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は
じ
め
に

藤
原
定
家
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
末
尾
に
次
の
よ
う
な
跋
文
を
も
つ
。

こ
の
物
語
、
高
き
代
の
こ
と
に
て
、
歌
も
言
葉
も
さ
ま
異
に
、
古
め
か
し
う
見
え
し
を
、
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
賢さか
し
き

い
ま
の
世
の
人
の
作
り
変
へ
た
る
と
て
、
む
げ
に
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見
ゆ
め
り
。
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
。
も
ろ
こ
し
の

人
の
、「
う
ち
ぬ
る
な
か
」
と
言
ひ
け
む
、
空そら
言ごと
の
中
の
空
言
を
か
し
う
。

貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
書
き
終
り
ぬ
。
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こ
れ
も
ま
こ
と
の
こ
と
な
り
。
さ
ば
か
り
傾けい
城せい
の
色
に
逢
は
じ
と
て
、
あ
だ
な
る
心
な
き
人
は
、
な
に
ご
と
に
、
か
か
る
こ

と
は
言
ひ
置
き
た
ま
ひ
け
る
ぞ
と
心
得
が
た
く
。
唐
に
は
さ
る
霧
の
さ
ぶ
ら
ふ
か
。

（
巻
三
・
一
三
九
頁
）（
１
）

「
貞
観
三
年
」（
八
六
一
年
）
と
あ
る
も
の
の
、
物
語
の
成
立
年
代
と
の
不
整
合
が
早
く
か
ら
言
わ
れ
、
今
日
で
は
こ
の
跋
文
を
定

家
自
身
の
創
作
（
虚
構
）
と
し
て
、「
偽﹅
跋
」
と
称
し
て
い
る
。

な
ぜ
『
松
浦
宮
物
語
』
に
偽
の
跋
文
が
付
さ
れ
た
の
か
。
本
論
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
跋
文
の
解
釈
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
偽
」跋
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
な
る
書
写
事
情
を
越
え
た
物
語
本
文
と
の
関
係
性
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
定
家
に
よ
る
本
物
語
の
位
置

づ
け
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
こ
の
跋
文
と
物
語
が
用
い
た
「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
と
い
う

時
代
設
定
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
新
た
な
物
語
史
」
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
私
見
を
加
え
た
い
。

二

『
松
浦
宮
物
語
』
の
志
向
性

『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
中
世
の
物
語
と
し
て
は
珍
し
く
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
市
古
貞
次
氏

の
見
解
を
次
に
挙
げ
よ
う
（
２
）。

本
書
で
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
源
氏
物
語
の
影
響
が
、
さ
し
て
見
ら
れ
ぬ
点
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
努
め
て
こ
れ
を
避
け
た

の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
想
像
す
る
。
む
し
ろ
源
氏
物
語
に
対
す
る
反
発
が
、
物
語
文
学
の
源
氏
の
殻
よ
り
の
脱
出
が
、
こ
こ

に
意
図
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

平
安
後
期
の
物
語
を
は
じ
め
、
中
世
の
擬
古
物
語
と
称
さ
れ
る
物
語
群
の
多
く
が
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
色
濃
い
も
の
で
あ
る
中
、

『
松
浦
宮
物
語
』
は
独
り
そ
の
流
れ
か
ら
外
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
へ
の
反
発
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
さ
て
お

五
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き
、「
物
語
文
学
の
源
氏
の
殻
よ
り
の
脱
出
」
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
は
首
肯
で
き
る
。
そ
れ
は
、
単
に
『
源
氏
物
語
』
的

な
要
素
を
避
け
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
あ
る
志
向
性
が
『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

端
的
に
表
す
の
が
、
中
古
中
期
か
ら
中
世
初
期
の
物
語
を
論
評
し
た
、『
無
名
草
子
』
に
よ
る
次
の
記
述
で
あ
る
。

ま
た
、
定
家
の
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
侍
る
め
る
は
、
ま
し
て
た
だ
気
色
ば
か
り
に
て
、
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の

ど
も
に
侍
る
な
る
べ
し
。『
松
浦
の
宮
』
と
か
や
こ
そ
、
ひ
と
へ
に
『
万
葉
集
』
の
風
情
に
て
、『
宇
津
保
』
な
ど
見
る
心
地
し
て
、

愚
か
な
る
心
も
及
ば
ぬ
さ
ま
に
侍
る
め
れ
。

（
九
八
頁
）（
３
）

今
日
、
こ
の
記
述
を
主
な
根
拠
に
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
が
藤
原
定
家
と
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、「『
万
葉
集
』
の
風

情
」、「『
宇
津
保
』
な
ど
見
る
心
地
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
を
避
け
る
一
方
で
、『
万
葉
集
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
風
情
が
随
所
に
看
取
さ
れ
る
と
い
う
の
が
『
松
浦
宮
物
語
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。『
無
名
草
子
』
は
基
本
的
に
女
性
作
者
の
物

