
　

つ
ま
り
、
鬚
黒
大
将
は
北
の
方
が
「
ふ
す
べ
恨
み
」
で
も
し
て
く
れ

る
の
だ
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
は
「
む
か
へ
火
」
を
仕
掛
け
る
こ
と
も

で
き
る
の
に
、
実
際
の
北
の
方
は
や
き
も
ち
を
や
く
ど
こ
ろ
か
か
い
が

い
し
く
世
話
を
や
い
て
、
そ
ん
な
そ
ぶ
り
さ
え
見
せ
な
い
の
で
、「
む

か
へ
火
」
の
出
番
な
ど
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
ふ
す
べ
恨
み
」
の
「
ふ
す
ぶ
（
燻
ぶ
）」
に
は
「
く
す
ぶ
る
。
い
ぶ

る
。」の
ほ
か
に「
嫉
妬
す
る
。や
き
も
ち
を
や
く
。」（『
古
語
大
辞
典
』）

（
３
）
の
意
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
を
掛
け
て
、「
嫉
妬
し

て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
」
る
こ
と
を
北
の
方
に
よ
る
「
火
攻
め
」
と

捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
逆
に
腹
を
立
て
て
出
て
い
く
」
こ
と
を
「
む

か
へ
火
」
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
い
う
「
む
か
へ
火
」
の
語
は
、
野
焼
き
に
よ
る

火
難
と
き
わ
め
て
か
か
わ
り
の
深
い
一
語
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
む
か
へ
火
」
の
語
の
典
拠
と
し
て
、
四よ
つ
つ
じ
よ
し
な
り

辻
善
成
の
『
河か

海か
い

抄し
よ
う

』
は
『
日
本
書
紀
』
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

 

日
本
紀
第
七
曰
賊
有
殺
王
之
情
王
謂
日
本

武
尊
也

放
火
焼
其
野
王
知
被
欺
則
以

燧
出
火
向
焼
而
得
免
／
日
本
武
尊
東
夷
を
征
し
給
し
時
駿
河
国
に

て
賊
徒
野
を
焼
し
に
尊
十
束
剣
に
て
草
を
か
り
給
て
向
焼
た
か
れ

し
事
な
り

 

（
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
巻
第
十
一
）（
４
）

　

つ
ま
り
、『
河
海
抄
』
は
『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
あ
る
「
む

か
へ
火
」
の
語
が
『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
に
記
さ
れ
た
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
の
説

話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
に
は
、
日
本
武
尊
が
東
征
し
た
お
り
の
説
話

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
、
初は
じ

め
て
駿す
る

河が

に
至い
た

り
た
ま
ふ
。
其そ

の
処と
こ
ろ

の
賊あ
た

、
陽い
つ
は

り

従し
た
が

ひ
て
、
欺あ
ざ
む

き
て
曰い
は

く
、「
是
の
野の

に
、
麋お
ほ

鹿し
か

甚は
な
は

だ
多お
ほ

し
。
気い
き

は

朝あ
さ

霧ぎ
り

の
如ご
と

く
、
足あ
し

は
茂も
き

林は
や
し

の
如
し
。
臨い
で
ま

し
て
狩か

り
た
ま
へ
」
と
い

ふ
。
日
本
武
尊
、
其そ

の
言こ
と

を
信う

け
た
ま
ひ
、
野の

中な
か

に
入い

り
て
覓か

獣り

し
た
ま
ふ
。
賊あ
た

、
王み
こ

を
殺こ
ろ

さ
む
と
い
ふ
情こ
こ
ろ

有あ

り
て
、
王み
こ

と
は
日
本

武
尊
を
謂い

ふ
。
火ひ

を
放つ

け
て
其
の
野の

を
焼や

く
。
王
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
と
知し

ろ
し
め
し
て
、
則す
な
は

ち
燧ひ
う
ち

を
以も

ち
て
火
を
出
う
ち
い
だ

し
、
向む
か
ひ
び
つ焼
け
て
免ま
ぬ
か

る

る
こ
と
得え

た
ま
ふ
。
一あ
る

に
云い

は
く
、
王み
こ

の
佩は

か
せ
る
剣つ
る
ぎ

藂も
ら

雲く
も

、
自お
の

づ
か

ら
に
抽ぬ

け
て
、
王
の
傍
か
た
は
ら

の
草く
さ

を
薙な

ぎ
攘は
ら

ふ
。
是こ
れ

に
因よ

り
て
免
る
る
こ
と
得

た
ま
ふ
。
故か
れ

、
其
の
剣
を
号な
づ

け
て
草く
さ

薙な
ぎ

と
曰い

ふ
と
い
ふ
。
藂
雲
、
此こ
こ

に
は
茂も

羅ら

玖く

毛も

と
云い

ふ
。
王
曰の
た
ま

は
く
、「
殆
ほ
と
ほ
と

に
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
」
と
の
た
ま
ふ
。

則
ち
悉
こ
と
ご
と
く

に
其
の
賊あ
た

衆ど
も

を
焚や

き
て
滅ほ
ろ
ぼ

し
た
ま
ふ
。
故か
れ

、
其
の
処と
こ
ろ

を

号な
づ

け
て
焼や
き

津つ

と
曰い

ふ
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
「
景
行
天
皇
」、
三
七
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
は
、
初
め
て
駿す
る

河が

に
到
着
さ
れ
た
。
そ
の

土
地
の
賊
が
偽
っ
て
従
い
、
尊み
こ
と

を
騙だ
ま

し
て
、「
こ
の
野
に
大
鹿
が
た
い

へ
ん
多
く
お
り
ま
す
。
そ
の
吐
く
息
は
朝
霧
の
よ
う
で
、
足
は
茂
っ
た

林
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。お
出
か
け
に
な
っ
て
狩
り
を
な
さ
い
ま
せ
」

と
言
っ
た
。
日
本
武
尊
は
、
そ
の
言
葉
を
信
用
さ
れ
、
野
の
中
に
入
っ

て
狩
り
を
さ
れ
た
。
賊
は
、
か
ね
て
か
ら
王み
こ

を
殺
そ
う
と
す
る
心
が
あ

り
〔
王
と
は
日
本
武
尊
を
い
う
〕、
火
を
放
っ
て
そ
の
野
を
焼
い
た
。
王
は

騙
さ
れ
た
と
気
付
か
れ
る
と
、
即
座
に
火ひ

打う
ち

を
打
っ
て
火
を
起
し
、
迎

え
火
を
つ
け
て
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
〔
一
説
に
、
王
の
腰
に
帯
び

た
剣
の
藂も
ら

雲く
も

が
、
ひ
と
り
で
に
抜
け
て
、
王
の
側そ
ば

近
く
の
草
を
薙な

ぎ
払
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
剣
を
名
付
け
て
草く
さ

薙な
ぎ

と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
。「
藂
雲
」
は
こ
こ
で
は
モ
ラ
ク
モ
と
い
う
〕。
王
は
、

「
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
騙
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
。
そ

（ 2 ）
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『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
〈
火
取
事
件
〉
が
、『
古

事
記
』
神
話
に
お
け
る
大
国
主
の
火
難
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
み

た
時
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
一
語
が
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
む
か
へ
火
」
の
語
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
突
然
の
〈
火
取
事
件
〉
に
遭
遇
す
る
直
前
、

鬚
黒
の
心
境
が
語
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
「
む
か
へ
火
」
の
語
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

暮
れ
ぬ
れ
ば
、
心
も
空
に
浮
き
た
ち
て
、
い
か
で
出い

で
な
ん
と
思

ほ
す
に
、
雪
か
き
た
れ
て
降
る
。
か
か
る
空
に
ふ
り
出
で
む
も
、

人
目
い
と
ほ
し
う
、
こ
の
御
気け

色し
き

も
、
憎
げ
に
ふ
す
べ
恨
み
な
ど

し
た
ま
は
ば
、
な
か
な
か
こ
と
つ
け
て
、
我
も
む
か
へ
火
つ
く
り

て
あ
る
べ
き
を
、
い
と
お
い
ら
か
に
つ
れ
な
う
も
て
な
し
た
ま
へ

る
さ
ま
の
、
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
い
か
に
せ
む
と
思
ひ
乱
れ
つ

つ
、
格か
う

子し

な
ど
も
さ
な
が
ら
、
端は
し

近
う
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
ま
へ

り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
日
が
暮
れ
る
と
、
大
将
は
心
も
う
わ
の
空
で
、
な
ん

ぞ
し
て
女
君
の
も
と
へ
行
こ
う
と
お
思
い
に
な
る
が
、
あ
い
に
く
雪
が

盛
ん
に
降
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
空
模
様
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く

の
も
人
目
に
立
っ
て
具
合
が
わ
る
い
し
、
そ
れ
に
ま
た
こ
の
北
の
方
の

様
子
も
、
憎
々
し
く
嫉
妬
し
て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
て
く
だ
さ
り
も

す
る
の
だ
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
こ
ち
ら
で
も
逆
に

腹
を
立
て
て
出
て
い
こ
う
も
の
を
、
ま
こ
と
に
お
っ
と
り
と
平
静
に
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
、
じ
っ
さ
い
不ふ

憫び
ん

に
思
わ
れ
る
の
で
、
ど
う
し

た
も
の
か
と
迷
い
な
が
ら
、
格こ
う

子し

な
ど
も
上
げ
た
ま
ま
に
し
て
端
近
い

所
で
ぼ
ん
や
り
と
考
え
こ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

盛
ん
に
降
り
つ
づ
く
雪
を
前
に
、
不
憫
な
妻
を
う
ち
捨
て
て
玉
鬘
の

も
と
へ
出
か
け
た
も
の
か
ど
う
か
を
鬚
黒
大
将
が
逡
巡
す
る
場
面
で
あ

る
。

　

こ
こ
に
「
む
か
へ
火
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
む
か
へ
火
」
と
は
「
む
か
ひ
火
」
と
も
言
っ
て
、
本
居
宣
長
が
、

「
彼カ
ナ

方タ

よ
り
焼ヤ
ケ

来ク

る
火
に
向
ひ
て
、
又
此コ
ナ

方タ

よ
り
も
火
を
着ツ
ケ

て
焼ヤ
ク

を
云
、

如カ

此ク

為ス

れ
ば
、
彼カ
ナ

方タ

の
火
の
勢ヒ
弱ヨ
ワ

り
て
負マ

く
る
な
り
」（『
古
事
記
伝
』）

（
１
）
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、「
野
火
な
ど
の
燃
え
進
ん
で
く
る

火
に
対
し
て
、
火
勢
を
弱
め
進
行
を
く
い
止
め
る
た
め
に
こ
ち
ら
か
ら

つ
け
る
火
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』）（
２
）の
こ
と
を
い
う
。

（ 1 ）
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つ
ま
り
、
鬚
黒
大
将
は
北
の
方
が
「
ふ
す
べ
恨
み
」
で
も
し
て
く
れ

る
の
だ
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
は
「
む
か
へ
火
」
を
仕
掛
け
る
こ
と
も

で
き
る
の
に
、
実
際
の
北
の
方
は
や
き
も
ち
を
や
く
ど
こ
ろ
か
か
い
が

い
し
く
世
話
を
や
い
て
、
そ
ん
な
そ
ぶ
り
さ
え
見
せ
な
い
の
で
、「
む

か
へ
火
」
の
出
番
な
ど
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
ふ
す
べ
恨
み
」
の
「
ふ
す
ぶ
（
燻
ぶ
）」
に
は
「
く
す
ぶ
る
。
い
ぶ

る
。」の
ほ
か
に「
嫉
妬
す
る
。や
き
も
ち
を
や
く
。」（『
古
語
大
辞
典
』）

（
３
）
の
意
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
を
掛
け
て
、「
嫉
妬
し

て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
」
る
こ
と
を
北
の
方
に
よ
る
「
火
攻
め
」
と

捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
逆
に
腹
を
立
て
て
出
て
い
く
」
こ
と
を
「
む

か
へ
火
」
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
い
う
「
む
か
へ
火
」
の
語
は
、
野
焼
き
に
よ
る

火
難
と
き
わ
め
て
か
か
わ
り
の
深
い
一
語
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
む
か
へ
火
」
の
語
の
典
拠
と
し
て
、
四よ
つ
つ
じ
よ
し
な
り

辻
善
成
の
『
河か

海か
い

抄し
よ
う

』
は
『
日
本
書
紀
』
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

 

日
本
紀
第
七
曰
賊
有
殺
王
之
情
王
謂
日
本

武
尊
也

放
火
焼
其
野
王
知
被
欺
則
以

燧
出
火
向
焼
而
得
免
／
日
本
武
尊
東
夷
を
征
し
給
し
時
駿
河
国
に

て
賊
徒
野
を
焼
し
に
尊
十
束
剣
に
て
草
を
か
り
給
て
向
焼
た
か
れ

し
事
な
り

 

（
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
巻
第
十
一
）（
４
）

　

つ
ま
り
、『
河
海
抄
』
は
『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
あ
る
「
む

か
へ
火
」
の
語
が
『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
に
記
さ
れ
た
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
の
説

話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
に
は
、
日
本
武
尊
が
東
征
し
た
お
り
の
説
話

