
ぶ
ら
へ
ど
、
初
め
よ
く
御
覧

じ
つ
れ
ば
、
類
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
ゆ
る
さ
じ
と
す
」
と
て
、
率
て
お
は
し
ま
さ
む
と
す
る
に
、
か
ぐ
や
姫

答
へ
て
奏
す
。「
お
の
が
身
は
、こ
の
国
に
生
れ
て
は
べ
ら
ば
こ
そ
、使
ひ
た
ま
は
め
、い
と
率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ
ら
む
」

と
奏
す
。
帝
、「
な
ど
か
さ
あ
ら
む
。
な
ほ
率
て
お
は
し
ま
さ
む
」
と
て
、
御
輿
を
寄
せ
た
ま
ふ
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に

な
り
ぬ
。�

（
六
一
頁
）

帝
と
対
面
し
て
も
な
お
、「
逃
げ
て
入
る
」
か
ぐ
や
姫
に
対
し
、
帝
は
「
ゆ
る
さ
じ
と
す
」「
な
ほ
率
て
お
は
し
ま
さ
む
」
と
か
ぐ
や
姫
の

思
い
を
汲
む
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
翁
、
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
の
身
分
を
思
え
ば
、
帝
の
態
度
は
当
然
の
振
る
舞
い
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
女
君
の
思
い
を
汲
む
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
帝
の
強
行
的
な
態
度
に
、
か
ぐ
や
姫

は
つ
い
に
「
き
と
影
に
」
な
る
。
帝
の
様
子
が
変
わ
る
の
は
こ
れ
以
後
で
あ
る
。

は
か
な
く
口
惜
し
と
思
し
て
、
げ
に
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
と
思
し
て
、「
さ
ら
ば
、
御
供
に
は
率
て
行
か
じ
。
元
の
御
か

た
ち
と
な
り
た
ま
ひ
ね
。
そ
れ
を
見
て
だ
に
帰
り
な
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、
元
の
か
た
ち
に
な
り
ぬ
。

�

（
六
一
～
六
二
頁
）

帝
の
言
葉
か
ら
は
、「
御
供
」
の
部
分
以
外
、
自
敬
表
現
が
喪
失
し
て
い
る
。
し
か
も
、「
な
り
た
ま
ひ
ね
」
と
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
敬
語

を
用
い
て
話
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
４
）
。
帝
の
会
話
表
現
の
変
化
に
よ
り
、
物
語
は
、
か
ぐ
や
姫
に
心
を
奪
わ
れ
る
帝
の
様
子
を

鮮
や
か
に
描
き
出
す
。
そ
し
て
、
帝
は
か
ぐ
や
姫
に
心
奪
わ
れ
つ
つ
も
、
宮
中
に
帰
る
の
で
あ
っ
た
。

帝
、
か
ぐ
や
姫
を
と
ど
め
て
帰
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
あ
か
ず
口
惜
し
く
思
し
け
れ
ど
、
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
し
て
な
む
、
帰

二
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ら
せ
た
ま
ひ
け
る
。�

（
六
二
頁
）

か
ぐ
や
姫
へ
の
帝
の
強
い
思
い
は
「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
の
ち
帝
は
、
三
年
も
の
間
「
た
だ
独
り

住
み
し
た
ま
ふ
」（
六
三
頁
）
と
い
う
当
時
の
帝
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
日
々
を
送
る
。
後
継
者
を
得
る
、
臣
下
の
人
々
と
円
滑
な
関
係

を
築
く
な
ど
の
観
点
に
お
い
て
、
妃
た
ち
と
の
安
定
し
た
関
係
が
求
め
ら
れ
る
帝
と
い
う
立
場
を
考
え
た
と
き
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の

異
様
さ
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
の
強
さ
が
伝
わ
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
帝
の
行
動
の
背
景
に
は
、
か
ぐ
や
姫
の
美
し
さ
、
そ
し
て
、「
き
と
影
に
」
な
る
「
た
だ
人
」
で
は
あ
り
得
な
い
特
性
が
関

係
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
に
「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
（
５
）
」
で
あ
っ
た
と
い
う
帝
の
強
い
思
い
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
帝
が
「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」
に
な
る
と
描
か
れ
る
こ
と
の
内
実
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
「
魂
を
と
ど
め
た
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、
あ
く
が
れ
、
と
ど
ま
る
「
魂
」

『
竹
取
物
語
』
は
、「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
絵
合
」
二
―
三
八
〇
頁
）
作
品

で
あ
る
た
め
、
前
後
関
係
が
異
な
っ
て
は
い
る
が
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
魂
を
考
え
る
た
め
に
、
平
安
期
の
『
竹
取
物
語
』
以
後
の
作

品
に
描
か
れ
る
「
魂
」
の
例
を
確
認
す
る
。
そ
れ
ら
の
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
『
竹
取
物
語
』
に
も
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、『
伊
勢
物
語
』
百
十
段
「
魂
結
び
」
の
章
段
を
確
認
す
る
。

む
か
し
、
男
、
み
そ
か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も
と
よ
り
、「
今
宵
夢
に
な
む
見
え
た
ま
ひ
つ
る
」
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
男
、

思
ひ
あ
ま
り
い
で
に
し
魂
の
あ
る
な
ら
む
夜
ぶ
か
く
見
え
ば
魂
結
び
せ
よ

三
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�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』
二
〇
八
頁
）

女
の
夢
に
自
分
が
現
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
男
は
、
自
ら
の
魂
が
女
を
思
う
あ
ま
り
に
抜
け
出
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

再
び
あ
れ
ば
、「
魂
結
び
」
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
新
編
全
集
頭
注
は
、「
魂
結
び
」
に
つ
い
て
、「「
魂
結
び
」
は
、

体
か
ら
抜
け
出
た
魂
を
止
め
る
ま
じ
な
い
。
思
い
あ
ま
る
と
、魂
が
思
う
方
へ
出
歩
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
」（
二
〇
八
頁
）
と
注
を
付
す
。

こ
の
遊
離
魂
の
発
想
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
も
深
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
。