語
に
限
定
し
て
論
評
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
も
つ
た
め
、『
松
浦
宮
物
語
』
評
は
敬
遠
と
も
言
う
べ
き
ま
こ
と
に
簡
素
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
を
的
確
に
衝
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

先
の
市
古
氏
が
『
松
浦
宮
物
語
』
を
指
し
て
、「
本
書
の
琴
の
伝
授
、
飛
揚
等
の
構
想
は
、
決
し
て
宇
津
保
の
そ
れ
と
無
関
係
で
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
語
彙
に
も
類
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
神
奈
備
女
王
の
入
内
は
彼
の
あ
て
宮
の
そ
れ
に
通
い
、
氏

忠
は
仲
忠
或
は
実
忠
か
ら
、
父
の
橘
冬
明
は
季
明
か
ら
、
女
王
の
神
奈
備
は
彼
の
神
奈
備
の
種
松
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
に
採
り
名

づ
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
す
る
よ
う
に
、
実
名
表
記
な
ど
の
観
点
を
含
ん
だ
呼
称
の
問
題
の
他
、
作
者
が
男
性
で
あ
る
こ
と
を

思
わ
せ
る
文
人
的
官
職
の
設
定（
４
）、
さ
ら
に
は
楼
を
舞
台
と
し
た
琴
の
継
承
や
伝
授
に
ま
つ
わ
る
予
言
の
存
在
と
い
っ
た
両
物
語

の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
に
ま
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』と
の
関
連
性
が
顕
著
で
あ
る
。
中
野
幸
一
氏
が
、
同
時
代
の
中
世
物
語
と
の
比
較

『松浦宮物語』の時代設定と偽跋 ――逆転する物語史の内包――

五
一



か
ら
、
あ
く
ま
で
も
古
来
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
意
識
し
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て
『
松
浦
宮
物
語
』
を
位
置
づ
け
た

こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
５
）。

以
下
は
、
両
物
語
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者
の
重
な
り
合
う
点
が
多
岐
の
レ
ベ
ル
に
わ
た
り
確
認
で
き
る
。

【
松
浦
宮
物
語
】

む
か
し
、
藤
原
の
宮
の
御
時

、
正
三
位
大
納
言
に
て
中
衛
大
将
か
け
た
ま
へ
る
、
橘
冬
明
と
聞
こ
ゆ
る
、
明
日
香
の
皇
女
の

御
腹
に
、
た
だ
ひ
と
り
持
た
ま
へ
る
男
君
、
か
た
ち
、
人
に
す
ぐ
れ
、
心
魂
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
を
、
父
君
は

さ
ら
に
も
聞
こ
え
ず
、
時
の
人
、
い
み
じ
き
世
の
光
と
め
で
た
て
ま
つ
る
。
七
歳
に
て
文
作
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
道
に
暗
き
こ
と

な
し
。
御
門
聞
こ
し
め
し
て
、「
こ
れ
た
だ
物
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」と
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
前
に
召
し
て
、
試
み
の
題
を
給

ふ
に
、
た
ど
る
と
こ
ろ
な
く
、
め
で
た
き
文
を
作
り
、
す
べ
て
生
ひ
出
づ
る
ま
ま
に
、
管
弦
を
習
ひ
て
も
、
師
に
は
さ
し
進
み
、

深
き
手
ど
も
を
ひ
け
ば
、
は
て
は
て
は
、
人
に
も
問
は
ず
、
多
く
は
心
も
て
な
む
さ
と
り
け
る
。
十
二
歳
に
て
、
御
前
に
て
か

う
ぶ
り
せ
さ
せ
て
、
内
舎
人
に
な
さ
せ
た
ま
ふ
。
明
け
暮
れ
、
こ
の
人
を
も
て
あ
そ
ば
せ
た
ま
ふ
に
、
至
ら
ぬ
こ
と
な
く
賢
け

れ
ば
、
つ
か
さ
、
か
う
ぶ
り
も
、
ほ
ど
な
く
た
ま
は
り
て
、
十
六
と
い
ふ
年
、
式
部
少
輔
・
右
少
弁
・
中
衛
少
将
を
か
け
て
、

従
上
の
五
位
に
な
り
ぬ
。
父
君
、
身
に
あ
ま
る
官
爵
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
ひ
と
つ
子
に
し
あ
れ
ば
、
ゆ
ゆ
し
う
の
み
お

ぼ
さ
る
。（
…
略
…
）明
け
む
年
、
も
ろ
こ
し
舟
出
だ
し
立
て
ら
る
べ
き
遣
唐
副
使
に
な
し
た
ま
ふ
べ
き
宣
旨
あ
り
。
大
将
も
皇

女
も
い
み
じ
き
こ
と
に
お
ぼ
せ
ど
、
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
る
を
選
ば
る
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
と
ど
め
む
力
な
し
。