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
、
初は
じ

め
て
駿す
る

河が

に
至い
た

り
た
ま
ふ
。
其そ

の
処と
こ
ろ

の
賊あ
た

、
陽い
つ
は

り

従し
た
が

ひ
て
、
欺あ
ざ
む

き
て
曰い
は

く
、「
是
の
野の

に
、
麋お
ほ

鹿し
か

甚は
な
は

だ
多お
ほ

し
。
気い
き

は

朝あ
さ

霧ぎ
り

の
如ご
と

く
、
足あ
し

は
茂も
き

林は
や
し

の
如
し
。
臨い
で
ま

し
て
狩か

り
た
ま
へ
」
と
い

ふ
。
日
本
武
尊
、
其そ

の
言こ
と

を
信う

け
た
ま
ひ
、
野の

中な
か

に
入い

り
て
覓か

獣り

し
た
ま
ふ
。
賊あ
た

、
王み
こ

を
殺こ
ろ

さ
む
と
い
ふ
情こ
こ
ろ

有あ

り
て
、
王み
こ

と
は
日
本

武
尊
を
謂い

ふ
。
火ひ

を
放つ

け
て
其
の
野の

を
焼や

く
。
王
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
と
知し

ろ
し
め
し
て
、
則す
な
は

ち
燧ひ
う
ち

を
以も

ち
て
火
を
出
う
ち
い
だ

し
、
向む
か
ひ
び
つ焼
け
て
免ま
ぬ
か

る

る
こ
と
得え

た
ま
ふ
。
一あ
る

に
云い

は
く
、
王み
こ

の
佩は

か
せ
る
剣つ
る
ぎ

藂も
ら

雲く
も

、
自お
の

づ
か

ら
に
抽ぬ

け
て
、
王
の
傍
か
た
は
ら

の
草く
さ

を
薙な

ぎ
攘は
ら

ふ
。
是こ
れ

に
因よ

り
て
免
る
る
こ
と
得

た
ま
ふ
。
故か
れ

、
其
の
剣
を
号な
づ

け
て
草く
さ

薙な
ぎ

と
曰い

ふ
と
い
ふ
。
藂
雲
、
此こ
こ

に
は
茂も

羅ら

玖く

毛も

と
云い

ふ
。
王
曰の
た
ま

は
く
、「
殆
ほ
と
ほ
と

に
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
」
と
の
た
ま
ふ
。

則
ち
悉
こ
と
ご
と
く

に
其
の
賊あ
た

衆ど
も

を
焚や

き
て
滅ほ
ろ
ぼ

し
た
ま
ふ
。
故か
れ

、
其
の
処と
こ
ろ

を

号な
づ

け
て
焼や
き

津つ

と
曰い

ふ
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
「
景
行
天
皇
」、
三
七
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
は
、
初
め
て
駿す
る

河が

に
到
着
さ
れ
た
。
そ
の

土
地
の
賊
が
偽
っ
て
従
い
、
尊み
こ
と

を
騙だ
ま

し
て
、「
こ
の
野
に
大
鹿
が
た
い

へ
ん
多
く
お
り
ま
す
。
そ
の
吐
く
息
は
朝
霧
の
よ
う
で
、
足
は
茂
っ
た

林
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。お
出
か
け
に
な
っ
て
狩
り
を
な
さ
い
ま
せ
」

と
言
っ
た
。
日
本
武
尊
は
、
そ
の
言
葉
を
信
用
さ
れ
、
野
の
中
に
入
っ

て
狩
り
を
さ
れ
た
。
賊
は
、
か
ね
て
か
ら
王み
こ

を
殺
そ
う
と
す
る
心
が
あ

り
〔
王
と
は
日
本
武
尊
を
い
う
〕、
火
を
放
っ
て
そ
の
野
を
焼
い
た
。
王
は

騙
さ
れ
た
と
気
付
か
れ
る
と
、
即
座
に
火ひ

打う
ち

を
打
っ
て
火
を
起
し
、
迎

え
火
を
つ
け
て
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
〔
一
説
に
、
王
の
腰
に
帯
び

た
剣
の
藂も
ら

雲く
も

が
、
ひ
と
り
で
に
抜
け
て
、
王
の
側そ
ば

近
く
の
草
を
薙な

ぎ
払
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
剣
を
名
付
け
て
草く
さ

薙な
ぎ

と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
。「
藂
雲
」
は
こ
こ
で
は
モ
ラ
ク
モ
と
い
う
〕。
王
は
、

「
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
騙
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
。
そ

（ 2 ）
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古
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『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
〈
火
取
事
件
〉
が
、『
古

事
記
』
神
話
に
お
け
る
大
国
主
の
火
難
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
み

た
時
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
一
語
が
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
む
か
へ
火
」
の
語
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
突
然
の
〈
火
取
事
件
〉
に
遭
遇
す
る
直
前
、

鬚
黒
の
心
境
が
語
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
「
む
か
へ
火
」
の
語
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

暮
れ
ぬ
れ
ば
、
心
も
空
に
浮
き
た
ち
て
、
い
か
で
出い

で
な
ん
と
思

ほ
す
に
、
雪
か
き
た
れ
て
降
る
。
か
か
る
空
に
ふ
り
出
で
む
も
、

人
目
い
と
ほ
し
う
、
こ
の
御
気け

色し
き

も
、
憎
げ
に
ふ
す
べ
恨
み
な
ど

し
た
ま
は
ば
、
な
か
な
か
こ
と
つ
け
て
、
我
も
む
か
へ
火
つ
く
り

て
あ
る
べ
き
を
、
い
と
お
い
ら
か
に
つ
れ
な
う
も
て
な
し
た
ま
へ

る
さ
ま
の
、
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
い
か
に
せ
む
と
思
ひ
乱
れ
つ

つ
、
格か
う

子し

な
ど
も
さ
な
が
ら
、
端は
し

近
う
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
ま
へ

り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
日
が
暮
れ
る
と
、
大
将
は
心
も
う
わ
の
空
で
、
な
ん

ぞ
し
て
女
君
の
も
と
へ
行
こ
う
と
お
思
い
に
な
る
が
、
あ
い
に
く
雪
が

盛
ん
に
降
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
空
模
様
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く

の
も
人
目
に
立
っ
て
具
合
が
わ
る
い
し
、
そ
れ
に
ま
た
こ
の
北
の
方
の

様
子
も
、
憎
々
し
く
嫉
妬
し
て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
て
く
だ
さ
り
も

す
る
の
だ
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
こ
ち
ら
で
も
逆
に

腹
を
立
て
て
出
て
い
こ
う
も
の
を
、
ま
こ
と
に
お
っ
と
り
と
平
静
に
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
、
じ
っ
さ
い
不ふ

憫び
ん

に
思
わ
れ
る
の
で
、
ど
う
し

た
も
の
か
と
迷
い
な
が
ら
、
格こ
う

子し

な
ど
も
上
げ
た
ま
ま
に
し
て
端
近
い

所
で
ぼ
ん
や
り
と
考
え
こ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

盛
ん
に
降
り
つ
づ
く
雪
を
前
に
、
不
憫
な
妻
を
う
ち
捨
て
て
玉
鬘
の

も
と
へ
出
か
け
た
も
の
か
ど
う
か
を
鬚
黒
大
将
が
逡
巡
す
る
場
面
で
あ

る
。

　

こ
こ
に
「
む
か
へ
火
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
む
か
へ
火
」
と
は
「
む
か
ひ
火
」
と
も
言
っ
て
、
本
居
宣
長
が
、

「
彼カ
ナ

方タ

よ
り
焼ヤ
ケ

来ク

る
火
に
向
ひ
て
、
又
此コ
ナ

方タ

よ
り
も
火
を
着ツ
ケ

て
焼ヤ
ク

を
云
、

如カ

此ク

為ス

れ
ば
、
彼カ
ナ

方タ

の
火
の
勢ヒ
弱ヨ
ワ

り
て
負マ

く
る
な
り
」（『
古
事
記
伝
』）

（
１
）
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、「
野
火
な
ど
の
燃
え
進
ん
で
く
る

火
に
対
し
て
、
火
勢
を
弱
め
進
行
を
く
い
止
め
る
た
め
に
こ
ち
ら
か
ら

つ
け
る
火
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』）（
２
）の
こ
と
を
い
う
。

（ 1 ）
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に
入
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
野
に
大
鹿
が
い
る
の

で
そ
れ
を
狩
り
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
と
い
う
の
に
対
し
て
、『
古
事

記
』
で
は
野
の
真
ん
中
に
大
き
な
沼
が
あ
り
、
そ
こ
に
た
い
へ
ん
勢
い

の
あ
る
荒
々
し
い
神
が
い
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
ろ
う
と

し
て
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
騙
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
即
座
に
火
打
を
打
っ
て
火
を
起
し
、「
む
か
へ
火
」

を
つ
け
て
難
を
免
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
で
は
伊
勢
を

訪
れ
た
際
に
叔
母
の
倭や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

比
売
命
か
ら
袋
を
授
け
ら
れ
、
火
難
の
際
に
そ

の
口
を
開
け
て
み
る
と
火
打
ち
石
が
あ
っ
た
の
で
、
刀
で
草
を
な
ぎ
払

い
、
そ
の
草
に
火
を
つ
け
て
「
む
か
へ
火
」
を
た
き
、
難
を
免
れ
た
と

伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
よ
る
「
む
か
へ
火
」
の

説
話
は
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
に
伝
え
ら
れ
、
細
部
に
お

い
て
相
違
す
る
点
は
あ
る
も
の
の
、「
む
か
へ
火
」
に
よ
っ
て
野
火
の

難
を
か
ら
く
も
回
避
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
の
説
話
は
ほ
と
ん

ど
遜
色
が
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま
で

の
主
要
な
注
釈
書
は
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む

か
へ
火
」
の
典
拠
を
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
の
説
話
と
断
じ
、『
古

事
記
』の
説
話
に
対
し
て
一
顧
だ
に
与
え
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、『
紫
式
部
日
記
』に
あ
る
よ
う
に「
日
本
紀
の
御み

局つ
ぼ
ね

」（
５
）

と
渾
名
さ
れ
た
作
者
に
と
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
は
自
家
薬
籠
中
の
物

で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
引
用
す
る
と
す
れ
ば
、『
日
本
書

紀
』
が
相
応
し
く
、『
古
事
記
』
の
は
ず
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
常
識

が
こ
れ
ま
で
に
ま
か
り
通
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

だ
が
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む
か
へ
火
」
の

典
拠
と
し
て
『
古
事
記
』
の
説
話
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
。す
な
わ
ち
、「
む
か
へ
火
」の
典
拠
が『
古
事
記
』の
説
話
で
あ
っ

た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

九
　
ネ
ズ
ミ
の
文
言

　
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
突
然
の
火
攻
め
に
遭
遇
し
た
際
、
倭
建
命

は
「
む
か
へ
火
」
に
よ
っ
て
危
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
大
国
主
神
は
鼠
の
助
力
に
よ
っ
て
火
難
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
　

 

出い

で
む
所
を
知
ら
ず
あ
り
し
間あ
ひ
だ

に
、
鼠ね
ず
み

、
来
て
云い

ひ
し
く
、「
内う
ち

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
、
如か

此く

言
ひ
き
。
故か
れ

、
其そ

処こ

を
蹈ふ

み
し
か
ば
、
落
ち
て
隠こ
も

り
入
り
し
間あ
ひ
だ

に
、
火
は
焼も

え
過す

ぎ
に

き
。 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

が
逃
げ
道
が
分
か
ら
な
い
で
い
た
と
こ

ろ
、
鼠
が
来
て
、「
内う
ち

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
、
こ
う
言
っ

た
。そ
れ
で
、そ
こ
を
踏
ん
だ
と
こ
ろ
、穴
に
落
ち
て
そ
の
中
に
こ
も
っ

て
い
た
間
に
、
火
は
そ
の
上
を
燃
え
て
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。

　

火
攻
め
に
見
舞
わ
れ
、
逃
げ
道
が
分
か
ら
ず
に
戸
惑
う
大
国
主
の
も

と
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
鼠
が
現
れ
、
土
中
の
穴
を
示
し
た
。
大
国
主

は
そ
の
穴
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
火
難
か
ら
免
れ
、
九
死
に
一
生

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
鼠
は
土
中
の
穴
を
示

す
た
め
に
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
呪
文
の
よ
う
な

言
葉
を
告
げ
た
。
鼠
の
こ
の
言
葉
は
、『
古
事
記
』
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
印
象
的
な
文
言
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
文
言
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
の
な
か
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

富ホ

良ラ

は
、
物
の
中
の
空ウ
ツ
ホ虚
に
し
て
広
き
を
云
、
洞ホ
ラ

な
ど
是
な
り
、

（ 4 ）
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こ
で
残
す
と
こ
ろ
な
く
そ
の
賊
ど
も
を
焼
き
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
土
地
を
名
付
け
て
焼や
き

津つ

と
い
う
。

　

日
本
武
尊
が
駿
河
国
に
至
っ
た
お
り
、
地
元
の
賊
に
騙
さ
れ
て
野
に

入
っ
た
と
こ
ろ
、
野
が
焼
か
れ
、
火
攻
め
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
時
日
本

武
尊
は
、
騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
即
座
に
火
打
を
打
っ
て
火
を
起

し
、「
む
か
へ
火
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
河
海
抄
』
は
こ
れ
を
『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む

か
へ
火
」
の
典
拠
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
河
海
抄
』
に
よ
る
こ
の
指
摘
は
、
以
後
、『
細さ
い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う

』『
孟も
う

津し
ん

抄し
よ
う

』

『
萬ば
ん

水す
い

一い
ち

露ろ

』『
岷み
ん

江ご
う

入に
つ

楚そ

』『
湖こ

月げ
つ

抄し
よ
う

』
な
ど
重
要
な
注
釈
書
に
引
き

継
が
れ
、
こ
こ
に
い
う
「
む
か
へ
火
」
の
語
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
け

る
日
本
武
尊
の
説
話
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
見
方
が
定
説
化
さ
れ
て

い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

だ
が
し
か
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
野
の
な
か
で
火
攻
め
に

遭
遇
す
る
と
い
う
説
話
は
『
日
本
書
紀
』
だ
け
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。『
古
事
記
』
の
な
か
に
も
同
様
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
『
古
事
記
』
中
巻
「
景
行
天
皇
」
の
条
に
は
、
倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
東
征
し
た