『
大
和
物
語
』
に
は
、
生
田
川
伝
説
を
踏
ま
え
た
人
々
の
贈
答
が
描
か
れ
る
。
そ
の
皮
切
り
と
な
っ
た
伊
勢
の
歌
に
「
魂
な
き
か
ら
」

と
男
の
立
場
か
ら
女
の
こ
と
が
詠
ま
れ
、
続
く
女
一
の
宮
の
二
首
に
は
水
に
沈
む
女
の
魂
と
、
女
の
魂
を
探
す
男
の
思
い
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
。　

伊
勢
の
御
息
所
、
男
の
心
に
て
、

か
げ
と
の
み
水
の
し
た
に
て
あ
ひ
見
れ
ど
魂
な
き
か
ら
は
か
ひ
な
か
り
け
り

女
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
女
一
の
み
こ
、

か
ぎ
り
な
く
ふ
か
く
し
づ
め
る
わ
が
魂
は
浮
き
た
る
人
に
見
え
む
も
の
か
は

ま
た
、
宮
、

い
づ
こ
に
か
魂
を
も
と
め
む
わ
た
つ
み
の
こ
こ
か
し
こ
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に

�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物
語
』
三
七
一
頁
）

以
下
、
兵
衛
の
命
婦
等
の
歌
が
続
く
。
三
人
の
死
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
生
田
川
伝
説
を
思
う
人
々
の
歌
に
「
魂
」
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
魂
と
は
死
し
て
肉
体
か
ら
離
れ
て
も
な
お
、愛
す
る
人
と
と
も
に
あ
り
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
の
強
い
思
い
は
、
時
と
し
て
人
を
死
に
追
い
や
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

『
平
中
物
語
』
に
お
い
て
も
、「
魂
」
を
詠
む
歌
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
男
、
う
ち
つ
け
な
が
ら
も
、
立
つ
こ
と
惜
し
か
り
け
れ
ば
、
か
う
ぞ
。

四
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五

立
ち
て
ゆ
く
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
か
く
の
み
ぞ
道
の
空
に
て
ま
ど
ふ
べ
ら
な
る

女
、
返
し
、

か
く
の
み
し
ゆ
く
へ
ま
ど
は
ば
わ
が
魂
を
た
ぐ
へ
や
せ
ま
し
道
の
し
る
べ
に

ま
た
、
返
し
せ
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
男
女
の
供
な
る
者
ど
も
、「
夜
明
け
ぬ
べ
し
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
立
ち
と
ど
ま
ら
で
、
こ
の
男
、

浜
辺
の
方
に
、
人
の
家
に
入
り
に
け
り
。�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
平
中
物
語
』
四
九
五
～
四
九
六
頁
）

逢
坂
の
関
で
出
会
っ
た
男
と
女
の
贈
答
で
あ
る
。
男
が
「
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
」
と
嘆
い
た
こ
と
に
対
し
、
女
が
「
わ
が
魂
を
た
ぐ
へ
や
せ

ま
し
」
と
返
し
て
い
る
。
新
編
全
集
頭
注
は
、「
心
や
魂
を
相
手
と
共
に
添
え
て
や
ろ
う
と
い
う
の
は
、思
い
の
切
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
」

（
四
九
五
頁
）
と
注
を
付
す
。
将
来
的
に
二
人
は
京
で
再
会
し
、
結
ば
れ
て
い
る
。
男
の
無
粋
な
さ
ま
に
よ
り
、
そ
の
仲
は
長
く
は
続
か

な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
贈
答
の
段
階
で
は
、「
逢
坂
の
関
」
で
出
会
う
と
い
う
運
命
的
な
出
会
い
、
か
つ
、
互
い
の
素
性
を

知
ら
ず
、
も
う
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が
こ
の
贈
答
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
蜻
蛉
日
記
』
冒
頭
に
は
、
日
記
を
著
す
に
至
る
自
身
に
つ
い
て
、「
心
魂
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

の
「
魂
」
は
、
分
別
の
意
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て
も

人
に
も
似
ず
、
心
魂
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
、
か
う
も
の
の
要
に
も
あ
ら
で
あ
る
も
、
こ
と
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明
か

し
暮
ら
す
ま
ま
に
、�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
八
九
頁
）

『
蜻
蛉
日
記
』
は
そ
の
最
終
部
に
お
い
て
も
、「
御
魂
な
ど
見
る
に
も
、
例
の
尽
き
せ
ぬ
こ
と
に
お
ぼ
ほ
れ
て
ぞ
は
て
に
け
る
」（
下
巻

三
六
三
頁
）と
魂
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
こ
で
の
魂
は
、「
大
晦
日
に
は
死
者
の
霊
が
訪
れ
て
来
る
と
い
わ
れ
、そ
の
霊
の
た
め
に
祭
を
す
る
。

魂
祭
」（
新
編
全
集
頭
注　

三
六
三
頁
）
の
こ
と
で
あ
り
、
作
品
冒
頭
の
「
魂
」
の
内
実
と
は
異
な
る
が
、
自
身
の
魂
の
有
り
様
を
見
つ

め
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
は
じ
め
と
終
わ
り
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
非
常
に
多
く
の
魂
が
描
か
れ
て
い
る
。
気
立
て
や
心
を
指
す
例
が
多
い
が
、
以
下
の
例
は
『
竹
取
物
語
』
の
帝
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六

の
例
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。

宰
相
、「
な
ほ
、
こ
の
御
返
り
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
聞
こ
え
て
見
せ
た
ま
へ
。
さ
て
の
ち
は
ま
た
も
聞
こ
え
じ
。
人
の
身
に
わ
が

魂
通
は
な
む
と
は
、
思
ふ
こ
と
を
、
人
に
知
り
た
ま
は
ぬ
と
き
に
な
む
思
ほ
え
け
る
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』「
藤
原
の
君
」
一
―
一
四
三
頁
）