（
巻
一
・
一
五
｜
二
三
頁
）

五
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【
う
つ
ほ
物
語
】

昔
、
式
部
大
輔
、
左
大
弁
か
け
て
、
清
原
の
大
君
、
皇
女
腹
に
男
子
一
人
持
た
り
。
そ
の
子
、
心
の
聡
き
こ
と
限
り
な
し
。

父
母
、「
い
と
あ
や
し
き
子
な
り
。
生
ひ
出
で
む
や
う
を
見
む
」と
て
、
書
も
読
ま
せ
ず
、
言
ひ
教
ふ
る
こ
と
も
な
く
て
生
ほ
し

立
つ
る
に
、
年
に
も
合
は
ず
、
丈
高
く
、
心
か
し
こ
し
。
七
歳
に
な
る
年
、
父
が
高
麗
人
に
会
ふ
に
、
こ
の
七
歳
な
る
子
、
父

を
も
ど
き
て
、
高
麗
人
と
書
を
作
り
交
は
し
け
れ
ば
、
朝
廷
、
聞
こ
し
召
し
て
、「
あ
や
し
う
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
り
。
い
か
で

試
み
む
」
と
思
す
ほ
ど
に
、
十
二
歳
に
て
冠
し
つ
。（
…
略
…
）
同
じ
く
作
れ
る
対
策
の
、
思
ふ
ま
ま
に
答
へ
た
る
対
策
の
書
ど

も
、
面
白
く
興
あ
り
て
、
帝
驚
か
せ
給
ひ
て
、
す
な
は
ち
式
部
丞
に
な
さ
れ
ぬ
。
そ
の
ほ
ど
、
俊
蔭
が
、
か
た
ち
の
清
ら
に
、

才
の
か
し
こ
き
こ
と
、
さ
ら
に
譬
ふ
べ
き
方
な
し
。
父
母
、「
眼
だ
に
二
つ
あ
り
」と
思
ふ
ほ
ど
に
、
俊
蔭
十
六
歳
に
な
る
年
、

唐
土
船
出
だ
し
立
て
ら
る
。
こ
た
み
は
、
殊
に
才
か
し
こ
き
人
を
選
び
て
、
大
使
・
副
使
と
召
す
に
、
俊
蔭
召
さ
れ
ぬ
。
父
母

悲
し
む
こ
と
、
さ
ら
に
譬
ふ
べ
き
方
な
し
。
一
生
に
一
人
あ
る
子
な
り
。
か
た
ち
・
身
の
才
、
人
に
す
ぐ
れ
た
り
。

（「
俊
蔭
」
九
頁
）（
６
）

両
者
の
対
応
は
異
様
と
も
称
す
べ
き
レ
ベ
ル
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』を
一
読
し
て
い
る
者
な
ら
ば
、『
松
浦
宮
物
語
』が
物
語
の

舞
台
を
示
す
重
要
な
冒
頭
部
分
に
お
い
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』的
世
界
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
を
即
座
に
感
じ
取
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭

の
対
応
以
外
に
も
、『
松
浦
宮
物
語
』
引
用
文
中
の
波
線
を
施
し
た
部
分
は
、「
心
魂
」
と
い
っ
た
語
句
を
は
じ
め
、『
う
つ
ほ
物
語
』

に
特
徴
的
な
表
現
や
官
職
名
が
意
識
的
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
松
浦
宮
物
語
』
の
語
り
出
し
は
、
模
倣
の
範
疇

を
越
え
、
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
宇
津
保
物
語
引﹅
用﹅
に
よ
る
表
現
」（
傍
点
は
論
者
）
と
さ
え
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
（
７
）、
両
者
の

強
固
な
関
係
性
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』所
収
の
作
品
を
参
照
す
る
と
、
多
く
の
物
語
が
多
彩

五
三
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な
冒
頭
形
式
を
も
つ
中
、「
昔
｜

」
と
い
う
、
昔
物
語
の
常
套
表
現
を
守
る
『
松
浦
宮
物
語
』
の
特
異
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
焦
点
化
さ
れ
て
く
る
の
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
的
世
界
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
家
は
『
松
浦
宮
物
語
』
で
何

を
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、
定
家
が
『
源
氏
物
語
』
的
な
る
も
の
を
避
け
古
体
め
い
た
物
語
を
創
る
に
際
し
、
な
ぜ
下
敷

き
と
し
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
選
ん
だ
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
８
）。
そ
れ
は
、「
物
語
文
学
の
源
氏
の
殻
よ
り
の
脱
出
」
の
内

実
に
迫
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
追
究
す
べ
く
注
目
し
た
い
の
は
、『
松
浦
宮
物
語
』が
、
物
語
の
時
代
を「
藤
原
の
宮
の
御
時
」、
す
な
わ
ち
持
統
・

文
武
・
元
明
天
皇
の
御
代
（
六
九
四
｜
七
一
〇
）
に
置
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。『
松
浦
宮
物
語
』
巻
一
の
和
歌
が
明
ら
か
に
『
万