お
り
の
説
話
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

相さ
が
む
の武
国く
に

に
到
り
し
時
に
、
其そ

の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

、
詐い
つ
は

り
て
白ま
を

し
し
く
、「
此こ

の
野
の
中
に
大お
ほ

き
沼ぬ
ま

有あ

り
。
是こ

の
沼
の
中う
ち

に
住
め
る
神
は
、
甚は
な
は

だ

道ち

速は
や

振ぶ

る
神
ぞ
」
と
ま
を
し
き
。
是こ
こ

に
、
其
の
神
を
看み
そ
こ
な
は行
さ
む
と

し
て
、
其
の
野
に
入い

り
坐ま

し
き
。
爾し
か

く
し
て
、
其
の
国
造
、
火
を

其
の
野
に
著つ

け
き
。
故
、
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
と
知
り
て
、
其そ

の
姨を
ば

倭や
ま
と

比ひ

売め
の

命み
こ
と

の
給た
ま

へ
る
嚢ふ
く
ろ

の
口
を
解と

き
開あ

け
て
見
れ
ば
、
火ひ

打う
ち

、
其
の
裏う
ち

に

有
り
。
是こ
こ

に
、
先ま

づ
其
の
御み

刀は
か
し

を
以も
ち

て
草
を
刈か

り
撥は
ら

ひ
、
其
の
火

打
を
以
て
火
を
打う

ち
出い
だ

し
て
、
向む
か

ひ
火び

を
著つ

け
て
焼や

き
退そ

け
、
還か
へ

り
出い

で
て
、
皆み
な

其
の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

等ら

を
切
り
滅ほ
ろ
ぼ

し
て
、
即す
な
は

ち
火
を
著つ

け

て
焼や

き
き
。
故か
れ

、
今
に
焼や
き

遺つ

と
謂い

ふ
。

 

（『
古
事
記
』
中
巻
「
景
行
天
皇
」、
二
二
五
―
二
二
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
相さ
が
む
の模
国く
に

に
着
い
た
時
に
、
そ
の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

が
倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
を

あ
ざ
む
い
て
、「
こ
の
野
の
真
ん
中
に
大
き
な
沼
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

沼
の
中
に
住
ん
で
い
る
神
は
、
た
い
へ
ん
勢
い
の
あ
る
荒
々
し
い
神
な

の
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
、
倭
建
命
は
、
そ
の
神
を
ご
覧
に

な
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
野
に
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
す
る
と
、
そ

の
国
造
は
、
火
を
そ
の
野
に
つ
け
た
。
そ
こ
で
、
騙だ
ま

さ
れ
た
の
だ
と
気

付
い
て
、
そ
の
叔
母
の
倭や
ま
と

比ひ

売め
の

命み
こ
と

が
授
け
ら
れ
た
嚢ふ
く
ろ

の
口
を
解
き
開
け

て
見
る
と
、
火
打
ち
石
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の

御み

刀は
か
し

で
草
を
刈
り
払
い
、
そ
の
火
打
ち
石
で
火
を
打
ち
出
し
て
、
そ
の

草
に
火
を
つ
け
て
火
勢
を
向
こ
う
に
退
け
、
野
を
出
て
も
ど
っ
て
、
そ

の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

ら
を
す
べ
て
斬
り
殺
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
死
体
に
火
を
つ
け
て

焼
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
今
、
そ
の
地
を
焼や
き

遺つ

と
い
う
。

　

火
難
に
遭
遇
し
た
人
物
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
日
本
武
尊
」
と
あ

る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
で
は
「
倭
建
命
」
と
明
ら
か
に
表
記
は

異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
説
話
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
で
は
細
部
に
お
い
て

い
く
つ
か
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
火
難
に
遭
遇
し
た
場
所
に
つ
い
て
、『
日

本
書
紀
』
で
は
「
駿す
る

河が

」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』

で
は
「
相さ
が

武む
の

国く
に

」
で
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を

騙
し
た
人
物
が
、『
日
本
書
紀
』で
は「
賊あ
た

」と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
古

事
記
』
で
は
「
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
野

（ 3 ）
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に
入
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
野
に
大
鹿
が
い
る
の

で
そ
れ
を
狩
り
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
と
い
う
の
に
対
し
て
、『
古
事

記
』
で
は
野
の
真
ん
中
に
大
き
な
沼
が
あ
り
、
そ
こ
に
た
い
へ
ん
勢
い

の
あ
る
荒
々
し
い
神
が
い
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
ろ
う
と

し
て
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
騙
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
即
座
に
火
打
を
打
っ
て
火
を
起
し
、「
む
か
へ
火
」

を
つ
け
て
難
を
免
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
で
は
伊
勢
を

訪
れ
た
際
に
叔
母
の
倭や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

比
売
命
か
ら
袋
を
授
け
ら
れ
、
火
難
の
際
に
そ

の
口
を
開
け
て
み
る
と
火
打
ち
石
が
あ
っ
た
の
で
、
刀
で
草
を
な
ぎ
払

い
、
そ
の
草
に
火
を
つ
け
て
「
む
か
へ
火
」
を
た
き
、
難
を
免
れ
た
と

伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
よ
る
「
む
か
へ
火
」
の

説
話
は
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
に
伝
え
ら
れ
、
細
部
に
お

い
て
相
違
す
る
点
は
あ
る
も
の
の
、「
む
か
へ
火
」
に
よ
っ
て
野
火
の

難
を
か
ら
く
も
回
避
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
の
説
話
は
ほ
と
ん

ど
遜
色
が
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま
で

の
主
要
な
注
釈
書
は
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む

か
へ
火
」
の
典
拠
を
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
の
説
話
と
断
じ
、『
古

事
記
』の
説
話
に
対
し
て
一
顧
だ
に
与
え
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、『
紫
式
部
日
記
』に
あ
る
よ
う
に「
日
本
紀
の
御み

局つ
ぼ
ね

」（
５
）

と
渾
名
さ
れ
た
作
者
に
と
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
は
自
家
薬
籠
中
の
物

で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
引
用
す
る
と
す
れ
ば
、『
日
本
書

紀
』
が
相
応
し
く
、『
古
事
記
』
の
は
ず
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
常
識

が
こ
れ
ま
で
に
ま
か
り
通
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

だ
が
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む
か
へ
火
」
の

典
拠
と
し
て
『
古
事
記
』
の
説
話
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
。す
な
わ
ち
、「
む
か
へ
火
」の
典
拠
が『
古
事
記
』の
説
話
で
あ
っ

た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

九
　
ネ
ズ
ミ
の
文
言

　
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
突
然
の
火
攻
め
に
遭
遇
し
た
際
、
倭
建
命

は
「
む
か
へ
火
」
に
よ
っ
て
危
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
大
国
主
神
は
鼠
の
助
力
に
よ
っ
て
火
難
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
　

 

出い

で
む
所
を
知
ら
ず
あ
り
し
間あ
ひ
だ

に
、
鼠ね
ず
み

、
来
て
云い

ひ
し
く
、「
内う
ち

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
、
如か

此く

言
ひ
き
。
故か
れ

、
其そ

処こ

を
蹈ふ

み
し
か
ば
、
落
ち
て
隠こ
も

り
入
り
し
間あ
ひ
だ

に
、
火
は
焼も

え
過す

ぎ
に

き
。 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

が
逃
げ
道
が
分
か
ら
な
い
で
い
た
と
こ

ろ
、
鼠
が
来
て
、「
内う
ち

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
、
こ
う
言
っ

た
。そ
れ
で
、そ
こ
を
踏
ん
だ
と
こ
ろ
、穴
に
落
ち
て
そ
の
中
に
こ
も
っ

て
い
た
間
に
、
火
は
そ
の
上
を
燃
え
て
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。

　

火
攻
め
に
見
舞
わ
れ
、
逃
げ
道
が
分
か
ら
ず
に
戸
惑
う
大
国
主
の
も

と
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
鼠
が
現
れ
、
土
中
の
穴
を
示
し
た
。
大
国
主

は
そ
の
穴
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
火
難
か
ら
免
れ
、
九
死
に
一
生

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
鼠
は
土
中
の
穴
を
示

す
た
め
に
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
呪
文
の
よ
う
な

言
葉
を
告
げ
た
。
鼠
の
こ
の
言
葉
は
、『
古
事
記
』
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
印
象
的
な
文
言
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
文
言
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
の
な
か
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

富ホ

良ラ

は
、
物
の
中
の
空ウ
ツ
ホ虚
に
し
て
広
き
を
云
、
洞ホ
ラ

な
ど
是
な
り
、

（ 4 ）
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こ
で
残
す
と
こ
ろ
な
く
そ
の
賊
ど
も
を
焼
き
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
土
地
を
名
付
け
て
焼や
き

津つ

と
い
う
。

　

日
本
武
尊
が
駿
河
国
に
至
っ
た
お
り
、
地
元
の
賊
に
騙
さ
れ
て
野
に

入
っ
た
と
こ
ろ
、
野
が
焼
か
れ
、
火
攻
め
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
時
日
本

武
尊
は
、
騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
即
座
に
火
打
を
打
っ
て
火
を
起

し
、「
む
か
へ
火
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
河
海
抄
』
は
こ
れ
を
『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
に
お
け
る
「
む

か
へ
火
」
の
典
拠
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
河
海
抄
』
に
よ
る
こ
の
指
摘
は
、
以
後
、『
細さ
い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う

』『
孟も
う

津し
ん

抄し
よ
う

』

『
萬ば
ん

水す
い

一い
ち

露ろ

』『
岷み
ん

江ご
う

入に
つ

楚そ

』『
湖こ

月げ
つ

抄し
よ
う

』
な
ど
重
要
な
注
釈
書
に
引
き

継
が
れ
、
こ
こ
に
い
う
「
む
か
へ
火
」
の
語
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
け

る
日
本
武
尊
の
説
話
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
見
方
が
定
説
化
さ
れ
て

い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

だ
が
し
か
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
野
の
な
か
で
火
攻
め
に

遭
遇
す
る
と
い
う
説
話
は
『
日
本
書
紀
』
だ
け
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。『
古
事
記
』
の
な
か
に
も
同
様
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
『
古
事
記
』
中
巻
「
景
行
天
皇
」
の
条
に
は
、
倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
東
征
し
た

お
り
の
説
話
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

相さ
が
む
の武
国く
に

に
到
り
し
時
に
、
其そ

の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

、
詐い
つ
は

り
て
白ま
を

し
し
く
、「
此こ

の
野
の
中
に
大お
ほ

き
沼ぬ
ま

有あ

り
。
是こ

の
沼
の
中う
ち

に
住
め
る
神
は
、
甚は
な
は

だ

道ち

速は
や

振ぶ

る
神
ぞ
」
と
ま
を
し
き
。
是こ
こ

に
、
其
の
神
を
看み
そ
こ
な
は行
さ
む
と

し
て
、
其
の
野
に
入い

り
坐ま

し
き
。
爾し
か

く
し
て
、
其
の
国
造
、
火
を

其
の
野
に
著つ

け
き
。
故
、
欺あ
ざ
む

か
え
ぬ
と
知
り
て
、
其そ

の
姨を
ば

倭や
ま
と

比ひ

売め
の

命み
こ
と

の
給た
ま

へ
る
嚢ふ
く
ろ

の
口
を
解と

き
開あ

け
て
見
れ
ば
、
火ひ

打う
ち

、
其
の
裏う
ち

に

有
り
。
是こ
こ

に
、
先ま

づ
其
の
御み

刀は
か
し

を
以も
ち

て
草
を
刈か

り
撥は
ら

ひ
、
其
の
火

打
を
以
て
火
を
打う

ち
出い
だ

し
て
、
向む
か

ひ
火び

を
著つ

け
て
焼や

き
退そ

け
、
還か
へ

り
出い

で
て
、
皆み
な

其
の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

等ら

を
切
り
滅ほ
ろ
ぼ

し
て
、
即す
な
は

ち
火
を
著つ

け

て
焼や

き
き
。
故か
れ

、
今
に
焼や
き

遺つ

と
謂い

ふ
。

 

（『
古
事
記
』
中
巻
「
景
行
天
皇
」、
二
二
五
―
二
二
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
相さ
が
む
の模
国く
に

に
着
い
た
時
に
、
そ
の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

が
倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
を

あ
ざ
む
い
て
、「
こ
の
野
の
真
ん
中
に
大
き
な
沼
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

沼
の
中
に
住
ん
で
い
る
神
は
、
た
い
へ
ん
勢
い
の
あ
る
荒
々
し
い
神
な

の
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
、
倭
建
命
は
、
そ
の
神
を
ご
覧
に

な
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
野
に
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
す
る
と
、
そ

の
国
造
は
、
火
を
そ
の
野
に
つ
け
た
。
そ
こ
で
、
騙だ
ま

さ
れ
た
の
だ
と
気

付
い
て
、
そ
の
叔
母
の
倭や
ま
と

比ひ

売め
の

命み
こ
と

が
授
け
ら
れ
た
嚢ふ
く
ろ

の
口
を
解
き
開
け

て
見
る
と
、
火
打
ち
石
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の

御み

刀は
か
し

で
草
を
刈
り
払
い
、
そ
の
火
打
ち
石
で
火
を
打
ち
出
し
て
、
そ
の

草
に
火
を
つ
け
て
火
勢
を
向
こ
う
に
退
け
、
野
を
出
て
も
ど
っ
て
、
そ

の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

ら
を
す
べ
て
斬
り
殺
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
死
体
に
火
を
つ
け
て

焼
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
今
、
そ
の
地
を
焼や
き

遺つ

と
い
う
。

　

火
難
に
遭
遇
し
た
人
物
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
日
本
武
尊
」
と
あ

る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
で
は
「
倭
建
命
」
と
明
ら
か
に
表
記
は

異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
説
話
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
で
は
細
部
に
お
い
て

い
く
つ
か
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
火
難
に
遭
遇
し
た
場
所
に
つ
い
て
、『
日