あ
て
宮
を
思
う
実
忠
が
、
思
う
人
の
身
に
「
わ
が
魂
通
は
な
む
」
と
思
っ
て
い
る
。
思
う
人
の
も
と
に
自
ら
の
魂
が
通
う
こ
と
が
伝
わ
っ

て
欲
し
い
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
人
を
思
う
際
に
は
相
手
の
も
と
に
自
分
の
魂
が
と
ど
ま
る
と
い
う
発
想
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
竹
取

物
語
』
の
帝
の
魂
の
問
題
と
通
底
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
相
手
を
思
い
、
遊
離
す
る
魂
の
問
題
を
深
く
描
い
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
中
で
も
六
条
御
息
所
と
柏
木
の
例
が
示

唆
的
で
あ
る
（
６
）
。

「
い
で
、
あ
ら
ず
や
。
身
の
上
の
い
と
苦
し
き
を
、
し
ば
し
や
す
め
た
ま
へ
と
聞
こ
え
む
と
て
な
む
。
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に

思
は
ぬ
を
、
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
て
、

な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま

と
の
た
ま
ふ
声
、
け
は
ひ
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
た
ま
へ
り
。�

（「
葵
」
二
―
三
九
～
四
〇
頁
）

相
手
を
思
う
魂
は
身
を
あ
く
が
れ
て
い
く
。そ
れ
ゆ
え
に「
結
び
と
ど
め
よ
」と
す
る
六
条
御
息
所
の
言
葉
は
、先
に
掲
出
し
た『
伊
勢
物
語
』

の
発
想
と
同
じ
で
あ
る
。
生
霊
と
な
る
ほ
ど
に
深
く
相
手
を
思
う
魂
は
身
を
離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
遊
離
す
る
魂
の
問
題

は
、『
伊
勢
物
語
』、『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
に
変
わ
ら
ず
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
『
竹

取
物
語
』
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、『
竹
取
物
語
』
に
も
遊
離
す
る
魂
の
発
想
が
あ
る
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
魂
も
、「
と
ど
め
た
る
心
地
」
で
あ
る
た
め
完
全
に
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
帝
の
身
を
離
れ

か
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
離
れ
る
ほ
ど
に
か
ぐ
や
姫
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ

く
が
れ
る
魂
が
描
か
れ
る
の
は
、
死
や
生
霊
化
と
い
っ
た
極
限
状
態
に
あ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
例
に
特
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に
顕
著
で
あ
る
。

深
き
過
ち
も
な
き
に
、
見
あ
は
せ
た
て
ま
つ
り
し
夕
の
ほ
ど
よ
り
、
や
が
て
か
き
乱
り
、
ま
ど
ひ
そ
め
に
し
魂
の
、
身
に
も
還
ら
ず

な
り
に
し
を
、
か
の
院
の
内
に
あ
く
が
れ
歩
か
ば
、
結
び
と
ど
め
た
ま
へ
よ
」
な
ど
、
い
と
弱
げ
に
、
殻
の
や
う
な
る
さ
ま
し
て
泣

き
み
笑
ひ
み
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。

宮
も
、
も
の
を
の
み
恥
づ
か
し
う
つ
つ
ま
し
と
思
し
た
る
さ
ま
を
語
る
。
さ
て
、
う
ち
し
め
り
、
面
痩
せ
た
ま
へ
ら
む
御
さ
ま
の
、

面
影
に
見
た
て
ま
つ
る
心
地
し
て
思
ひ
や
ら
れ
た
ま
へ
ば
、
げ
に
あ
く
が
る
ら
む
魂
や
行
き
通
ふ
ら
む
な
ど
、
い
と
ど
し
き
心
地
も

乱
る
れ
ば
、�

（「
柏
木
」
四
―
二
九
五
頁
）

柏
木
の
魂
の
問
題
は
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。
掲
出
場
面
で
柏
木
の
魂
は
、
女
三
の
宮
を
思
う
気
持
ち
、
そ
し
て
光
源
氏
に
密
事
が

露
見
し
、
そ
れ
を
見
と
が
め
ら
れ
た
こ
と
の
二
点
に
よ
り
身
を
あ
く
が
れ
て
い
る
。
そ
の
後
柏
木
は
死
を
迎
え
て
お
り
、
魂
が
身
を
離
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
死
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
７
）
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」
と
さ
れ
る
こ
と
の
危
機
的
状

況
が
理
解
さ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』、『
大
和
物
語
』、
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
魂
が
身
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
る
死
の
影
が
濃
厚
に

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
も
帝
の
純
愛
と
い
う
レ
ベ
ル
を
こ
え
、
帝
が
死
の
危
機
を
抱
え
込

む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
竹
取
物
語
』
は
、
御
世
を
治
め
る
帝
の
魂
が
ひ
と
り
の
女
性
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う

と
す
る
こ
と
で
、
御
世
の
重
大
な
危
機
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

三
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
〈
死
〉

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
『
竹
取
物
語
』
の
物
語
世
界
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」
な
が

七
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ら
宮
中
に
帰
る
帝
は
、
か
ぐ
や
姫
と
歌
を
交
わ
す
。

御
輿
に
た
て
ま
つ
り
て
後
に
、
か
ぐ
や
姫
に
、

帰
る
さ
の
み
ゆ
き
物
憂
く
お
も
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
ゑ

御
返
り
ご
と
、

む
ぐ
ら
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
な
に
か
は
玉
の
う
て
な
を
も
見
む

こ
れ
を
、
帝
御
覧
じ
て
、
い
と
ど
帰
り
た
ま
は
む
空
も
な
く
思
さ
る
。�

（
六
二
～
六
三
頁
）

「
そ
む
き
て
と
ま
る
」、「
帰
り
た
ま
は
む
空
も
な
く
思
さ
る
」
と
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
を
離
れ
が
た
い
帝
の
心
情
が
繰
り
返
し
て
描
か

れ
る
。「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
的
に
帝
の
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
深
い
執
着
が
現
れ
て
い
る
。
魂
を
結
果
的
に