葉
集
』の
歌
風
を
思
わ
せ
る
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
物
語
を
古
体
に
み
せ
る
意
図
は
容
易
に
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』の
う
ち
で
も
第
二
期
に
当
た
る
時
代
が
選
ば
れ
た
の
は
、
万
葉
歌
人
の
中
で
定
家
が
高
く
評
価
す
る
柿
本
人
麻
呂
が
意
識

さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
的
に
知
ら
れ
る
、
平
安
時
代
と
の
同
化
を
志
向
す
る
擬
古
物
語
の
範
疇
を

逸
脱
し
た
こ
の
時
代
設
定
は
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
独
自
性
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
（
９
）。

三

先
行
作
品
享
受
法
の
特
性

本
節
で
は
、
先
に
挙
げ
た
偽
跋
の
解
釈
へ
と
つ
な
げ
る
べ
く
、『
松
浦
宮
物
語
』の
時
代
設
定
を
視
野
に
、
先
行
作
品
と
の
関
係
性

を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

中
世
の
物
語
を
概
観
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
し
て
長
篇
的
な
も
の
で
は
な
い
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』な
ど
、
先
行

作
品
名
や
登
場
人
物
を
先
例
と
し
て
引
く
こ
と
が
多
い
点
に
気
づ
く
。

五
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ま
こ
と
や
、
関
白
殿
に
は
、
姫
君
は
お
は
す
れ
ど
、
わ
か
君
の
お
は
せ
ざ
り
け
る
を
、
心
も
と
な
く
お
ぼ
し
わ
た
り
給
ふ
に
、

た
ま
光
る
ば
か
り
の
わ
か
君
ぞ
い
で
き
給
ふ
。
ま
だ
ふ
た
葉
よ
り
さ
ま
こ
と
に
、
光
源
氏
の
ち
ご
お
ひ
も
か
ほ
ど
に
は
あ
ら
じ

か
し
と
お
ぼ
ゆ
る
人
え
給
ひ
て
、
ま
た
な
く
か
し
づ
き
給
ふ
さ
ま
、
こ
ち
た
き
ま
で
な
り
。

（
春
夏
、
③
六
頁
）

さ
ば
か
り
き
は
ぎ
は
し
き
御
心
に
、
う
へ
よ
り
ほ
か
に
又
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
ひ
め
宮
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
は
ち
り
も
す
へ
じ
と
み

が
き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
に
、
こ
の
事
の
あ
ら
は
れ
ゆ
か
ば
い
か
さ
ま
に
と
、
お
も
ふ
も
あ
さ
ま
し
き
事
の
さ
ま
な
る
に
、
い

く
程
の
ひ
か
ず
も
へ
ず
、
し
と
ね
の
下
に
文
や
あ
り
け
ん
、
御
あ
と
の
か
た
に
ふ
と
こ
ろ
が
み
や
を
ち
た
り
け
ん
、
ぐ
ゑ
ん
じ
、

さ
ご
ろ
も
の
た
め
し
は
い
づ
れ
か
れ
い
に
ひ
か
れ
け
ん
、
后
宮
し
ら
せ
給
ひ
ぬ
。

（
巻
三
、
③
二
七
二
頁
）（
10
）

前
者
は
『
苔
の
衣
』
の
一
節
、
男
子
が
な
い
の
を
寂
し
く
思
っ
て
い
た
関
白
の
家
に
、
後
の
右
大
将
と
な
る
子
が
誕
生
す
る
場
面

で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』を
引
き
合
い
に
出
し
、
光
源
氏
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
子
の
類
い
稀
な
る
資
質
が

語
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』、
一
品
の
宮
と
端
山
の
繁しげりの
密
通
露
顕
と
い
う
場
面
に
、『
源
氏
物
語
』「
御
褥
の

す
こ
し
ま
よ
ひ
た
る
つ
ま
よ
り
、
浅
緑
の
薄
様
な
る
文
の
押
し
ま
き
た
る
端
見
ゆ
る
」（「
若
菜
・
下
」
④
二
五
〇
頁
）
と
い
う
柏
木
と

女
三
の
宮
の
関
係
、
そ
し
て『
狭
衣
物
語
』「
姫
宮
の
御
後
の
方
に
、
懐
紙
の
や
う
な
る
も
の
の
落
ち
た
る
を
」（
巻
二
、
上
一
四
四
頁
。

深
川
本
や
内
閣
文
庫
蔵
本
は
「
姫
宮
の
御
後
の
方
に
、
懐
紙
の
や
う
な
る
も
の
の
あ
る
を
」）
と
い
う
狭
衣
と
女
二
の
宮
の
関
係
露
顕

が
引
か
れ
て
い
る
（
11
）。

そ
の
他
に
も
、『
八
重
葎
』『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』『
兵
部
卿
物
語
』
な
ど
、
擬
古
物
語
が
中
古
の
物
語
を
引
く
例
は
枚
挙
に
暇