本
書
紀
』
で
は
「
駿す
る

河が

」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』

で
は
「
相さ
が

武む
の

国く
に

」
で
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を

騙
し
た
人
物
が
、『
日
本
書
紀
』で
は「
賊あ
た

」と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
古

事
記
』
で
は
「
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
野
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は
し
た
れ
ば
、
木も

工く

の
君
な
ど
出
で
来
て
、
あ
り
し
さ
ま
語
り
き

こ
ゆ
。
姫
君
の
御
あ
り
さ
ま
聞
き
た
ま
ひ
て
、
男を

を々

し
く
念ね
ん

じ
た

ま
へ
ど
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
る
る
御
気け

色し
き

、
い
と
あ
は
れ
な
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
宮
に
お
恨
み
言
を
申
し
あ
げ
よ
う
と
て
、
そ
の
お
邸

に
ま
い
ら
れ
る
つ
い
で
に
、ま
ず
ご
自
分
の
お
邸
に
お
寄
り
に
な
る
と
、

木も

工く

の
君
な
ど
が
応
対
に
出
て
き
て
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
お
話

し
申
し
あ
げ
る
。
姫
君
の
お
嘆
き
の
さ
ま
を
お
聞
き
に
な
る
と
、
一
時

は
男
ら
し
く
こ
ら
え
て
は
お
ら
れ
た
け
れ
ど
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
が
こ
ぼ

れ
落
ち
る
ご
様
子
が
、
ま
こ
と
に
し
み
じ
み
と
お
い
た
わ
し
い
。

　

い
ず
れ
も
、「
涙
の
こ
ぼ
れ
る
様
子
。
ぽ
ろ
ぽ
ろ
。
は
ら
は
ら
」（『
古

語
大
辞
典
』）（
11
）
を
示
し
、『
古
事
記
』
の
「
ほ
ら
ほ
ら
」
の
語
が

そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
す
ぶ
す
ぶ
」
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
語
で
は
な
い
も
の
の
、

似
通
っ
た
言
葉
「
ふ
す
べ
恨
み
」「
ふ
す
べ
ら
れ
」「
ふ
す
べ
顔
」
が
同

じ
「
真
木
柱
」
の
巻
に
集
中
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
。

　
　

 

か
か
る
空
に
ふ
り
出
で
む
も
、
人
目
い
と
ほ
し
う
、
こ
の
御
気け

色し
き

も
、
憎
げ
に
ふ
す
べ
恨
み
な
ど
し
た
ま
は
ば
、
な
か
な
か
こ
と
つ

け
て
、
我
も
む
か
へ
火
つ
く
り
て
あ
る
べ
き
を
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
こ
う
し
た
空
模
様
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
の
も

人
目
に
立
っ
て
具
合
が
わ
る
い
し
、
そ
れ
に
ま
た
こ
の
北
の
方
の
ご
様

子
も
、
憎
々
し
く
嫉
妬
し
て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
て
く
だ
さ
り
も
す

る
の
だ
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
こ
ち
ら
で
も
逆
に
腹

を
立
て
て
出
て
い
こ
う
も
の
を
…
…
。

　
　

 

昨よ

夜べ

の
は
焼
け
と
ほ
り
て
、
疎う
と

ま
し
げ
に
焦こ
が

れ
た
る
臭に
ほ

ひ
な
ど
も

異こ
と

様や
う

な
り
。
御
衣ぞ

ど
も
に
移
り
香
も
し
み
た
り
。
ふ
す
べ
ら
れ
け

る
ほ
ど
あ
ら
は
に
、
人
も
倦う

じ
た
ま
ひ
ぬ
べ
け
れ
ば
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
八
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
昨
夜
の
直
衣
は
焼
け
穴
が
で
き
て
、
い
か
に
も
い
や

な
感
じ
に
焼
け
焦
げ
た
に
お
い
な
ど
も
異
様
で
あ
る
。
御
下
着
な
ど
に

も
そ
の
焦
げ
く
さ
い
移
り
香
が
し
み
つ
い
て
い
る
。
北
の
方
か
ら
嫉や
き

妬も
ち

を
や
か
れ
た
様
子
が
は
っ
き
り
分
っ
て
、
こ
れ
で
は
相
手
の
女
君
も
愛

想
づ
か
し
を
な
さ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
…
…
。

　
　

 

大
将
の
君
、
か
く
渡
り
た
ま
ひ
に
け
る
を
聞
き
て
、
い
と
あ
や
し

う
、
若
々
し
き
仲
ら
ひ
の
や
う
に
、
ふ
す
べ
顔
に
て
も
の
し
た
ま

ひ
け
る
か
な
、（
中
略
）
と
思
ひ
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
六
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大
将
の
君
は
、
こ
う
し
て
北
の
方
が
宮
家
に
お
戻
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
、「
ま
っ
た
く
不
可
解
な
、
ま
る

で
無
分
別
な
若
い
者
同
士
の
い
ざ
こ
ざ
の
よ
う
に
、
面つ
ら

当
て
が
ま
し
い

こ
と
を
な
さ
っ
た
も
の
よ
。（
中
略
）」
と
思
っ
て
…
…
。

　
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
に
よ
る
と
、「
ふ
す
ぶ
」
関
連
の

語
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
で
は
七
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
三
例
が
こ
こ

「
真
木
柱
」
の
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
鬚
黒
の
北
の
方
に
関

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。（
12
）「
ふ
す
ぶ
」
は
下
二
段
型
動
詞

な
の
で
、「
ふ
す
べ
・
ふ
す
べ
・
ふ
す
ぶ
・
ふ
す
ぶ
る
・
ふ
す
ぶ
れ
・

ふ
す
べ
よ
」
と
活
用
す
る
た
め
、『
古
事
記
』
で
い
う
「
す
ぶ
す
ぶ
」

（ 6 ）
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（
中
略
）
須ス

夫ブ

は
窄ス
ボ

き
な
り
、（
中
略
）
然
れ
ば
如カ

此ク

云
る
意
は
、

己オ
ノ

が
地
中
に
構
へ
た
る
穴
の
奥
は
、
廊ホ
ガ
ラ

に
広
し
、
入イ
リ

口ク
チ

は
窄ス
ボ
ク

狭セ
バ

け

れ
ば
、
火
の
焼ヤ
ケ

入イ
ル

べ
き
由
な
し
、
故カ
レ

暫
シ
バ
ラ
ク

此
穴
内
に
隠カ
ク
レ

坐
て
、
難
ワ
ザ
ハ
ヒ

を
免ノ
ガ

れ
給
へ
と
な
り
、
さ
て
富ホ

良ラ

も
須ス

夫ブ

も
、
重カ
サ
ネ

て
云
る
は
、
鼠

の
鳴ナ
ク

に
象カ
タ
ド

れ
る
に
や
、

 
（
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
十
之
巻
、
神
代
八
之
巻
）（
６
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ほ
ら
」
と
は
洞
穴
の
洞
の
よ
う
に
空
虚
で
広
い

こ
と
、「
す
ぶ
」
と
は
窄
ま
っ
て
い
る
こ
と
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は

す
ぶ
す
ぶ
」
と
は
、
地
中
に
作
ら
れ
た
穴
が
、
奥
は
広
く
入
口
が
狭
い

こ
と
を
言
い
、「
ほ
ら
ほ
ら
」「
す
ぶ
す
ぶ
」と
繰
り
返
し
て
い
う
の
は
、

鼠
が
鳴
く
さ
ま
を
か
た
ど
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、「
ほ
ら
ほ
ら
」
の
「
ほ
ら
」
は
、「
内
部
の
う
つ
ろ
な
さ

ま
。」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
五
巻
）（
７
）「
中
が
う
つ
ろ
で
空
間

の
あ
る
さ
ま
」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
）（
８
）

と
さ
れ
、「
す
ぶ
す
ぶ
」
は
「
す
ぼ
む
」
と
い
う
語
と
関
係
が
あ
る
と

み
ら
れ
、「
す
ぼ
ん
で
狭
い
さ
ま
。」（『
古
語
大
辞
典
』）（
９
）「
す
ぼ
ま
っ

て
狭
い
さ
ま
」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
七
巻
）（
10
）
の

こ
と
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
内
側
は
広
々
し
て
い
る
が
、
外
側
は

狭
く
す
ぼ
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
鼠
の
文
言
は
、
チ
ュ
ー

チ
ュ
ー
と
い
う
畳
語
に
よ
る
擬
音
語
を
ま
ね
な
が
ら
避
難
場
所
を
指
示

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
鼠
は
登
場
し
な
い
。
そ
こ
で
、
い
か
に
印
象
的
な

文
言
と
は
い
え
、
鼠
の
文
言
そ
の
ま
ま
を
本
文
に
用
い
る
こ
と
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
鼠
の
文
言
自
体
が
跡
形
も

な
く
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。た
と
え
ば
、

『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」「
明
石
」
の
巻
に
お
い
て
、〈
日
本
神
話
〉
の

「
八や

岐ま
た
の
お
ろ
ち

大
蛇
」
が
ま
っ
た
く
登
場
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
八や

百ほ

よ
ろ
づ
」（「
須
磨
」
の
巻
、
二
一
七
頁
）「
大お
ほ

八や

洲し
ま

」（「
明
石
」

の
巻
、
二
二
六
頁
）「
潮し
ほ

の
八や

百ほ

会あ
ひ

」（「
明
石
」
の
巻
、
二
二
八
頁
）

な
ど
と
「
八
」
の
つ
く
語
が
多
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
登
場
し
な

い
は
ず
の
「
八
岐
大
蛇
」
が
そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
お
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
語
そ
の

ま
ま
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
語
と
似
た
よ
う
な
言
葉
が
こ
の
あ

た
り
に
散
見
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
「
ほ
ら
ほ
ら
」
に
関
し
て
は
、
発
音
の
似
通
っ
た
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
の

語
が
同
じ
「
真
木
柱
」
の
巻
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

御
兄せ
う
と弟
の
君
た
ち
、
兵ひ
や
う
ゑ
の
か
み

衛
督
は
上か
ん
だ
ち
め

達
部
に
お
は
す
れ
ば
こ
と
ご
と

し
と
て
、
中
将
、
侍じ

従じ
ゆ
う

、
民み
ん
ぶ
の
た
い
ふ

部
大
輔
な
ど
、
御
車
三
つ
ば
か
り
し

て
お
は
し
た
り
。
さ
こ
そ
は
あ
べ
か
め
れ
と
か
ね
て
思
ひ
つ
る
こ

と
な
れ
ど
、
さ
し
当
た
り
て
今け

日ふ

を
限
り
と
思
へ
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ

人
々
も
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
き
あ
へ
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
〇
―
三
七
一
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
ご
兄
弟
の
ご
子
息
た
ち
の
う
ち
、
兵ひ
よ
う
え
の
か
み

衛
督
は
上か
ん

達だ
ち

部め

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
仰
々
し
い
と
い
う
わ
け
で
、
中
将
、
侍
従
、

民み
ん
ぶ
の
た
い
ふ

部
大
輔
な
ど
が
、
お
車
三
両
ば
か
り
を
連
ね
て
お
迎
え
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
結
局
は
こ
う
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
、
か
ね
て
予
想

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
場
に
な
っ
て
、
今
日
が
最

後
と
思
う
と
、
お
仕
え
す
る
女
房
た
ち
も
ほ
ろ
ほ
ろ
と
み
な
泣
い
て
い

る
。

　
　

 

宮
に
恨
み
き
こ
え
む
と
て
、
参ま
う

で
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
ま
づ
殿と
の

に
お

ノ

ノ

（ 5 ）
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は
し
た
れ
ば
、
木も

工く

の
君
な
ど
出
で
来
て
、
あ
り
し
さ
ま
語
り
き

こ
ゆ
。
姫
君
の
御
あ
り
さ
ま
聞
き
た
ま
ひ
て
、
男を

を々

し
く
念ね
ん

じ
た

ま
へ
ど
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
る
る
御
気け

色し
き

、
い
と
あ
は
れ
な
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
七
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
宮
に
お
恨
み
言
を
申
し
あ
げ
よ
う
と
て
、
そ
の
お
邸

に
ま
い
ら
れ
る
つ
い
で
に
、ま
ず
ご
自
分
の
お
邸
に
お
寄
り
に
な
る
と
、

木も

工く

の
君
な
ど
が
応
対
に
出
て
き
て
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
お
話

し
申
し
あ
げ
る
。
姫
君
の
お
嘆
き
の
さ
ま
を
お
聞
き
に
な
る
と
、
一
時

は
男
ら
し
く
こ
ら
え
て
は
お
ら
れ
た
け
れ
ど
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
が
こ
ぼ

れ
落
ち
る
ご
様
子
が
、
ま
こ
と
に
し
み
じ
み
と
お
い
た
わ
し
い
。

　

い
ず
れ
も
、「
涙
の
こ
ぼ
れ
る
様
子
。
ぽ
ろ
ぽ
ろ
。
は
ら
は
ら
」（『
古

語
大
辞
典
』）（
11
）
を
示
し
、『
古
事
記
』
の
「
ほ
ら
ほ
ら
」
の
語
が

そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
す
ぶ
す
ぶ
」
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
語
で
は
な
い
も
の
の
、

似
通
っ
た
言
葉
「
ふ
す
べ
恨
み
」「
ふ
す
べ
ら
れ
」「
ふ
す
べ
顔
」
が
同

じ
「
真
木
柱
」
の
巻
に
集
中
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
。

　
　

 

か
か
る
空
に
ふ
り
出
で
む
も
、
人
目
い
と
ほ
し
う
、
こ
の
御
気け

色し
き

も
、
憎
げ
に
ふ
す
べ
恨
み
な
ど
し
た
ま
は
ば
、
な
か
な
か
こ
と
つ

け
て
、
我
も
む
か
へ
火
つ
く
り
て
あ
る
べ
き
を
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
こ
う
し
た
空
模
様
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
の
も