と
ど
め
て
し
ま
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
せ
め
て
魂
だ
け
で
も
と
ど
ま
り
た
い
と
い
う
帝
の
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、「
か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
か
り
て
、た
だ
独
り
住
み
し
た
ま
ふ
。
よ
し
な
く
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
」（
六
三

頁
）
と
い
う
状
態
と
、
そ
の
状
態
が
「
三
年
ば
か
り
」（
六
三
頁
）
も
続
い
た
と
い
う
帝
の
状
況
に
現
れ
て
い
る
。

こ
の
、三
年
も
の
間
、「
独
り
住
み
（
８
）

」
で
あ
る
と
い
う
状
態
は
、か
ぐ
や
姫
へ
の
愛
を
貫
く
と
い
う
観
点
か
ら
は
美
し
い
物
語
で
あ
る
が
、

実
際
の
帝
の
御
世
を
考
え
た
と
き
、
そ
し
て
、
魂
と
死
の
関
係
を
考
え
た
と
き
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
と
し
て
の
危
機
的
な
状

況
、
さ
ら
に
は
、
帝
の
死
ま
で
も
が
呼
び
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
参
考
と
な
る
の
は『
古
今
和
歌
集
』で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』に
は「
魂
」の
語
が
以
下
の
五
首
に
み
ら
れ
る
。

か
ら
は
ぎ�

読
人
知
ら
ず

四
四
八　

空
蟬
の
蛻
は
木
ご
と
に
と
ど
む
れ
ど
魂
の
ゆ
く
へ
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き���　

�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
物
名　

一
八
九
頁
）

五
七
一　

恋
し
き
に
わ
び
て
魂
ま
ど
ひ
な
ば
む
な
し
き
骸
の
名
に
や
残
ら
む　
　

八
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�

（
巻
第
十
二
恋
歌
二　

二
二
七
頁
）

男
の
、
人
の
国
に
ま
か
れ
り
け
る
間
に
、
女
、
に
は

か
に
病
を
し
て
い
と
弱
く
な
り
に
け
る
時
、
よ
み
お

き
て
身
ま
か
り
に
け
る�

読
人
し
ら
ず

八
五
八　

声
を
だ
に
聞
か
で
別
る
る
魂
よ
り
も
な
き
床
に
寝
む
君
ぞ
か
な
し
き���

�

（
巻
第
十
六
哀
傷
歌　

三
二
五
頁
）

女
と
も
だ
ち
と
物
語
し
て
別
れ
て
の
ち
に
つ
か
は
し

け
る�

み
ち
の
く

九
九
二　

飽
か
ざ
り
し
袖
の
な
か
に
や
入
り
に
け
む
わ
が
魂
の
な
き
心
地
す
る

（
９
）　

　
　

　

�

（
巻
第
十
八
雑
歌
下　

三
七
四
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

勝
臣

一
一
〇
二　

か
け
り
て
も
何
を
か
魂
の
き
て
も
見
む
骸
は
炎
と
な
り
に
し
も
の
を��

�

（
黒
滅
歌　

四
一
八
頁
）

い
ず
れ
も
が
身
か
ら
離
れ
た
、
あ
る
い
は
離
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
魂
を
詠
む
も
の
で
あ
る
。
五
首
の
う
ち
三
首
は
「
か
ら
（
蛻
、
骸
）」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
、一
首
は「
な
き
」「
君
」を
嘆
く
も
の
で
あ
り
、魂
と
死
の
連
関
は
こ
こ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
唯
一
死
の
表
現
と
セ
ッ

ト
で
は
な
い
九
九
二
番
歌
に
つ
い
て
も
、
相
手
を
思
う
余
り
に
相
手
の
袖
に
私
の
魂
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
詠
ま
れ
て
お

り
、
残
さ
れ
た
体
は
魂
の
な
い
〈
骸
〉
同
然
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。「
魂
を
と
ど
め
た
」
あ
と
、
三
年
も
の
間
独

九
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り
住
み
を
行
う
帝
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
立
ち
現
れ
る
物
語
世
界
と
は
、
帝
が
生
け
る
骸
同
然
で
あ
り
、
そ
の
間
御
世
が
大
き
な
不
安
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

小
嶋
菜
温
子
氏
は
、「
天
皇
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
と
は
、
色
好
み
の
王
者
の
本
分
を
否
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。〈
死
〉

も
し
く
は
、非
・
身
体
の
関
係
で
し
か
、帝
と
姫
は
向
き
あ
え
な
い
。（
中
略
）〈
王
〉
と
〈
女
〉
の
究
極
の
ド
ラ
マ
に
、『
竹
取
物
語
』
の
〈
知
〉

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る）
（1
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
か
ぐ
や
姫
と
帝
と
の
三
年
の
関
係
は
、
愛
欲
や
権
力
を
超
え
た
『
竹
取
物
語
』
が
独

自
に
開
い
た
物
語
世
界
で
あ
る）
（（
（

。
し
か
し
、
ほ
か
の
貴
公
子
で
は
な
く
、
帝
そ
の
人
と
か
ぐ
や
姫
と
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
立
た
せ
、
帝

の
愛
が
御
世
に
危
機
を
も
た
ら
す
と
い
う
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

独
り
住
み
す
る
帝
に
つ
い
て
は
、
菅
原
秀
氏
が
、「
地
上
界
の
一
人
間
が
、
恋
愛
と
い
う
点
に
お
い
て
示
し
う
る
最
上
の
、
理
想
化
さ

れ
た
姿
を
突
き
詰
め
て
い
く
際
、
そ
の
人
間
像
を
当
て
は
め
う
る
存
在
と
し
て
書
か
れ
、
登
場
し
て
い
る
。
最
上
の
権
力
者
と
し
て
と
い

う
よ
り
は
、
最
上
に
描
き
う
る
人
間
像
と
し
て
で
あ
る）
（1
（

」
と
し）
（1
（

、
大
井
田
晴
彦
氏
が
「
後
宮
の
秩
序
を
乱
す
、
か
か
る
振
る
舞
い
は
帝
王

と
し
て
は
失
格
な
の
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
と
の
純
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
帝
の
姿
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
人
の
男
と
し
て
の
、
独
特