が
な
い
。『
雲
隠
六
帖
』
や
『
山
路
の
露
』
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
外
伝
と
も
言
う
べ
き
性
格
が
明
確
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
こ

五
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う
し
た
先
行
作
品
の
摂
取
法
は
、
何
も
中
世
の
物
語
に
限
っ
た
特
徴
で
は
な
く
、
中
古
の
物
語
に
お
い
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
『
は

こ
や
の
刀
自
』『
か
ら
も
り
』
へ
の
言
及
や
絵
合
で
の
『
竹
取
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』
評
、
あ
る
い
は
『
狭
衣
物
語
』
が
『
う
つ
ほ
物

語
』
の
仲
澄
や
『
源
氏
物
語
』
の
宰
相
中
将
（
薫
）
を
持
ち
出
す
な
ど
、
先
行
作
品
の
存
在
を
明
示
す
る
こ
と
は
常
套
的
と
も
言
え

る
も
の
で
あ
る（
無
論
、
影
響
関
係
を
も
つ
表
現
の
箇
所
全
て
に
、
常
に
名
が
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）（
12
）。
こ
う
し
た

先
行
作
品
の
引
用
が
も
た
ら
す
意
味
と
し
て
重
視
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
物
語
成
立
の
先
後
関
係
を
示
す
指
標
に
な
る
点
で
あ
る
。

だ
が
、『
松
浦
宮
物
語
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
一
度
た
り
と
も
言
及
し
な
い
。
そ
の
理
由
の
第
一
に
、「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
と
い
う
、

『
う
つ
ほ
物
語
』が
存
在
し
て
い
な
い
時
代
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』

の
名
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
な
し
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
的﹅
な
「
世
界
観
」
を
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。だ

が
、
物
語
も
巻
二
の
中
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
、
こ
の
傾
向
に
変
化
が
現
れ
る
。

た
を
た
を
と
な
よ
び
た
る
も
の
か
ら
、
た
だ
い
さ
さ
か
思
ひ
あ
ふ
る
ほ
ど
も
な
く
、
か
い
消
つ
や
う
に
消
え
う
せ
ぬ
れ
ば
、

さ
ら
に
言
は
む
か
た
も
な
し
。
隠
れ
蓑
の
た
め
し
に
や
と
ま
で
探
れ
ど
、
跡
か
た
も
知
ら
れ
ず
、
ま
こ
と
に
夢
よ
り
も
は
か
な

き
は
、
思
ひ
や
る
か
た
も
な
し
。

（
巻
二
・
九
四
｜
九
五
頁
）

こ
れ
は
、
主
人
公
氏
忠
が
謎
の
女
と
逢
瀬
を
も
っ
た
後
、
女
が
忽
然
と
消
え
失
せ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
隠
れ
蓑
」
が
『
源

氏
物
語
』
以
前
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
平
安
中
期
の
散
佚
物
語
『
隠
れ
蓑
（
の
少
将
）』
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
元
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
、
着
れ
ば
姿
が
消
え
る
と
い
う
隠
れ
蓑
の
伝
説
そ
の
も
の
を
承
け
て
の
も
の
で
あ
る
か
は
明
確
で
な
い
。
仮
に
前
者
で
あ

れ
ば
、「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
と
い
う
冒
頭
の
設
定
に
反
す
る
も
の
と
な
る
。

五
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さ
ら
に
巻
三
に
至
る
と
、
氏
忠
が
故
郷
の
日
本
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
「
三
笠
の
山
に
」（
巻
三
・
一
一
〇
頁
）
と
口
に
す
る
場
面

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
安
倍
仲
麿
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
句
で
あ
り
、
や
は
り
「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
に
は
ま
だ
存
在

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
小
学
館
新
編
全
集
が
「
仲
麿
と
同
じ
よ
う
に
月
と
故
郷
の
三
笠
山
を
結
び
付
け
て
回
想
に

ふ
け
っ
た
と
み
て
お
け
ば
よ
い
か
」と
注
し
て
い
る
が
、
苦
し
い
。
と
い
う
の
も
、
次
節
で
触
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
巻
三
に
お
い
て
、

唐
后
が
明
ら
か
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
藤
原
敏
行
の
歌
を
引
く
場
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
三
笠
の
山
」
の
場
合
も
、
歌
の

詠
み
ぶ
り
の
一
致
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
越
え
た
、
先
行
歌
を
方
法
的
に
引
く
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
巻
一
全
体
に
『
万
葉
集
』
の
歌
ぶ
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
問
題
に
関
し
て
も
、
類
似
し
た
変
化
の
現
象

が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
巻
が
下
る
に
つ
れ
『
古
今
和
歌
集
』
以
下
勅
撰
歌
集
の
歌
風
が
多
く
な
る
と
し
た
水
野
治
久