人
目
に
立
っ
て
具
合
が
わ
る
い
し
、
そ
れ
に
ま
た
こ
の
北
の
方
の
ご
様

子
も
、
憎
々
し
く
嫉
妬
し
て
恨
み
言
を
も
並
べ
た
て
て
く
だ
さ
り
も
す

る
の
だ
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
こ
ち
ら
で
も
逆
に
腹

を
立
て
て
出
て
い
こ
う
も
の
を
…
…
。

　
　

 

昨よ

夜べ

の
は
焼
け
と
ほ
り
て
、
疎う
と

ま
し
げ
に
焦こ
が

れ
た
る
臭に
ほ

ひ
な
ど
も

異こ
と

様や
う

な
り
。
御
衣ぞ

ど
も
に
移
り
香
も
し
み
た
り
。
ふ
す
べ
ら
れ
け

る
ほ
ど
あ
ら
は
に
、
人
も
倦う

じ
た
ま
ひ
ぬ
べ
け
れ
ば
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
六
八
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
昨
夜
の
直
衣
は
焼
け
穴
が
で
き
て
、
い
か
に
も
い
や

な
感
じ
に
焼
け
焦
げ
た
に
お
い
な
ど
も
異
様
で
あ
る
。
御
下
着
な
ど
に

も
そ
の
焦
げ
く
さ
い
移
り
香
が
し
み
つ
い
て
い
る
。
北
の
方
か
ら
嫉や
き

妬も
ち

を
や
か
れ
た
様
子
が
は
っ
き
り
分
っ
て
、
こ
れ
で
は
相
手
の
女
君
も
愛

想
づ
か
し
を
な
さ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
…
…
。

　
　

 

大
将
の
君
、
か
く
渡
り
た
ま
ひ
に
け
る
を
聞
き
て
、
い
と
あ
や
し

う
、
若
々
し
き
仲
ら
ひ
の
や
う
に
、
ふ
す
べ
顔
に
て
も
の
し
た
ま

ひ
け
る
か
な
、（
中
略
）
と
思
ひ
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
六
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大
将
の
君
は
、
こ
う
し
て
北
の
方
が
宮
家
に
お
戻
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
、「
ま
っ
た
く
不
可
解
な
、
ま
る

で
無
分
別
な
若
い
者
同
士
の
い
ざ
こ
ざ
の
よ
う
に
、
面つ
ら

当
て
が
ま
し
い

こ
と
を
な
さ
っ
た
も
の
よ
。（
中
略
）」
と
思
っ
て
…
…
。

　
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
に
よ
る
と
、「
ふ
す
ぶ
」
関
連
の

語
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
で
は
七
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
三
例
が
こ
こ

「
真
木
柱
」
の
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
鬚
黒
の
北
の
方
に
関

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。（
12
）「
ふ
す
ぶ
」
は
下
二
段
型
動
詞

な
の
で
、「
ふ
す
べ
・
ふ
す
べ
・
ふ
す
ぶ
・
ふ
す
ぶ
る
・
ふ
す
ぶ
れ
・

ふ
す
べ
よ
」
と
活
用
す
る
た
め
、『
古
事
記
』
で
い
う
「
す
ぶ
す
ぶ
」

（ 6 ）
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（
中
略
）
須ス

夫ブ

は
窄ス
ボ

き
な
り
、（
中
略
）
然
れ
ば
如カ

此ク

云
る
意
は
、

己オ
ノ

が
地
中
に
構
へ
た
る
穴
の
奥
は
、
廊ホ
ガ
ラ

に
広
し
、
入イ
リ

口ク
チ

は
窄ス
ボ
ク

狭セ
バ

け

れ
ば
、
火
の
焼ヤ
ケ

入イ
ル

べ
き
由
な
し
、
故カ
レ

暫
シ
バ
ラ
ク

此
穴
内
に
隠カ
ク
レ

坐
て
、
難
ワ
ザ
ハ
ヒ

を
免ノ
ガ

れ
給
へ
と
な
り
、
さ
て
富ホ

良ラ

も
須ス

夫ブ

も
、
重カ
サ
ネ

て
云
る
は
、
鼠

の
鳴ナ
ク

に
象カ
タ
ド

れ
る
に
や
、

 

（
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
十
之
巻
、
神
代
八
之
巻
）（
６
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ほ
ら
」
と
は
洞
穴
の
洞
の
よ
う
に
空
虚
で
広
い

こ
と
、「
す
ぶ
」
と
は
窄
ま
っ
て
い
る
こ
と
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は

す
ぶ
す
ぶ
」
と
は
、
地
中
に
作
ら
れ
た
穴
が
、
奥
は
広
く
入
口
が
狭
い

こ
と
を
言
い
、「
ほ
ら
ほ
ら
」「
す
ぶ
す
ぶ
」と
繰
り
返
し
て
い
う
の
は
、

鼠
が
鳴
く
さ
ま
を
か
た
ど
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、「
ほ
ら
ほ
ら
」
の
「
ほ
ら
」
は
、「
内
部
の
う
つ
ろ
な
さ

ま
。」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
五
巻
）（
７
）「
中
が
う
つ
ろ
で
空
間

の
あ
る
さ
ま
」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
）（
８
）

と
さ
れ
、「
す
ぶ
す
ぶ
」
は
「
す
ぼ
む
」
と
い
う
語
と
関
係
が
あ
る
と

み
ら
れ
、「
す
ぼ
ん
で
狭
い
さ
ま
。」（『
古
語
大
辞
典
』）（
９
）「
す
ぼ
ま
っ

て
狭
い
さ
ま
」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
七
巻
）（
10
）
の

こ
と
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
内
側
は
広
々
し
て
い
る
が
、
外
側
は

狭
く
す
ぼ
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
鼠
の
文
言
は
、
チ
ュ
ー

チ
ュ
ー
と
い
う
畳
語
に
よ
る
擬
音
語
を
ま
ね
な
が
ら
避
難
場
所
を
指
示

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
鼠
は
登
場
し
な
い
。
そ
こ
で
、
い
か
に
印
象
的
な

文
言
と
は
い
え
、
鼠
の
文
言
そ
の
ま
ま
を
本
文
に
用
い
る
こ
と
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
鼠
の
文
言
自
体
が
跡
形
も

な
く
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。た
と
え
ば
、

『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」「
明
石
」
の
巻
に
お
い
て
、〈
日
本
神
話
〉
の

「
八や

岐ま
た
の
お
ろ
ち

大
蛇
」
が
ま
っ
た
く
登
場
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
八や

百ほ

よ
ろ
づ
」（「
須
磨
」
の
巻
、
二
一
七
頁
）「
大お
ほ

八や

洲し
ま

」（「
明
石
」

の
巻
、
二
二
六
頁
）「
潮し
ほ

の
八や

百ほ

会あ
ひ

」（「
明
石
」
の
巻
、
二
二
八
頁
）

な
ど
と
「
八
」
の
つ
く
語
が
多
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
登
場
し
な

い
は
ず
の
「
八
岐
大
蛇
」
が
そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
お
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
語
そ
の

ま
ま
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
語
と
似
た
よ
う
な
言
葉
が
こ
の
あ

た
り
に
散
見
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
「
ほ
ら
ほ
ら
」
に
関
し
て
は
、
発
音
の
似
通
っ
た
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
の

語
が
同
じ
「
真
木
柱
」
の
巻
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

御
兄せ
う
と弟
の
君
た
ち
、
兵ひ
や
う
ゑ
の
か
み

衛
督
は
上か
ん
だ
ち
め

達
部
に
お
は
す
れ
ば
こ
と
ご
と

し
と
て
、
中
将
、
侍じ

従じ
ゆ
う

、
民み
ん
ぶ
の
た
い
ふ

部
大
輔
な
ど
、
御
車
三
つ
ば
か
り
し

て
お
は
し
た
り
。
さ
こ
そ
は
あ
べ
か
め
れ
と
か
ね
て
思
ひ
つ
る
こ

と
な
れ
ど
、
さ
し
当
た
り
て
今け

日ふ

を
限
り
と
思
へ
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ

人
々
も
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
き
あ
へ
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
〇
―
三
七
一
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
ご
兄
弟
の
ご
子
息
た
ち
の
う
ち
、
兵ひ
よ
う
え
の
か
み

衛
督
は
上か
ん

達だ
ち

部め

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
仰
々
し
い
と
い
う
わ
け
で
、
中
将
、
侍
従
、

民み
ん
ぶ
の
た
い
ふ

部
大
輔
な
ど
が
、
お
車
三
両
ば
か
り
を
連
ね
て
お
迎
え
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
結
局
は
こ
う
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
、
か
ね
て
予
想

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
場
に
な
っ
て
、
今
日
が
最

後
と
思
う
と
、
お
仕
え
す
る
女
房
た
ち
も
ほ
ろ
ほ
ろ
と
み
な
泣
い
て
い

る
。

　
　

 

宮
に
恨
み
き
こ
え
む
と
て
、
参ま
う

で
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
ま
づ
殿と
の

に
お

ノ

ノ

（ 5 ）
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後
大
国
主
の
妻
と
な
っ
た
須
世
理
毘
売
を
お
そ
れ
て
元
の
国
へ
戻
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
古
事
記
』
の
記
述
を
基
に
し
て
、
鬚
黒
の
北
の
方
が
子
ど
も

た
ち
を
連
れ
て
鬚
黒
の
も
と
を
立
ち
去
る
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
筋

書
き
が
つ
づ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

大
国
主
が
須
世
理
毘
売
を
妻
と
し
た
た
め
に
、大
国
主
の
不
在
中
に
、

八
上
比
売
が
大
国
主
の
も
と
か
ら
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
く
さ
ま
は
、

鬚
黒
が
玉
鬘
を
妻
と
し
た
た
め
に
、
鬚
黒
の
不
在
中
に
、
北
の
方
が
鬚

黒
の
も
と
か
ら
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
く
さ
ま
と
符
合
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
夫
と
の
あ
い
だ
に
子
を
も
つ
妻
が
、

後
か
ら
妻
と
な
っ
た
女
性
の
威
光
を
畏
れ
、
み
ず
か
ら
夫
の
も
と
を
離

別
し
て
い
る
点
で
『
古
事
記
』
と
『
源
氏
物
語
』
は
ぴ
た
り
と
一
致
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、わ
ず
か
数
行
の『
古
事
記
』

の
記
述
を
基
に
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
鬚
黒
の
北
の
方
が
玉
鬘
に
嫉
妬

し
、
鬚
黒
に
対
す
る
絶
望
感
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
離
別
す
る
と

い
う
家
庭
的
悲
劇
を
仕
立
て
上
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
一
　
嫁
盗
み
の
話
型

　

⑦
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
女
主
人
公
を
奪
い
去
っ
て
い
る
点
。

　

さ
て
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
は
、
鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
も
と
か
ら
玉

鬘
を
強
引
に
奪
い
去
る
と
い
う
新
た
な
局
面
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
る
。

　

玉
鬘
を
射
止
め
た
鬚
黒
大
将
は
、
一
日
も
早
く
玉
鬘
を
自
邸
に
引
き

取
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
鬚
黒
と
の
結
婚
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
わ
な

い
う
え
に
、い
ま
だ
玉
鬘
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
光
源
氏
は
、

「
そ
う
急
が
ず
に
、
そ
っ
と
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
ど
こ
か
ら
も
非
難
や

恨
み
を
か
わ
な
い
よ
う
に
事
を
運
ぶ
が
よ
ろ
し
い
」
な
ど
と
助
言
す
る

ば
か
り
で
、
玉
鬘
が
六
条
院
か
ら
出
る
こ
と
を
一
向
に
許
そ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
お
り
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
手
に
落
ち
た
こ
と
を
漏
れ

聞
い
た
冷
泉
帝
は
、「
私
と
の
縁
が
な
い
人
だ
っ
た
の
は
残
念
だ
が
、

出
仕
ま
で
も
断
念
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
」
と
、
帝て
い

寵ち
よ
う

に
か
か
わ
ら
な

い
宮
仕
え
を
望
ま
れ
た
。
も
と
も
と
「
尚な
い
し
の
か
み侍
」
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
つ

も
り
だ
っ
た
源
氏
は
こ
の
話
に
同
調
す
る
が
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
邸
に
移

る
こ
と
に
つ
い
て
は
け
っ
し
て
許
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
と
き
鬚
黒
は
一
計
を
案
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

 

内う

裏ち

へ
参
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、安
か
ら
ぬ
こ
と
に
大
将
思
せ
ど
、

そ
の
つ
い
で
に
や
が
て
ま
か
で
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き

た
ま
ひ
て
、
た
だ
あ
か
ら
さ
ま
の
ほ
ど
を
許
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
五
六
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
女
君
が
参
内
な
さ
る
こ
と
を
、
大
将
は
不
安
に
お
思

い
で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
を
機
会
に
そ
の
ま
ま
自
邸
に
お
引
き
取
り
申

そ
う
と
い
う
お
つ
も
り
に
な
ら
れ
て
、
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の
間
の
参
内

を
お
許
し
申
し
あ
げ
な
さ
る
。

　

光
源
氏
は
玉
鬘
が
六
条
院
か
ら
鬚
黒
邸
に
移
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
よ
く

思
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
鬚
黒
は
玉
鬘
が
「
尚な
い
し
の
か
み侍
」
と
し
て
宮
仕
え

す
る
機
会
を
利
用
し
て
、
玉
鬘
に
形
ば
か
り
の
出
仕
を
果
た
さ
せ
、
六

条
院
を
出
た
玉
鬘
を
六
条
院
へ
は
戻
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
鬚
黒
の
自
邸
へ

と
奪
い
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
玉
鬘
を
六
条
院
か
ら
連
れ
去
ろ
う
と
企

て
た
の
で
あ
る
。

　