の
魅
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る）
（1
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
帝
の
至
高
の
人
間
性
の
描
写
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
曽
根
誠
一
氏
は
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て
帝
が
「
結
果
的
に
姫
を
心
的
内
面
的
に
「
所
有
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
し
、「
帝
と

か
ぐ
や
姫
と
も
に
相
手
を
思
い
遣
る
こ
と
の
で
き
る
精
神
的
成
長
を
遂
げ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

」
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
帝
の

独
り
住
み
に
帝
の
理
想
性
を
見
る
指
摘
は
も
ち
ろ
ん
首
肯
さ
れ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
帝
が
天
の
人
た
る
か
ぐ
や
姫
に
よ
り
、
擬
似
的
な

〈
死
〉
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
擬
似
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
途
な
恋
ゆ
え
に
男
が
死
ぬ

物
語
は
、
人
々
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
〈
死
〉
を
迎
え
る
男
が
「
帝
」
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、『
竹

取
物
語
』
は
理
想
の
恋
の
有
り
様
を
描
く
か
に
み
え
て
、
天
に
よ
り
こ
の
世
の
治
世
が
危
機
的
な
状
況
に
お
か
れ
た
こ
と
を
鋭
く
描
き
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
、〈
死
〉
を
取
り
戻
す
帝

独
り
住
み
の
続
く
中
、
帝
は
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
使
い
を
送
っ
て
詳
細
を
確
認
す
る
。
帝
は
、「
一

目
見
た
ま
ひ
し
御
心
に
だ
に
忘
れ
た
ま
は
ぬ
に
、
明
け
暮
れ
見
慣
れ
た
る
か
ぐ
や
姫
を
や
り
て
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」（
六
八
頁
）
と
翁

を
思
い
や
っ
て
お
り）
（1
（

、
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
を
育
む
な
か
で
、
人
間
的
に
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
御
狩
り
に
出
か
け
、

自
敬
表
現
を
多
用
す
る
強
権
的
な
帝
の
面
影
は
も
は
や
な
い
。

結
局
帝
の
送
っ
た
人
々
は
か
ぐ
や
姫
を
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
ぐ
や
姫
は
月
に
帰
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
に
か
ぐ
や
姫
が
帝

に
送
っ
た
文
は
、「
心
強
く
う
け
た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
こ
と
、
な
め
げ
な
る
も
の
に
思
し
め
し
と
ど
め
ら
れ
ぬ
る
な
む
、
心
に
と
ま
り

は
べ
り
ぬ
る
」（
七
五
頁
）
と
、帝
の
心
に
自
分
の
悪
い
印
象
が
残
る
こ
と
を
気
に
す
る
と
い
う
、か
ぐ
や
姫
の
心
情
が
伝
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
和
歌
、「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
」（
七
五
頁
）
に
は
、
か
ぐ

や
姫
か
ら
帝
へ
の
「
あ
は
れ
」
が
表
出
さ
れ
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
帝
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
る
。
高

田
祐
彦
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
と
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、「
帝
に
お
い
て
は
か
ろ
う
じ
て
あ
り
え
た
心
の
交
流

と
永
遠
の
別
離
の
均
衡
は
、
柏
木
の
場
合
無
惨
に
も
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る）
（1
（

」
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
関
係
か
ら
は
、

反
転
す
る
も
の
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
の
「
か
う
、
い
と
つ
ら
き
御
心
に
う
つ
し
心
も
失
せ
は
べ
り
ぬ
。
す
こ
し
思
ひ
の
ど
め
よ

と
思
さ
れ
ば
、
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
「
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
」（「
若
菜
下
」
四
―
二
二
八
頁
）
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。
柏
木

は
せ
め
て
「
あ
は
れ
」
と
だ
け
で
も
言
っ
て
く
れ
た
ら
と
願
っ
て
お
り
、「
あ
は
れ
」
が
相
手
を
思
う
心
の
慰
撫
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、「
ひ
ろ
げ
て
御
覧
じ
て
、
い
と
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
物
も
き
こ
し
め
さ
ず
。
御
遊
び
な
ど

も
な
か
り
け
り
」（
七
六
頁
）
と
い
う
状
態
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
も
帝
と
し
て
は
自
身
の
正
統
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
り）
（1
（

、
か
ぐ
や

姫
が
『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
御
世
に
与
え
る
傷
が
さ
ら
に
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
叙
情
的
な
物
語
の
筆
致
と
は
別
の
問
題
と
し
て
お

さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
の
後
、
帝
は
富
士
山
に
て
「
御
文
」「
不
死
の
薬
の
壺
」（
七
七
頁
）
を
焼
か
せ
る）
（1
（

。
こ
の
不
死
の
薬
を
焼
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高

橋
亨
氏
が
「
帝
は
「
天
人
」
に
対
峙
す
べ
き
人
間
界
の
王
と
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の
記
憶
と
と
も
に
、
公
的
な
立
場
か
ら
不
死
の
薬
を
拒
絶

し
た
の
だ
と
い
う
読
み
が
成
り
立
つ
。
律
令
王
権
の
天
皇
と
し
て
の
、「
天
人
」
と
の
訣
別
で
あ
る）
11
（

」
と
さ
れ
た
こ
と
に
そ
の
意
義
は
集

約
さ
れ
る）
1（
（

。
し
か
し
、「
魂
を
と
ど
め
た
」
こ
と
に
よ
り
、
死
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
帝
が
、「
不
死
の
薬
」
を
前
に
、
そ
れ
を
燃
や

し
て
死
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
訪
れ
る
死
ま
で
は
「
生
き
る
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
帝

個
人
の
問
題
と
し
て
、「
不
死
の
薬
」
の
拒
否
が
「
死
の
受
容
」
と
し
て
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る）
11
（

。
そ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫

に
か
か
わ
る
も
の
を
焼
く
こ
と
も
、「
魂
を
と
ど
め
た
」
相
手
に
か
か
わ
る
も
の
を
焼
く
こ
と
で
魂
を
取
り
戻
す
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、
不
死
の
薬
を
焼
き
、
死
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
魂
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
後
帝
が