氏
（
13
）
、
あ
る
い
は
定
家
が
『
松
浦
宮
物
語
』
執
筆
を
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
三
代
三
風
に
わ
た
る
和

歌
創
作
の
修
練
の
場
に
し
た
と
み
る
萩
谷
朴
氏（
14
）、
そ
し
て
三
体
の
歌
風
を
三
つ
の
恋
乃
至
三
人
の
女
性
の
雰
囲
気
に
配
当
し
て

描
き
分
け
る
企
て
と
し
た
と
す
る
三
角
洋
一
氏
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
が（
15
）、
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
物
語
始
発
当
初
に
、
物

語
を
古
体
め
か
し
て
い
た
万
葉
の
風
情
が
薄
れ
て
い
く
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
た
と
き
、
巻
二
以
降
の
物
語
の
質
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
変
化

と
「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
と
い
う
時
代
の
枠
組
み
が
、
定
家
の
創
作
意
識
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か

を
、
物
語
末
尾
に
付
さ
れ
た
偽
跋
と
関
連
づ
け
て
探
り
た
い
。

五
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四

偽
跋
の
解
釈

本
節
で
は
こ
こ
ま
で
示
し
た
問
題
意
識
を
視
野
に
、
偽
跋
全
体
の
解
釈
を
述
べ
て
い
く
。
本
跋
文
は
短
い
も
の
の
、
い
ま
だ
十
分

な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
以
下
の
参
照
の
た
め
に
、
改
め
て
引
こ
う
。

①
こ
の
物
語
、
高
き
代
の
こ
と
に
て
、
歌
も
言
葉
も
さ
ま
異
に
、
古
め
か
し
う
見
え
し
を
、
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
賢
し

き
い
ま
の
世
の
人
の
作
り
変
へ
た
る
と
て
、
む
げ
に
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見
ゆ
め
り
。
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
。
も
ろ
こ

し
の
人
の
、「
う
ち
ぬ
る
な
か
」
と
言
ひ
け
む
、
空
言
の
中
の
空
言
を
か
し
う
。

②
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
書
き
終
り
ぬ
。

③
花

カ

非
ズ

レ

花
ニ

霧
カ

非
ズ

レ

霧
ニ

夜
半

ニ

来
リ

天
明

ニ

去
ル

来
ル
コ
ト

如
ク

二

春
夢

ノ
一

幾
多

ノ

時
ゾ

去
ル
コ
ト

似
テ

二

朝
雲

ニ
一

無
シ

二

ム
ル

処
一

。

こ
れ
も
ま
こ
と
の
こ
と
な
り
。
さ
ば
か
り
傾
城
の
色
に
逢
は
じ
と
て
、
あ
だ
な
る
心
な
き
人
は
、
な
に
ご
と
に
、
か
か
る

こ
と
は
言
ひ
置
き
た
ま
ひ
け
る
ぞ
と
心
得
が
た
く
。
唐
に
は
さ
る
霧
の
さ
ぶ
ら
ふ
か

（
巻
三
・
一
三
九
頁
）

以
下
、
跋
文
を
便
宜
上
三
つ
に
分
け
、
そ
の
解
釈
を
示
し
て
い
く
。

①

「
こ
の
物
語
」
よ
り
「
を
か
し
う
」
ま
で

初
め
の
一
文
は
、
前
節
に
見
た
、
巻
一
と
巻
二
・
三
と
の
間
に
横
た
わ
る
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の
言
及
か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、「
藤
原

の
宮
の
御
時
」と
い
う
上
代
の
物
語
と
し
て
始
発
し
た
巻
一
は
そ
の
和
歌
も
万
葉
調
で
あ
り
、
言
葉
も
異
様
で
古
め
か
し
く
み
え
た
、

五
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と
い
う
。
言
葉
の
古
め
か
し
さ
と
は
、
内
容
に
留
ま
ら
ず
、
こ
と
に
よ
る
と
元
々
は
こ
の
物
語
が
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
い
た
、
と

い
う
体
を
と
っ
て
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
巻
一
の
さ
ま
に
反
し
、
巻
二
の
始
ま
り
を
指
す
「
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
」
以
降

の
、
唐
帝
崩
御
後
に
弟
の
燕
王
が
武
装
蜂
起
し
た
こ
と
で
都
を
追
わ
れ
る
場
面
か
ら
先
は
、
小
賢
し
い
「
い
ま
の
世
の
人
」
の
改
作

に
よ
っ
て
、
や
た
ら
と
「
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
」
が
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
す
る
。
定
家
自
身
も
巻
二
以
降
の
質
的
変
化
を
自

覚
し
、
そ
こ
に
「
後
人
の
改
作
」
と
い
う
虚
構
を
持
ち
出
し
た
背
景
に
は
、
物
語
始
発
当
初
の
世
界
を
い
か
に
脱
却
す
る
か
、
と
い