年
明
け
、鬚
黒
は
一
抹
の
不
安
を
覚
え
つ
つ
も
玉
鬘
を
参
内
さ
せ
た
。

す
る
と
、
果
た
し
て
そ
こ
へ
突
然
美
し
い
冷
泉
帝
が
お
渡
り
に
な
り
、

玉
鬘
へ
の
強
い
執
着
を
に
じ
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た

鬚
黒
は
心
配
で
た
ま
ら
ず
、
あ
わ
て
て
玉
鬘
に
退
出
を
う
な
が
す
と
、

（ 8 ）
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の
音
が
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
ほ
ら
ほ
ら
」に
し
て
も「
す
ぶ
す
ぶ
」に
し
て
も
、鼠
の
文
言
は『
日

本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
古
事
記
』
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
ら
に
似
通
っ
た
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
特
に
珍
し
い
語
で
は
な

い
た
め
、
む
し
ろ
こ
の
部
分
が
『
古
事
記
』
神
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
気
に
も
留
め
な
い
語
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ほ
ら
ほ
ら
」「
す
ぶ
す
ぶ
」
と
い
う

鼠
の
文
言
を
踏
ま
え
た
語
が
こ
の
あ
た
り
に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
鼠
の
文
言
「
内
は
ほ
ら

ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
を
暗
に
示
そ
う
と
す
る
作
者
の
工
夫
だ
っ
た

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
　
正
妻
に
よ
る
離
別

　

⑥
男
主
人
公
の
妻
が
、
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
る
点
。

　
〈
火
取
事
件
〉
に
よ
っ
て
、
北
の
方
に
す
っ
か
り
愛
想
が
尽
き
て
し

ま
っ
た
鬚
黒
大
将
は
、
そ
の
後
、
玉
鬘
の
も
と
に
入
り
び
た
り
、
物
の

怪
が
現
れ
て
頻
繁
に
わ
め
き
た
て
て
い
る
と
い
う
北
の
方
の
も
と
に
は

一
向
に
寄
り
つ
こ
う
と
も
し
な
く
な
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
こ
と
を
伝

え
聞
い
た
北
の
方
の
父
式
部
卿
宮
は
、「
冷
淡
な
大
将
の
態
度
に
辛
抱

を
つ
づ
け
る
の
は
も
の
笑
い
の
種
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
私
が
生
き
て

い
る
限
り
、
大
将
の
言
い
な
り
に
は
さ
せ
な
い
」
と
言
っ
て
、
北
の
方

を
は
じ
め
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
実
家
に
引
き
取
る
こ
と
を
決
意
し
、
早

速
そ
の
迎
え
を
鬚
黒
邸
へ
と
差
し
向
け
た
。

　
　

 

北
の
方
、
御
心
地
す
こ
し
例
に
な
り
て
、
世
の
中
を
あ
さ
ま
し
う

思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
に
、
か
く
と
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、「
強し

ひ
て

立
ち
と
ま
り
て
、
人
の
絶
え
は
て
ん
さ
ま
を
見
は
て
て
思
ひ
と
ぢ

め
む
も
、
い
ま
す
こ
し
人
笑
へ
に
こ
そ
あ
ら
め
」
な
ど
思
し
立
つ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
北
の
方
は
少
し
ご
気
分
が
平
常
に
戻
っ
て
、
こ
の
仲

を
情
け
な
い
こ
と
と
心
を
痛
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
こ
へ
こ
う
し

て
父
宮
か
ら
お
迎
え
に
ま
い
っ
た
由
を
申
し
あ
げ
な
さ
っ
た
の
で
、「
こ

の
際
、
無
理
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
夫
か
ら
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
を

見
き
わ
め
て
か
ら
、
あ
き
ら
め
を
つ
け
る
と
い
う
の
も
、
な
お
さ
ら
も

の
笑
い
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
な
ど
と
、
心
を
お
決
め
に
な
っ
た
。

　

鬚
黒
の
北
の
方
は
、
今
日
を
限
り
と
思
い
つ
め
、
つ
い
に
、
子
ど
も

た
ち
と
と
も
に
邸
か
ら
退
居
し
、
鬚
黒
と
離
別
す
る
こ
と
を
決
断
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
物
語
の
展
開
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
に
は
見
出
せ
な
い
新

た
な
展
開
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
『
源
氏
物
語
』

の
独
創
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
実
は
、
こ
こ
に
も
、『
古
事
記
』

の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
を
み
て
み
る
と
、
北
の
方
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

八
上
比
売
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

其そ

の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先さ
き

の
期ち
ぎ
り

の
如ご
と

く
み
と
あ
た
は
し
つ
。
故か
れ

、
其

の
八
上
比
売
は
、
率ゐ

て
来
つ
れ
ど
も
、
其
の
適む
か
ひ
め妻
須す

世せ

理り

毘び

売め

を

畏か
し
こ

み
て
（
中
略
）
返か
へ

り
き
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
あ
の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先
の
約
束
の
と
お
り
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

と
結
婚
な
さ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
八
上
比
売
を
連
れ
て
来
た
け
れ

ど
も
、
正
妻
の
須
世
理
毘
売
を
お
そ
れ
て
（
中
略
）
帰
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
上
比
売
は
大
国
主
と
結
ば
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
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後
大
国
主
の
妻
と
な
っ
た
須
世
理
毘
売
を
お
そ
れ
て
元
の
国
へ
戻
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
古
事
記
』
の
記
述
を
基
に
し
て
、
鬚
黒
の
北
の
方
が
子
ど
も

た
ち
を
連
れ
て
鬚
黒
の
も
と
を
立
ち
去
る
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
筋

書
き
が
つ
づ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

大
国
主
が
須
世
理
毘
売
を
妻
と
し
た
た
め
に
、大
国
主
の
不
在
中
に
、

八
上
比
売
が
大
国
主
の
も
と
か
ら
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
く
さ
ま
は
、

鬚
黒
が
玉
鬘
を
妻
と
し
た
た
め
に
、
鬚
黒
の
不
在
中
に
、
北
の
方
が
鬚

黒
の
も
と
か
ら
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
く
さ
ま
と
符
合
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
夫
と
の
あ
い
だ
に
子
を
も
つ
妻
が
、

後
か
ら
妻
と
な
っ
た
女
性
の
威
光
を
畏
れ
、
み
ず
か
ら
夫
の
も
と
を
離

別
し
て
い
る
点
で
『
古
事
記
』
と
『
源
氏
物
語
』
は
ぴ
た
り
と
一
致
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、わ
ず
か
数
行
の『
古
事
記
』

の
記
述
を
基
に
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
鬚
黒
の
北
の
方
が
玉
鬘
に
嫉
妬

し
、
鬚
黒
に
対
す
る
絶
望
感
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
離
別
す
る
と

い
う
家
庭
的
悲
劇
を
仕
立
て
上
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
一
　
嫁
盗
み
の
話
型

　

⑦
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
女
主
人
公
を
奪
い
去
っ
て
い
る
点
。

　

さ
て
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
は
、
鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
も
と
か
ら
玉

鬘
を
強
引
に
奪
い
去
る
と
い
う
新
た
な
局
面
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
る
。

　

玉
鬘
を
射
止
め
た
鬚
黒
大
将
は
、
一
日
も
早
く
玉
鬘
を
自
邸
に
引
き

取
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
鬚
黒
と
の
結
婚
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
わ
な

い
う
え
に
、い
ま
だ
玉
鬘
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
光
源
氏
は
、

「
そ
う
急
が
ず
に
、
そ
っ
と
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
ど
こ
か
ら
も
非
難
や

恨
み
を
か
わ
な
い
よ
う
に
事
を
運
ぶ
が
よ
ろ
し
い
」
な
ど
と
助
言
す
る

ば
か
り
で
、
玉
鬘
が
六
条
院
か
ら
出
る
こ
と
を
一
向
に
許
そ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
お
り
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
手
に
落
ち
た
こ
と
を
漏
れ

聞
い
た
冷
泉
帝
は
、「
私
と
の
縁
が
な
い
人
だ
っ
た
の
は
残
念
だ
が
、

出
仕
ま
で
も
断
念
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
」
と
、
帝て
い

寵ち
よ
う

に
か
か
わ
ら
な

い
宮
仕
え
を
望
ま
れ
た
。
も
と
も
と
「
尚な
い
し
の
か
み侍
」
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
つ

も
り
だ
っ
た
源
氏
は
こ
の
話
に
同
調
す
る
が
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
邸
に
移

る
こ
と
に
つ
い
て
は
け
っ
し
て
許
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
と
き
鬚
黒
は
一
計
を
案
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

 

内う

裏ち

へ
参
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、安
か
ら
ぬ
こ
と
に
大
将
思
せ
ど
、

そ
の
つ
い
で
に
や
が
て
ま
か
で
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き

た
ま
ひ
て
、
た
だ
あ
か
ら
さ
ま
の
ほ
ど
を
許
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
五
六
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
女
君
が
参
内
な
さ
る
こ
と
を
、
大
将
は
不
安
に
お
思

い
で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
を
機
会
に
そ
の
ま
ま
自
邸
に
お
引
き
取
り
申

そ
う
と
い
う
お
つ
も
り
に
な
ら
れ
て
、
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の
間
の
参
内

を
お
許
し
申
し
あ
げ
な
さ
る
。

　

光
源
氏
は
玉
鬘
が
六
条
院
か
ら
鬚
黒
邸
に
移
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
よ
く

思
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
鬚
黒
は
玉
鬘
が
「
尚な
い
し
の
か
み侍
」
と
し
て
宮
仕
え

す
る
機
会
を
利
用
し
て
、
玉
鬘
に
形
ば
か
り
の
出
仕
を
果
た
さ
せ
、
六

条
院
を
出
た
玉
鬘
を
六
条
院
へ
は
戻
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
鬚
黒
の
自
邸
へ

と
奪
い
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
玉
鬘
を
六
条
院
か
ら
連
れ
去
ろ
う
と
企

て
た
の
で
あ
る
。

　

年
明
け
、鬚
黒
は
一
抹
の
不
安
を
覚
え
つ
つ
も
玉
鬘
を
参
内
さ
せ
た
。

す
る
と
、
果
た
し
て
そ
こ
へ
突
然
美
し
い
冷
泉
帝
が
お
渡
り
に
な
り
、

玉
鬘
へ
の
強
い
執
着
を
に
じ
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た

鬚
黒
は
心
配
で
た
ま
ら
ず
、
あ
わ
て
て
玉
鬘
に
退
出
を
う
な
が
す
と
、
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の
音
が
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
ほ
ら
ほ
ら
」に
し
て
も「
す
ぶ
す
ぶ
」に
し
て
も
、鼠
の
文
言
は『
日

本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
古
事
記
』
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
ら
に
似
通
っ
た
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
特
に
珍
し
い
語
で
は
な

い
た
め
、
む
し
ろ
こ
の
部
分
が
『
古
事
記
』
神
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
気
に
も
留
め
な
い
語
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ほ
ら
ほ
ら
」「
す
ぶ
す
ぶ
」
と
い
う

鼠
の
文
言
を
踏
ま
え
た
語
が
こ
の
あ
た
り
に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
鼠
の
文
言
「
内
は
ほ
ら

ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
を
暗
に
示
そ
う
と
す
る
作
者
の
工
夫
だ
っ
た

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
　
正
妻
に
よ
る
離
別

　

⑥
男
主
人
公
の
妻
が
、
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
る
点
。

　
〈
火
取
事
件
〉
に
よ
っ
て
、
北
の
方
に
す
っ
か
り
愛
想
が
尽
き
て
し

ま
っ
た
鬚
黒
大
将
は
、
そ
の
後
、
玉
鬘
の
も
と
に
入
り
び
た
り
、
物
の

怪
が
現
れ
て
頻
繁
に
わ
め
き
た
て
て
い
る
と
い
う
北
の
方
の
も
と
に
は

一
向
に
寄
り
つ
こ
う
と
も
し
な
く
な
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
こ
と
を
伝

え
聞
い
た
北
の
方
の
父
式
部
卿
宮
は
、「
冷
淡
な
大
将
の
態
度
に
辛
抱

を
つ
づ
け
る
の
は
も
の
笑
い
の
種
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
私
が
生
き
て

い
る
限
り
、
大
将
の
言
い
な
り
に
は
さ
せ
な
い
」
と
言
っ
て
、
北
の
方

を
は
じ
め
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
実
家
に
引
き
取
る
こ
と
を
決
意
し
、
早

速
そ
の
迎
え
を
鬚
黒
邸
へ
と
差
し
向
け
た
。

　
　

 

北
の
方
、
御
心
地
す
こ
し
例
に
な
り
て
、
世
の
中
を
あ
さ
ま
し
う

思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
に
、
か
く
と
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、「
強し

ひ
て

立
ち
と
ま
り
て
、
人
の
絶
え
は
て
ん
さ
ま
を
見
は
て
て
思
ひ
と
ぢ

め
む
も
、
い
ま
す
こ
し
人
笑
へ
に
こ
そ
あ
ら
め
」
な
ど
思
し
立
つ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
七
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
北
の
方
は
少
し
ご
気
分
が
平
常
に
戻
っ
て
、
こ
の
仲

を
情
け
な
い
こ
と
と
心
を
痛
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
こ
へ
こ
う
し

て
父
宮
か
ら
お
迎
え
に
ま
い
っ
た
由
を
申
し
あ
げ
な
さ
っ
た
の
で
、「
こ

の
際
、
無
理
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
夫
か
ら
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
を

見
き
わ
め
て
か
ら
、
あ
き
ら
め
を
つ
け
る
と
い
う
の
も
、
な
お
さ
ら
も

の
笑
い
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
な
ど
と
、
心
を
お
決
め
に
な
っ
た
。

　

鬚
黒
の
北
の
方
は
、
今
日
を
限
り
と
思
い
つ
め
、
つ
い
に
、
子
ど
も

た
ち
と
と
も
に
邸
か
ら
退
居
し
、
鬚
黒
と
離
別
す
る
こ
と
を
決
断
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
物
語
の
展
開
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
に
は
見
出
せ
な
い
新