生
き
て
い
く
世
界
は
、
魂
を
と
ど
め
る
ほ
ど
に
愛
す
る
人
を
失
っ
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
帝
は
「
帝
」
と
し
て
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
生
き
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、『
竹
取
物
語
』
最
終
末
部
の
富
士
山
の
語
源
説
話
が
、
不
死

の
薬
を
焼
い
た
こ
と
で
は
な
く
、
帝
の
勅
使
つ
き
の
い
は
が
さ
と
そ
の
士
た
ち
の
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
示
唆
的
で
あ

る）
11
（

。
帝
は
か
ぐ
や
姫
を
失
っ
た
が
、
帝
と
し
て
の
自
ら
を
取
り
戻
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
は
月
か
ら
の
人
か
ぐ
や
姫

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
御
世
の
混
乱
を
、
帝
が
帝
と
し
て
の
自
ら
を
取
り
戻
す
と
い
う
形
で
終
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
、
か
ぐ
や
姫
に
ひ
か
れ
、
そ
れ
に
よ
り
「
魂
を
と
ど
め
」
た
と
描
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
魂

を
と
ど
め
る
と
い
う
表
現
は
、
相
手
に
深
く
執
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
他
作
品
に
お
け
る
魂
の
描
写
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
確
認
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
思
う
相
手
の
も
と
に
魂
を
と
ど
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
死
と
隣
り

一
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合
わ
せ
の
執
着
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
物
語
は
、
し
ば
し
ば
、
か
ぐ
や
姫
を
思
う
至
高
の
愛
の
描
写
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
が
で
き
る
至
高
の
人
と
し
て

の
帝
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
え
、
そ
れ
が
御
世
の
危
機
的
状
況
に
つ
な
が
る
と
い
う
面
は
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
帝
が

魂
を
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
と
ど
め
、
生
け
る
骸
と
な
っ
た
状
況
は
、
ま
さ
し
く
御
世
の
危
機
的
な
状
況
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
相
手
を
愛
し
、

御
世
を
狂
わ
せ
て
い
く
中
古
の
物
語
の
帝
と
し
て
は
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
帝
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
先

行
し
て
、
ひ
と
り
の
相
手
を
愛
し
、
御
世
を
狂
わ
せ
る
帝
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
あ
る
。

し
か
し
、『
竹
取
物
語
』
は
、
帝
を
御
世
を
狂
わ
せ
た
ま
ま
の
帝
で
は
終
わ
ら
せ
な
か
っ
た
。
天
人
が
与
え
た
不
死
の
薬
を
拒
絶
す
る

こ
と
で
、
生
け
る
骸
を
脱
し
、
い
ず
れ
来
る
死
を
受
容
す
る
帝
を
描
く
。
ま
た
、
愛
す
る
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
処
分
を

行
い
、
人
間
な
ら
ざ
る
者
を
愛
し
た
こ
と
の
決
着
を
自
分
自
身
で
つ
け
る
帝
を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
は
、「
勅
使
」

が
「
士
ど
も
あ
ま
た
」
を
引
き
つ
れ
て
行
う
と
描
か
れ
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
に
月
の
世
界
を
拒
絶
し
、
か
ぐ
や
姫
を
拒
絶
し
た
こ
と

を
見
せ
る
行
為
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
帝
は
、
帝
と
し
て
再
び
『
竹
取
物
語
』
の
御
世
の
中
で
機
能
し
て
い
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

帝
は
、
か
ぐ
や
姫
が
去
っ
た
後
の
地
上
世
界
で
、
五
人
の
有
力
な
貴
公
子
を
失
い
、
ま
た
三
年
も
の
間
機
能
不
全
に
陥
っ
た
御
世
の
再

構
築
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
翁
を
気
遣
う
こ
と
の
で
き
る
人
と
し
て
変
貌
し
た
帝
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ

た
新
た
な
御
世
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。『
竹
取
物
語
』
が
帝
と
、
帝
の
指
示
し
た
行
為
に
よ
っ
て
終
息
し
て
い
く
こ

と
は
、
こ
の
世
の
秩
序
を
重
ん
じ
る
『
竹
取
物
語
』
の
世
界
観
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

�����������������������������

註
（1）
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
頁
数
を
付
す
。
傍
線
等
は
適
宜
補
っ
て
い
る
。

（2）
曽
根
誠
一
氏
は
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
の
言
葉
か
ら
、「
支
配
（
所
有
）
者
と
被
支
配
（
被
所
有
）
者
と
い
う
帝
と
地
上
の
人
々
と
の
あ
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り
よ
う
と
は
異
な
る
、
対
等
・
平
等
の
あ
り
よ
う
を
前
提
と
し
て
い
た
」
と
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
帝

と
翁
の
位
相
―
か
ぐ
や
姫
を
「
見
る
」
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
を
視
点
と
し
て
―
」『
研
究
講
座
竹
取
物
語
の
視
界
』
新
典
社　

一
九
九
八
年　

二
九
八
頁
）。

（3）
小
嶋
菜
温
子
氏
は
、
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
階
層
差
こ
そ
が
二
人
の
関
係
の
緊
迫
感
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（「
か
ぐ

や
姫
の
〈
罪
〉
と
帝
―
『
今
昔
物
語
集
』
竹
取
説
話
の
世
界
観
か
ら
」『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
―
王
朝
文
化
史
論
』
有
斐
閣　

二
〇
〇
四
年
）。

（4）
こ
の
場
面
に
お
け
る
帝
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（2）
に
お
い
て
曽
根
氏
が
「
地
上
世
界
の
支
配
者
と
し
て
の
帝
独
自
の
意
味
合
い
は
、

既
に
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
は
、
有
効
性
を
持
ち
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
三
〇
二
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
長
沼
英
二
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
の
地
の
文
の
敬
語
表
現
に
着
目
さ
れ
、「
天
皇
は
、
つ
ね
に
敬
意
対
象
と
す
る
」
と
い
う
規