う
物
語
創
作
上
の
葛
藤
が
う
か
が
え
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
続
く
「
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
」
の
解
釈
で
あ
る
。
小
学
館
新
編
全
集
は
「
改
作
の
是
非
に
つ
い
て
迷
っ

て
、
ど﹅
ち﹅
ら﹅
（
傍
点
は
論
者
）
が
真
実
か
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
注
を
付
す
が
、
こ
の
問
題
は
直
前
の
「
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見

ゆ
め
り
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、「
も
ろ
こ
し
の
人
」
以
下
を
先
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
部
分
は
、
唐
后
と
氏
忠
と
の
奇
想
天
外
な
前
世
が
、
后
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
場
面
（
巻
三
）
に
関
わ
っ
て
い
る
。「
う
ち

ぬ
る
な
か
」と
は
、「
さ
て
も
、
う
ち
寝
る
中
の
夢
の
直ただ
路ぢ
も
、
ま
こ
と
の
ゆ
ゑ
を
晴
る
け
ず
は
、
い
と
ど
罪
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
や
」

（
一
二
二
｜
一
二
三
頁
）
と
い
う
、
后
の
語
り
出
し
を
指
す
。
従
来
、
続
く
「
空
言
の
中
の
空
言
」
つ
ま
り
「
嘘
の
中
の
大
嘘
」
と
い

う
評
は
、
后
の
告
白
全
体
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
燕
軍
の
将
・
宇
文
会
が
阿
修
羅
の
転
生
で
あ
る
こ
と
や
、
后
自
身
が

とう
利り
点てん
の
天
衆
で
あ
り
、
氏
忠
が
天
童
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
い
う
告
白
は
、
確
か
に
荒
唐
無
稽
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
荒
唐
無
稽

さ
は
そ
れ
と
し
て
、「
空
言
の
中
の
空
言
」
が
指
す
内
容
は
、
実
は
別
に
あ
る
と
考
え
る
。

か
つ
て
唐
后
が
氏
忠
と
和
歌
を
交
わ
し
た
際
に
、「
移
し
心
は
と
か
や
」（
巻
二
・
八
三
頁
）
と
こ
と
ば
を
続
け
る
場
面
が
あ
っ
た
こ

と
を
想
起
し
た
い
。
こ
れ
は
、『
万
葉
集
』
三
〇
五
八
「
う
ち
ひ
さ
す
み
や
に
は
あ
れ
ど
つ
き
く
さ
の
う
つ
し
ご
こ
ろ
は
（
う
つ
ろ
ふ

五
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こ
こ
ろ
）
わ
が
お
も
は
な
く
に
」
に
よ
る
表
現
で
あ
る
（
16
）。
そ
こ
に
、
語
り
手
が
「
か
し
こ
し
と
聞
こ
え
な
が
ら
、
い
か
で
知
り

た
ま
ひ
け
る
ふ
る
ご
と
に
か
。人
の
聞
き
な
し
の
偽
り
に
こ
そ
は
」
｜

つ
ま
り
、「
賢
明
な
后
と
は
い
え
、ど
の
よ
う
に
し
て
古
言（
万

葉
集
の
歌
）
を
ご
存
知
に
な
っ
た
の
か
。
聞
い
た
人
の
先
入
観
に
よ
る
聞
き
違
え
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
評
言
を
加
え
て
い
た
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
踏
ま
え
た
時
、
偽
跋
に
引
か
れ
た
「
う
ち
ぬ
る
な
か
」
と
い
う
后
の
こ
と
ば
が
、
藤
原
敏
行
「
恋
ひ
わ
び
て
打
ち
ぬ
る
中

に
行
き
か
よ
ふ
夢
の
た
だ
ぢ
は
う
つ
つ
な
ら
な
む
」（
古
今
和
歌
集
・
恋
二
・
五
五
八
）
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
こ
よ

う
。
つ
ま
り
、「
嘘
の
中
の
大
嘘
」
と
は
、
后
の
告
白
全
体
を
指
す
の
で
は
な
く
、
日
本
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
、「
も
ろ
こ
し
の

人
」
で
あ
る
唐
后
が
口
に
し
た
矛
盾
を
指
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
后
の
宮
」
で
な
く
、
一
般
名
詞
的
に
「
も
ろ
こ

し
の
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
本
文
か
ら
跋
文
に
も
つ
な
が
る
価
値
基
準
に
、
こ
う
し
た
時
代
性
に
反
す
る
出
来
事
を
「
空
言
」
と
し
て
捉
え
る
目

が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
。「
空
言
の
中
の
空
言
」
と
い
う
「
大
嘘
」
が
「
を
か
し
う
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
度
合

い
が
あ
ま
り
に
外
れ
た
も
の
と
な
る
と
、
か
え
っ
て
面
白
い
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
裏
返
し
の
表
現
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
文
脈
か
ら
す
る
と
、
先
に
保
留
し
た
「
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
」
は
、
後
人
の
手
に
よ
る
改
作
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
生