た
な
展
開
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
『
源
氏
物
語
』

の
独
創
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
実
は
、
こ
こ
に
も
、『
古
事
記
』

の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
を
み
て
み
る
と
、
北
の
方
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

八
上
比
売
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

其そ

の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先さ
き

の
期ち
ぎ
り

の
如ご
と

く
み
と
あ
た
は
し
つ
。
故か
れ

、
其

の
八
上
比
売
は
、
率ゐ

て
来
つ
れ
ど
も
、
其
の
適む
か
ひ
め妻
須す

世せ

理り

毘び

売め

を

畏か
し
こ

み
て
（
中
略
）
返か
へ

り
き
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
あ
の
八や

上か
み

比ひ

売め

は
、
先
の
約
束
の
と
お
り
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

と
結
婚
な
さ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
八
上
比
売
を
連
れ
て
来
た
け
れ

ど
も
、
正
妻
の
須
世
理
毘
売
を
お
そ
れ
て
（
中
略
）
帰
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
上
比
売
は
大
国
主
と
結
ば
れ
た
の
だ
が
、
そ
の

（ 7 ）
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『
伊
勢
物
語
』
に
は
男
主
人
公
が
深
窓
の
令
嬢
を
盗
み
出
そ
う
と
す

る
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、〈
嫁
盗
み
〉
の
章
段
と
し
て

有
名
な
「
芥あ
く
た

河が
わ

」
の
段
に
は
、
主
人
公
の
「
昔
男
」
が
の
ち
に
「
二
条

の
后
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
令
嬢
を
盗
み
出
し
、
逃
げ
去
ろ
う
と

す
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
鬚
黒
が
玉
鬘
を
盗
み
出
す
よ
う
に
自
邸
へ
と
逃
げ
去
る

姿
に
は
、「
昔
男
」
の
面
影
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
鬚
黒
の
行
為
自
体
が
『
伊
勢

物
語
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
よ
う
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
盗
み
出
す
と
い
う
伝
統
は
、

『
伊
勢
物
語
』
を
越
え
て
、
遠
く
『
古
事
記
』
の
神
話
に
は
じ
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
大
国
主
神
と
結
ば
れ
た
の
ち
も
、

須
世
理
毘
売
は
根
之
堅
州
国
に
住
む
須
佐
之
男
命
と
同
居
を
つ
づ
け
て

い
た
。
そ
ん
な
折
、
須
佐
之
男
命
が
た
ま
た
ま
居
眠
り
を
は
じ
め
た
隙

に
、
大
国
主
神
は
須
佐
之
男
命
を
し
ば
り
つ
け
、
須
世
理
毘
売
を
連
れ

て
根
之
堅
州
国
か
ら
の
脱
出
を
強
行
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

其そ

の
神
の
髪か
み

を
握と

り
、
其
の
室む
ろ

に
椽た
り
き

ご
と
に
結ゆ

ひ
着つ

け
て
、
五い

百ほ

引び
き

の
石い
は

を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞ふ
さ

ぎ
、
其
の
妻め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
負お

ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生い
く

大た

刀ち

と
生い
く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持
ち
て
、
逃
げ
出
で
し
…
…
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
そ
の
大お
お

神か
み

の
髪
を
手
に
取
っ
て
、
そ

の
室
に
椽た
る
き

ご
と
に
結
び
つ
け
て
、
五
百
人
か
か
っ
て
や
っ
と
引
け
る
ほ

ど
の
巨
大
な
岩
で
そ
の
室
の
入
り
口
を
と
り
塞ふ
さ

ぎ
、
そ
の
妻
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
背
負
い
、
す
ぐ
に
そ
の
大
神
の
生い
く

大た

刀ち

と
生い
く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
っ
て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
…
…
。

　

大
国
主
神
は
、
根
之
堅
州
国
の
主
宰
者
で
あ
る
須
佐
之
男
命
が
居
眠

り
を
は
じ
め
た
隙
を
つ
い
て
、
根
之
堅
州
国
を
脱
出
し
た
。
須
世
理
毘

売
を
連
れ
、
須
佐
之
男
の
生い
く

大た

刀ち

・
生い
く

弓ゆ
み

矢や

、
そ
し
て
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

を
手

に
取
り
持
っ
て
大
国
主
神
は
根
之
堅
州
国
を
一
目
散
に
逃
げ
出
す
の
で

あ
る
。

　

大
国
主
が
根
之
堅
州
国
の
主
宰
者
で
あ
る
須
佐
之
男
の
不
意
を
つ
い

て
須
佐
之
男
の
も
と
か
ら
須
世
理
毘
売
を
連
れ
出
す
さ
ま
は
、
鬚
黒
大

将
が
六
条
院
の
主
宰
者
で
あ
る
光
源
氏
の
不
意
を
つ
い
て
源
氏
の
も
と

か
ら
玉
鬘
を
連
れ
出
す
さ
ま
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。し
か
も
、

『
伊
勢
物
語
』
の
「
昔
男
」
が
〈
嫁
盗
み
〉
に
失
敗
し
て
い
る
の
と
は

反
対
に
、『
古
事
記
』
の
大
国
主
も
『
源
氏
物
語
』
の
鬚
黒
も
〈
嫁
盗
み
〉

に
成
功
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
玉
鬘
が
退
出
し
た
の
は
宮
中
か
ら
で
あ
っ
て
「
六
条
院
」

か
ら
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
宮
中
へ
出
仕
し
た
玉
鬘
を
「
六
条
院
」

に
は
戻
さ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
鬚
黒
の
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
と
い
う
こ
と

は
、
鬚
黒
が
玉
鬘
を
「
六
条
院
」
か
ら
連
れ
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
鬚
黒
は
こ
こ
で
結
果
的
に
玉
鬘
を
連
れ

て
「
根
之
堅
州
国
」
な
ら
ぬ
「
六
条
院
」
か
ら
の
逃
走
を
果
た
し
た
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
須
世
理

毘
売
を
「
根
之
堅
州
国
」
か
ら
奪
い
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話

を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
設
定
を
巧
み
に
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女

主
人
公
を
男
親
の
も
と
か
ら
連
れ
出
す
と
い
う
こ
と
に
見
事
成
功
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
鬚
黒
大
将
が
玉
鬘
を
光
源
氏
の
も
と
か
ら
強
引
に
奪
い

去
る
と
い
う
〈
逃
走
劇
〉
の
原
点
に
は
、
大
国
主
が
須
世
理
毘
売
を
須

佐
之
男
の
も
と
か
ら
強
引
に
奪
い
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が

踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（ 10 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（三）

六
条
院
に
は
戻
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
自
邸
へ
連
れ
去
る
と
い
う
か
ね
て
か

ら
の
計
画
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 
や
が
て
、
今こ

宵よ
ひ

、
か
の
殿と
の

に
と
思
し
ま
う
け
た
る
を
、
か
ね
て
は

ゆ
る
さ
れ
あ
る
ま
じ
き
に
よ
り
、漏
ら
し
き
こ
え
た
ま
は
で
、「
に

は
か
に
い
と
乱み
だ

り
風か

邪ぜ

の
な
や
ま
し
き
を
、
心
や
す
き
所
に
う
ち

休
み
は
べ
ら
む
ほ
ど
、
よ
そ
よ
そ
に
て
は
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
は

べ
ら
む
を
」
と
お
い
ら
か
に
申
し
な
い
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
渡
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
八
九
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大
将
は
、
こ
の
ま
ま
今
夜
ご
自
邸
に
と
の
お
心
づ
も

り
で
あ
っ
た
が
、
前
も
っ
て
そ
れ
を
言
い
出
し
た
の
で
は
と
て
も
お
許

し
が
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
そ
の
件
は
、
お
く
び
に
も
お
出
し
申

さ
れ
ず
、「
に
わ
か
に
ひ
ど
い
風
邪
で
気
分
が
わ
る
う
ご
ざ
い
ま
す
か

ら
、
気
の
お
け
な
い
自
宅
で
休
息
し
よ
う
と
存
じ
ま
す
が
、
そ
の
間
、

女
君
と
別
々
で
は
、
ま
こ
と
に
気
が
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
」

と
、穏
や
か
に
こ
し
ら
え
言
を
お
申
し
あ
げ
に
な
っ
て
、そ
の
ま
ま
さ
っ

さ
と
お
邸
に
お
引
き
取
り
に
な
る
。

　

気
が
気
で
な
か
っ
た
鬚
黒
は
、
仮
病
に
こ
と
よ
せ
、
玉
鬘
に
退
出
を

急
き
立
て
る
と
、
牛
車
を
走
ら
せ
て
は
首
尾
よ
く
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連

れ
去
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
最
後
に
強
行
さ
れ
る
こ
の
〈
逃
走
劇
〉
は
、
一

体
何
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
に
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
玉

鬘
を
無
事
に
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
こ
と
に
成
功
し
た
直
後
、
鬚
黒
は
次

の
よ
う
な
感
慨
を
い
だ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

盗
み
も
て
行い

き
た
ら
ま
し
と
思
し
な
ず
ら
へ
て
、
い
と
う
れ
し
く

心
地
落
ち
ゐ
ぬ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
八
九
―
三
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
ひ
と
り
大
将
は
、
大
事
な
宝
を
盗
み
取
っ
て
で
も
き

た
よ
う
な
思
い
が
し
て
、
じ
つ
に
う
れ
し
く
、
や
っ
と
気
持
も
落
ち
着

い
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
鬚
黒
は
、
玉
鬘
を
あ
た
か
も
「
盗
み
取
っ
て
」
で

も
き
た
か
の
よ
う
な
感
慨
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
う「
盗
み
も
て
…
…
」に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
評
釈
』は
、

　
　

 

業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
話
を
思
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
）（
13
）

と
記
し
、
新
旧
の
〈
全
集
〉
も
ま
た
、

　
　

 

一
説
に
、
業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
話
（
伊
勢
物
語
六
段
）

を
ふ
ま
え
た
と
み
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』
三
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
14
）

　
　

 

業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
話
（
伊
勢
物
語
六
段
な
ど
）
を

ふ
ま
え
た
表
現
か
。

 

（『
源
氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
15
）

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
評
釈
』
や
新
旧
の
〈
全
集
〉
は
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
盗
み
も
て
…
…
」
と
い
う
表
現
の
裏
に
、

在
原
業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
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『
伊
勢
物
語
』
に
は
男
主
人
公
が
深
窓
の
令
嬢
を
盗
み
出
そ
う
と
す

る
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、〈
嫁
盗
み
〉
の
章
段
と
し
て

有
名
な
「
芥あ
く
た

河が
わ

」
の
段
に
は
、
主
人
公
の
「
昔
男
」
が
の
ち
に
「
二
条

の
后
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
令
嬢
を
盗
み
出
し
、
逃
げ
去
ろ
う
と

す
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
鬚
黒
が
玉
鬘
を
盗
み
出
す
よ
う
に
自
邸
へ
と
逃
げ
去
る

姿
に
は
、「
昔
男
」
の
面
影
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
鬚
黒
の
行
為
自
体
が
『
伊
勢

物
語
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
よ
う
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
盗
み
出
す
と
い
う
伝
統
は
、

『
伊
勢
物
語
』
を
越
え
て
、
遠
く
『
古
事
記
』
の
神
話
に
は
じ
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
大
国
主
神
と
結
ば
れ
た
の
ち
も
、

須
世
理
毘
売
は
根
之
堅
州
国
に
住
む
須
佐
之
男
命
と
同
居
を
つ
づ
け
て

い
た
。
そ
ん
な
折
、
須
佐
之
男
命
が
た
ま
た
ま
居
眠
り
を
は
じ
め
た
隙

に
、
大
国
主
神
は
須
佐
之
男
命
を
し
ば
り
つ
け
、
須
世
理
毘
売
を
連
れ

て
根
之
堅
州
国
か
ら
の
脱
出
を
強
行
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

其そ

の
神
の
髪か
み

を
握と

り
、
其
の
室む
ろ

に
椽た
り
き

ご
と
に
結ゆ

ひ
着つ

け
て
、
五い

百ほ

引び
き

の
石い
は

を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞ふ
さ

ぎ
、
其
の
妻め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
負お

ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生い
く

大た

刀ち

と
生い
く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持
ち
て
、
逃
げ
出
で
し
…
…
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
そ
の
大お
お

神か
み

の
髪
を
手
に
取
っ
て
、
そ

の
室
に
椽た
る
き

ご
と
に
結
び
つ
け
て
、
五
百
人
か
か
っ
て
や
っ
と
引
け
る
ほ

ど
の
巨
大
な
岩
で
そ
の
室
の
入
り
口
を
と
り
塞ふ
さ

ぎ
、
そ
の
妻
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
背
負
い
、
す
ぐ
に
そ
の
大
神
の
生い
く

大た

刀ち

と
生い
く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
っ
て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
…
…
。

　

大
国
主
神
は
、
根
之
堅
州
国
の
主
宰
者
で
あ
る
須
佐
之
男
命
が
居
眠

り
を
は
じ
め
た
隙
を
つ
い
て
、
根
之
堅
州
国
を
脱
出
し
た
。
須
世
理
毘

売
を
連
れ
、
須
佐
之
男
の
生い
く

大た

刀ち

・
生い
く

弓ゆ
み

矢や

、
そ
し
て
天あ
め

の
沼ぬ

琴こ
と

を
手

に
取
り
持
っ
て
大
国
主
神
は
根
之
堅
州
国
を
一
目
散
に
逃
げ
出
す
の
で

あ
る
。

　