則
が
あ
っ
た
う
え
で
、「
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
の
間
に
共
感
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
か
ぐ
や
姫
を
敬
意
対
象
と
す
る
」

と
い
う
規
則
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
竹
取
物
語
の
地
の
表
現
の
敬
語
」『
研
究
講
座
竹
取
物
語
の
視
界
』
三
二
四
頁
）。

（5）
「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
し
て
な
む
、
帰
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
」
の
部
分
は
、
諸
本
に
大
き
な
異
同
は
な
い
（『
竹
取
物
語
本
文
集
成
』

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
八
年
）。

（6）
二
人
の
例
の
ほ
か
に
も
、
母
を
恋
う
浮
舟
に
つ
い
て
も
「
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
る
な
る
も
の
」（「
浮
舟
」
六
―
一
九
六
頁
）

と
描
か
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
『
古
今
和
歌
集
』
九
九
二
番
歌
も
含
め
、
男
女
の
仲
に
限
ら
ず
、
相
手
を
深
く
思
う
と
魂
が
あ
く
が

れ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
み
ら
れ
る
。

（7）
江
口
郁
海
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
玉
鬘
求
婚
譚
に
か
か
わ
る
蛍
兵
部
卿
宮
の
「
独
り
住
み
」
の
表
現
に
着
目
さ
れ
、
蛍
兵
部
卿
宮

が
『
竹
取
物
語
』
の
帝
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
し
、
蛍
兵
部
卿
宮
と
『
竹
取
物
語
』
の
帝
に
は
、
と
も
に
光
に
よ
っ
て
写
し
出

さ
れ
る
こ
と
で
思
う
人
の
姿
を
見
る
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
（「
玉
鬘
求
婚
譚
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』
引
用
―
求

婚
者
・
蛍
兵
部
卿
宮
と
「
翁
」
と
し
て
の
光
源
氏
―
」「
学
芸
国
語
国
文
学
」
五
〇
巻　

二
〇
一
八
年
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
冷

一
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泉
帝
と
『
竹
取
物
語
』
の
帝
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
本
橋
裕
美
氏
「
冷
泉
朝
の
終
焉
―
玉
鬘
物
語
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
斎
宮
の
文
学
史
』翰
林
書
房　

二
〇
一
六
年
が
あ
る
）。『
竹
取
物
語
』で
帝
が
か
ぐ
や
姫
を
見
た
光
は
蛍
の
光
で
は
な
い
が
、

「
光
満
ち
」
た
な
か
に
い
た
か
ぐ
や
姫
の
様
子
や
か
ぐ
や
姫
と
の
出
会
い
が
帝
の
魂
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま

た
、
竹
内
正
彦
氏
は
、『
伊
勢
物
語
』
三
九
段
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、「
蛍
に
魂
を
見
る
と
い
う
感
覚
は
、
男
の
歌
を
理
解
す
る
う
え

で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
と
な
ろ
う
」（
一
九
一
頁
）
と
し
た
う
え
で
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
蛍
」
は
、「
そ
の
い
ず
れ

も
が
人
の
死
に
か
か
わ
る
」（
一
九
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
（「
蛍
火
で
女
を
見
る
話
―
『
伊
勢
物
語
』
三
九
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
伊

勢
物
語
の
表
現
史
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
四
年
）。
魂
と
死
の
問
題
と
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。

（8）
『
竹
取
物
語
』
の
帝
と
か
ぐ
や
姫
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
物
語
に
「
変
奏
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
の

意
義
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
氏
、
後
藤
祥
子
氏
、
三
田
村
雅
子
氏
、
河
添
房
江
氏
に
よ
る
「
共
同
討
議　

玉
鬘
十
帖
を
読
む
」（
国

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
二
巻
第
一
三
号　

一
九
八
七
年
一
一
月
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（9）
高
田
祐
彦
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
遊
離
す
る
魂
に
つ
い
て
、
当
該
歌
や
前
述
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
、
そ
の
他
の
和
歌

を
も
と
に
検
討
さ
れ
、「
恋
の
思
い
の
極
限
と
し
て
の
離
魂
が
、
習
俗
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歌
の
表
現
と
し
て
あ
る
程
度
馴
致

し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
（「
身
の
は
て
の
想
像
力
―
柏
木
の
魂
と
死
―
」『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京

大
学
出
版
会　

二
〇
〇
三
年　

三
四
六
頁
）。

（（1）
前
掲
註
（3）　

八
八
頁
。

（（（）
室
田
知
香
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
『
竹
取
物
語
』
受
容
に
つ
い
て
、「『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
が
人
の
死
―
よ
り
正
確

に
は
人
の
死
と
そ
し
て
そ
の
の
ち
の
火
葬
に
よ
る
現
世
か
ら
の
消
滅
―
と
通
う
も
の
と
し
て
凝
視
さ
れ
、
真
っ
向
か
ら
重
ね
ら
れ
て

い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
第
二
部
、
殊
に
御
法
巻
に
お
い
て
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
が
柏
木
巻
以
来
、『
竹
取
物
語
』
の
も
つ

世
界
観
を
再
解
釈
し
吸
収
し
て
い
こ
う
と
す
る
一
連
の
流
れ
の
中
に
あ
る
も
の
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
（「『
源

氏
物
語
』
第
二
部
後
半
の
『
竹
取
物
語
』
受
容
」「
中
古
文
学
」
第
八
五
巻　

二
〇
一
〇
年
）。

一
五
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（（1）
菅
原
秀
氏
「『
竹
取
物
語
』
の
帝
像
」（「
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
四
号　

二
〇
〇
八
年
）。

（（1）
倉
又
幸
良
氏
も
、「
帝
・
か
ぐ
や
姫
の
威
厳
と
美
に
満
ち
た
内
面
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、『
内
伝
』
が
漢
書
的
変
形
を
も
加
え
な
が

ら
帝
物
語
の
枠
組
と
な
っ
て
い
く
」と
い
う
形
で
帝
の
内
面
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る（
倉
又
幸
良
氏「『
竹
取
物
語
』の
帝
物
語
―『
漢