大
国
主
が
根
之
堅
州
国
の
主
宰
者
で
あ
る
須
佐
之
男
の
不
意
を
つ
い

て
須
佐
之
男
の
も
と
か
ら
須
世
理
毘
売
を
連
れ
出
す
さ
ま
は
、
鬚
黒
大

将
が
六
条
院
の
主
宰
者
で
あ
る
光
源
氏
の
不
意
を
つ
い
て
源
氏
の
も
と

か
ら
玉
鬘
を
連
れ
出
す
さ
ま
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。し
か
も
、

『
伊
勢
物
語
』
の
「
昔
男
」
が
〈
嫁
盗
み
〉
に
失
敗
し
て
い
る
の
と
は

反
対
に
、『
古
事
記
』
の
大
国
主
も
『
源
氏
物
語
』
の
鬚
黒
も
〈
嫁
盗
み
〉

に
成
功
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
玉
鬘
が
退
出
し
た
の
は
宮
中
か
ら
で
あ
っ
て
「
六
条
院
」

か
ら
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
宮
中
へ
出
仕
し
た
玉
鬘
を
「
六
条
院
」

に
は
戻
さ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
鬚
黒
の
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
と
い
う
こ
と

は
、
鬚
黒
が
玉
鬘
を
「
六
条
院
」
か
ら
連
れ
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
鬚
黒
は
こ
こ
で
結
果
的
に
玉
鬘
を
連
れ

て
「
根
之
堅
州
国
」
な
ら
ぬ
「
六
条
院
」
か
ら
の
逃
走
を
果
た
し
た
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
須
世
理

毘
売
を
「
根
之
堅
州
国
」
か
ら
奪
い
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話

を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
設
定
を
巧
み
に
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女

主
人
公
を
男
親
の
も
と
か
ら
連
れ
出
す
と
い
う
こ
と
に
見
事
成
功
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
鬚
黒
大
将
が
玉
鬘
を
光
源
氏
の
も
と
か
ら
強
引
に
奪
い

去
る
と
い
う
〈
逃
走
劇
〉
の
原
点
に
は
、
大
国
主
が
須
世
理
毘
売
を
須

佐
之
男
の
も
と
か
ら
強
引
に
奪
い
去
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が

踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（ 10 ）
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六
条
院
に
は
戻
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
自
邸
へ
連
れ
去
る
と
い
う
か
ね
て
か

ら
の
計
画
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 

や
が
て
、
今こ

宵よ
ひ

、
か
の
殿と
の

に
と
思
し
ま
う
け
た
る
を
、
か
ね
て
は

ゆ
る
さ
れ
あ
る
ま
じ
き
に
よ
り
、漏
ら
し
き
こ
え
た
ま
は
で
、「
に

は
か
に
い
と
乱み
だ

り
風か

邪ぜ

の
な
や
ま
し
き
を
、
心
や
す
き
所
に
う
ち

休
み
は
べ
ら
む
ほ
ど
、
よ
そ
よ
そ
に
て
は
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
は

べ
ら
む
を
」
と
お
い
ら
か
に
申
し
な
い
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
渡
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
八
九
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
大
将
は
、
こ
の
ま
ま
今
夜
ご
自
邸
に
と
の
お
心
づ
も

り
で
あ
っ
た
が
、
前
も
っ
て
そ
れ
を
言
い
出
し
た
の
で
は
と
て
も
お
許

し
が
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
そ
の
件
は
、
お
く
び
に
も
お
出
し
申

さ
れ
ず
、「
に
わ
か
に
ひ
ど
い
風
邪
で
気
分
が
わ
る
う
ご
ざ
い
ま
す
か

ら
、
気
の
お
け
な
い
自
宅
で
休
息
し
よ
う
と
存
じ
ま
す
が
、
そ
の
間
、

女
君
と
別
々
で
は
、
ま
こ
と
に
気
が
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
」

と
、穏
や
か
に
こ
し
ら
え
言
を
お
申
し
あ
げ
に
な
っ
て
、そ
の
ま
ま
さ
っ

さ
と
お
邸
に
お
引
き
取
り
に
な
る
。

　

気
が
気
で
な
か
っ
た
鬚
黒
は
、
仮
病
に
こ
と
よ
せ
、
玉
鬘
に
退
出
を

急
き
立
て
る
と
、
牛
車
を
走
ら
せ
て
は
首
尾
よ
く
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連

れ
去
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
の
最
後
に
強
行
さ
れ
る
こ
の
〈
逃
走
劇
〉
は
、
一

体
何
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
に
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
玉

鬘
を
無
事
に
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
こ
と
に
成
功
し
た
直
後
、
鬚
黒
は
次

の
よ
う
な
感
慨
を
い
だ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

盗
み
も
て
行い

き
た
ら
ま
し
と
思
し
な
ず
ら
へ
て
、
い
と
う
れ
し
く

心
地
落
ち
ゐ
ぬ
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
八
九
―
三
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕
ひ
と
り
大
将
は
、
大
事
な
宝
を
盗
み
取
っ
て
で
も
き

た
よ
う
な
思
い
が
し
て
、
じ
つ
に
う
れ
し
く
、
や
っ
と
気
持
も
落
ち
着

い
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
鬚
黒
は
、
玉
鬘
を
あ
た
か
も
「
盗
み
取
っ
て
」
で

も
き
た
か
の
よ
う
な
感
慨
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
う「
盗
み
も
て
…
…
」に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
評
釈
』は
、

　
　

 

業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
話
を
思
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
）（
13
）

と
記
し
、
新
旧
の
〈
全
集
〉
も
ま
た
、

　
　

 

一
説
に
、
業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
話
（
伊
勢
物
語
六
段
）

を
ふ
ま
え
た
と
み
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』
三
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
14
）

　
　

 

業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
話
（
伊
勢
物
語
六
段
な
ど
）
を

ふ
ま
え
た
表
現
か
。

 

（『
源
氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
15
）

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
評
釈
』
や
新
旧
の
〈
全
集
〉
は
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
盗
み
も
て
…
…
」
と
い
う
表
現
の
裏
に
、

在
原
業
平
が
二
条
の
后
を
盗
み
出
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

（ 9 ）
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〔
抄
　
録
〕源氏

物
語
と
古
事
記
神
話
（
三
）

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』
の
所
謂
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六
条
院

を
舞
台
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
を
本
旨
と
し
て
い

る
。〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
飾
る
「
真
木
柱
」
の
巻
に
は
、
鬚
黒
大

将
が
光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
〈
六
条
院
逃

走
の
物
語
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』
の
根
底
に
は
〈
日
本
神
話
〉
が

深
く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』
は
〈
日
本
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
執
筆

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く

な
ら
ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
に
も
、
そ
の

根
底
に
〈
日
本
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将
と

の
か
か
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る
〈
六
条
院
逃
走

の
物
語
〉
が
、『
古
事
記
』
の
大
国
主
神
に
よ
る
〈
根
之
堅
州
国
逃
走

の
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い

と
思
う
。

　

玉
鬘
を
め
ぐ
る
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
共
通
点
に
つ
い

て
以
下
論
述
す
る
。

　

⑥
男
主
人
公
の
妻
が
、
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
る
点
。

　

⑦
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
女
主
人
公
を
奪
い
去
っ
て
い
る
点
。

（ 12 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（三）

　

完
全
に
出
し
抜
か
れ
、
大
切
な
娘
を
あ
っ
さ
り
と
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
光
源
氏
は
、
あ
ま
り
に
も
突
然
の
こ
と
で
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。

　
　

 
さ
て
も
つ
れ
な
き
わ
ざ
な
り
や
、
い
と
か
う
際き
は

々ぎ
は

し
う
と
し
も
思

は
で
た
ゆ
め
ら
れ
た
る
妬ね
た

さ
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕「
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
恨
め
し
い
大
将
の
仕
打
ち

で
は
な
い
か
。
じ
つ
に
こ
う
も
き
っ
ぱ
り
と
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
う

な
ど
と
は
予
想
も
せ
ず
、油
断
に
つ
け
こ
ま
れ
た
の
が
無
念
で
な
ら
ぬ
」

…
…
。

　

油
断
し
た
と
こ
ろ
を
鬚
黒
大
将
に
つ
け
こ
ま
れ
、
む
ざ
む
ざ
と
娘
を

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
源
氏
の
心
境
は
、
大
国
主
に
出
し
抜
か
れ
、
大
切

な
娘
を
ま
ん
ま
と
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
須
佐
之
男
の
心
境
そ
の
ま
ま
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

（
１
） 　

本
居
宣
長『
古
事
記
伝
』二
十
七
之
巻
、日
代
宮
二
之
巻（『
本

居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
、
担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
二
二
七
頁
）

（
２
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
八
九
五
頁
、
む
か
い
び
【
向
火
】
の
項
。

（
３
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
四
三
九
頁
。

（
４
） 　

四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
巻
第
十
一
（『
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
』

〈
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
〉、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
八
年
、
二
七
八
頁
）

（
５
） 　

中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
紫
式
部
日
記
』（『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
八
頁
）

（
６
） 　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
十
之
巻
、
神
代
八
之
巻
（『
本
居

宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
、
四
五
一
頁
）

（
７
） 　

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

第
五
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
四
〇
頁
。

（
８
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
一
九
九
頁
。

（
９
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
八
八
九
頁
。

（
10
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
七
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
一
〇
二
七
頁
。

（
11
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
四
九
八
頁
。

（
12
） 　

星
山
健
「
ふ
す
ぶ
・
ふ
す
べ
顔
」
仁
平
道
明
編
『
源
氏
物
語

の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』〈
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
〉
№

37
「
真
木
柱
」、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
六
六
頁
。

（
13
） 　

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
、
角
川
書
店
、

一
九
六
六
年
、
二
八
一
頁
、
後
注
。

（
14
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』

三
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
二
年
、

三
八
一
頁
、
頭
注
。

（
15
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳

『
源
氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
三
八
九
頁
、
頭
注
。

 

（
二
〇
一
八
．
五
．
三
十
受
稿
、
二
〇
一
八
．
七
．
九
受
理
）
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〔
抄
　
録
〕源氏

物
語
と
古
事
記
神
話
（
三
）

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』
の
所
謂
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六
条
院

を
舞
台
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
を
本
旨
と
し
て
い

る
。〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
飾
る
「
真
木
柱
」
の
巻
に
は
、
鬚
黒
大

将
が
光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
連
れ
去
る
〈
六
条
院
逃

走
の
物
語
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』
の
根
底
に
は
〈
日
本
神
話
〉
が

深
く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』
は
〈
日
本
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
執
筆

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く

な
ら
ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
に
も
、
そ
の

根
底
に
〈
日
本
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将
と

の
か
か
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る
〈
六
条
院
逃
走

の
物
語
〉
が
、『
古
事
記
』
の
大
国
主
神
に
よ
る
〈
根
之
堅
州
国
逃
走

の
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い

と
思
う
。

　

玉
鬘
を
め
ぐ
る
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
共
通
点
に
つ
い

て
以
下
論
述
す
る
。

　

⑥
男
主
人
公
の
妻
が
、
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
離
別
し
て
い
る
点
。

　

⑦
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
女
主
人
公
を
奪
い
去
っ
て
い
る
点
。

（ 12 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（三）

　

完
全
に
出
し
抜
か
れ
、
大
切
な
娘
を
あ
っ
さ
り
と
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
光
源
氏
は
、
あ
ま
り
に
も
突
然
の
こ
と
で
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。

　
　

 

さ
て
も
つ
れ
な
き
わ
ざ
な
り
や
、
い
と
か
う
際き
は

々ぎ
は

し
う
と
し
も
思

は
で
た
ゆ
め
ら
れ
た
る
妬ね
た

さ
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
九
〇
頁
）

　
〔
現
代
語
訳
〕「
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
恨
め
し
い
大
将
の
仕
打
ち

で
は
な
い
か
。
じ
つ
に
こ
う
も
き
っ
ぱ
り
と
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
う

な
ど
と
は
予
想
も
せ
ず
、油
断
に
つ
け
こ
ま
れ
た
の
が
無
念
で
な
ら
ぬ
」

…
…
。

　

油
断
し
た
と
こ
ろ
を
鬚
黒
大
将
に
つ
け
こ
ま
れ
、
む
ざ
む
ざ
と
娘
を

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
源
氏
の
心
境
は
、
大
国
主
に
出
し
抜
か
れ
、
大
切

な
娘
を
ま
ん
ま
と
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
須
佐
之
男
の
心
境
そ
の
ま
ま
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

（
１
） 　

本
居
宣
長『
古
事
記
伝
』二
十
七
之
巻
、日
代
宮
二
之
巻（『
本

居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
、
担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
二
二
七
頁
）

（
２
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
八
九
五
頁
、
む
か
い
び
【
向
火
】
の
項
。

（
３
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
四
三
九
頁
。

（
４
） 　

四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
巻
第
十
一
（『
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
』

〈
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
〉、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
八
年
、
二
七
八
頁
）

（
５
） 　

中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
紫
式
部
日
記
』（『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
八
頁
）

（
６
） 　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
十
之
巻
、
神
代
八
之
巻
（『
本
居

宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
担
当
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
、
四
五
一
頁
）

（
７
） 　

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

第
五
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
四
〇
頁
。

（
８
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
二
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
一
九
九
頁
。

（
９
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
八
八
九
頁
。

（
10
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
七
巻
、
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
、
一
〇
二
七
頁
。

（
11
） 　

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
四
九
八
頁
。

（
12
） 　

星
山
健
「
ふ
す
ぶ
・
ふ
す
べ
顔
」
仁
平
道
明
編
『
源
氏
物
語

の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』〈
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
〉
№

37
「
真
木
柱
」、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
六
六
頁
。

（
13
） 　

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
、
角
川
書
店
、

一
九
六
六
年
、
二
八
一
頁
、
後
注
。

（
14
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』

三
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
二
年
、

三
八
一
頁
、
頭
注
。

（
15
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳

『
源
氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
三
八
九
頁
、
頭
注
。

 

（
二
〇
一
八
．
五
．
三
十
受
稿
、
二
〇
一
八
．
七
．
九
受
理
）
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