武
帝
内
伝
』
か
ら
の
離
陸
―
」『
研
究
講
座
竹
取
物
語
の
視
界
』）。　

（（1）
大
井
田
晴
彦
氏
「
八　

狩
の
行
幸
―
帝
の
求
婚　
【
鑑
賞
】」（『
竹
取
物
語　

現
代
語
訳
対
照
・
索
引
付
』
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
年

七
七
頁
）。
同
節
の
な
か
で
大
井
田
氏
も
、
帝
が
か
ぐ
や
姫
に
敬
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
て
い
る
。

（（1）
前
掲
註
（2）
三
〇
三
頁
、
三
一
二
頁
。

（（1）
久
保
堅
一
氏
は
、
翁
と
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
、
仏
教
的
に
は
絶
た
ね
ば
な
ら
な
い
「
恩
愛
」
を
『
竹
取
物
語
』
は
否
定
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、『
竹
取
物
語
』の
主
題
が
仏
教
思
想
に
抗
う
も
の
と
し
て
生
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る（「『
竹
取
物
語
』と
仏
伝
」

「
中
古
文
学
」
第
七
七
巻　

二
〇
〇
六
年
）。
一
方
で
塚
原
明
弘
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
が
受
け
る
浄
土
教
の
影
響
に
つ
い
て
指
摘
さ

れ
て
お
り
（「
天
の
迎
え
と
極
楽
の
迎
え
―
『
竹
取
物
語
』
成
立
の
背
景
と
し
て
の
浄
土
教
―
」「
日
本
文
学
」
第
五
八
巻
第
六
号　

二
〇
〇
九
年
六
月
）、『
竹
取
物
語
』
が
描
こ
う
と
す
る
も
の
が
同
時
代
の
背
景
な
ど
も
取
り
込
み
、
非
常
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。

（（1）
高
田
祐
彦
氏
前
掲
註
（9）
三
五
五
頁
。
な
お
、
高
田
氏
は
柏
木
の
遊
離
す
る
魂
が
「
絶
え
ざ
る
も
の
思
い
を
形
象
化
」
し
て
い
る
と
さ

れ
、
あ
わ
せ
て
、「
竹
取
の
帝
も
ま
た
か
ぐ
や
姫
に
魂
が
遊
離
す
る
ほ
ど
の
執
着
を
感
じ
て
い
た
」（
三
五
五
頁
）
と
、『
竹
取
物
語
』

の
帝
が
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
魂
を
と
ど
め
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（（1）
こ
の
こ
と
は
、
古
川
美
知
代
氏
「
拒
食
す
る
桐
壺
帝
―
「
桐
壺
」
巻
を
中
心
に
―
」（「
物
語
文
学
論
究
」
第
一
二
号　

二
〇
〇
七
年

三
月
）、春
日
美
穂
「
朱
雀
院
の
「
遊
び
」
―
「
澪
標
」
巻
の
記
述
を
始
発
と
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
帝
―
人
物
と
表
現
の
連
関
―
』

お
う
ふ
う　

二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（（1）
『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
文
を
焼
く
こ
と
の
意
味
に
着
目
さ
れ
た
論
と
し
て
、
陣
野
英
則
氏
「
自
ら
の
言
葉
を
処
分
す
る
仮
名
文
書
―

一
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平
安
時
代
の
和
文
―
」（『
源
氏
物
語
論
―
女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
―
』勉
誠
出
版　

二
〇
一
六
年
）が
あ
る
。仲
田
美
咲
氏
は
、『
竹

取
物
語
』
の
帝
が
文
を
焼
か
せ
る
こ
と
の
国
家
祭
祀
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（「『
竹
取
物
語
』
御
文
と
不
死
の

薬
を
焼
か
せ
る
帝
―
「
頂
」
と
「
峰
」
を
起
点
と
し
て
―
」
国
学
院
大
学
国
文
学
会
二
〇
二
〇
年
一
月
例
会
口
頭
発
表
）。

（11）
高
橋
亨
氏
「『
竹
取
物
語
』
の
〈
終
わ
り
〉
と
物
語
史
の
は
じ
ま
り
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
七
五
巻
三
号　

二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（1（）
『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
〈
死
〉
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
さ
れ
た
の
が
小
嶋
菜
温
子
氏
で
あ
る
。
氏
は
嵯
峨
・
淳
和
・
仁
明
朝
に
お

け
る
帝
の
〈
魂
〉
や
〈
死
〉
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
タ
タ
リ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（「
王
の
死
と
身

体　

ケ
ガ
レ
の
制
度
史
」『
か
ぐ
や
姫
幻
想
―
皇
権
と
禁
忌
〔
新
装
版
〕』
森
話
社　

二
〇
〇
二
年
）。

（11）
関
根
賢
司
氏
は
帝
が
自
分
で
不
死
の
薬
を
焼
く
こ
と
に
つ
い
て
、
死
の
起
源
説
話
と
関
連
さ
せ
、
人
間
の
、
死
へ
の
肯
定
が
、「
文

学
や
思
想
の
発
生
す
る
ト
ポ
ス
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（「
死
の
起
源　
〈
帝
〉
の
系
譜
学
」『
竹
取
物
語
論　

神
話
／
系
譜
学
』
お
う

ふ
う　

二
〇
〇
五
年　

一
九
二
頁
）。
ま
た
、
梅
山
秀
幸
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
死
と
文
武
天
皇
の
死
を
連
関
さ
せ
て
検
討
し

て
い
る
（「
物
語
の
中
の
み
か
ど
」『
か
ぐ
や
姫
の
光
と
影　

物
語
の
初
め
に
隠
さ
れ
た
こ
と
』
人
文
書
院　

一
九
九
一
年
）。

（11）
小
嶋
菜
温
子
氏
も
、前
掲
注
三
に
お
い
て
、『
竹
取
物
語
』
終
末
部
が
律
令
皇
権
の
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
み
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

一
七