じ
た
不
整
合
性
を
指
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
こ
の
跋
文
が
示
す
改
作
説
と
万
葉
調
の
消
失
と
の
関
連
が
説
か

れ
て
き
た
が
、
前
節
に
み
た
よ
う
な
、
先
行
物
語
の
利
用
や
引
歌
と
い
っ
た
、
享
受
の
方
法
面
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る

こ
と
が
わ
か
る
。
遡
っ
て
「
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
れ
ば
、
新
編
全
集
の
注
す
る
よ
う
な
、
改
作
そ

の
も
の
へ
の
懐
疑
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
整
合
性
の
な
い
「
見
苦
し
き
こ
と
ど﹅
も﹅
」
の
う
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ち
、「
ど﹅
れ﹅
」
が
時
代
性
に
合
っ
た
本
当
の
内
容
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
訝
し
み
な
の
で
あ
る
。

②

「
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
書
き
終
り
ぬ
」

「
貞
観
三
年
」と
い
う
奥
付
が
、
定
家
に
よ
る
虚
構
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
年
代

の
意
味
を
読
み
取
る
島
内
景
二
氏
は
、
次
の
視
点
を
加
え
て
い
る
（
17
）。

貞
観
三
年
と
言
え
ば
、
ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
が
展
開
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
、「
染
殿
の
院
の
西
の
対
」

と
は
染
殿
の
后
（
藤
原
明
子
）
の
居
所
の
謂
な
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
『
松
浦
宮
』
の
世
界
と
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
と
を
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
弁
と
昔
男
（
在
原
業
平
）
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。（
…
略

…
）
次
の
よ
う
に
考
え
た
ら
、
面
白
い
の
で
は
な
い
か
。『
松
浦
宮
』
内
部
に
仮
託
さ
れ
た
作
者
は
在
原
業
平
で
あ
り
、
業
平
は

自
分
の
人
生
を
「
同
時
代
の
作
品
」
と
し
て
虚
構
化
し
て
『
伊
勢
物
語
』
を
執
筆
し
、
奈
良
時
代
と
い
う
「
過
去
の
時
代
の
作

品
」
と
し
て
虚
構
化
し
『
松
浦
宮
』
を
執
筆
し
た
、
と
い
う
大
虚
構
を
『
松
浦
宮
』
の
本・
当・
の・
作・
者・
は
考
え
だ
し
た
の
だ
、
と
。

「
染
殿
の
院
の
西
の
対
」
と
は
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
五
・
七
四
七
の
業
平
歌
の
詞
書
お
よ
び
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
に
み
え
る
藤

原
良
房
の
五
条
の
邸
西
の
対
に
あ
た
り
、『
伊
勢
物
語
』
で
の
い
わ
ゆ
る
二
条
后
（
高
子
）
章
段
を
意
識
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

時
期
や
場
所
と
い
い（
18
）、
こ
の
跋
文
末
尾
の
部
分
は
、
島
内
氏
の
指
摘
通
り
業
平
を
想
起
さ
せ
る
べ
く
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。『
近
代
秀
歌
』に
お
い
て
、「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
ね
が
ひ
て
、
寛
平
以
往

の
歌
に
な
ら
は
ば
、
自
ら
よ
ろ
し
き
こ
と
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
」（
19
）
と
、『
古
今
和
歌
集
』
と
り
わ
け
「
花
山
僧
正
（
遍
昭
）・

在
原
中
将
（
業
平
）・
素
性
・
小
町
」
の
時
代
を
重
視
し
た
定
家
で
あ
る
。
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ま
た
、
先
に
み
た
藤
原
敏
行
と
業
平
は
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
二
人
の
親
交
は
篤
か
っ
た
。
さ
ら
に
菊
地
仁
氏
に
よ
れ
ば
、
先
に
引

か
れ
た
歌
中
に
あ
っ
た
「
夢
の
直
路
」
と
い
う
こ
と
ば
は
敏
行
の
後
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
定
家
が
『
拾

遺
愚
草
』
で
三
例
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
至
っ
て
は
五
例
も
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
（
20
）、
敏
行
と
定
家
の
強
い
結
び
つ
き
も
看
取
さ

れ
る
点
、
興
味
深
い
。

た
だ
し
、
島
内
氏
が
業
平
を
『
松
浦
宮
物
語
』
内
部
に
仮
託
さ
れ
た
物
語
作
者
と
捉
え
る
点
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
後
人
に
よ
る
改
作
を
ほ
の
め
か
す
文
言
に
加
え
、
偽
跋
の
直
前
に
は
、「
こ
の
奥
も
、
本
朽
ち
失
せ
て
離
れ
落
ち
に
け

り
と
本
に
」
と
い
う
、
書
写
過
程
を
示
す
表
現
が
本
文
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
定
家
は
識
語
に
「
書
之
」
を
「
書
写
之
」

と
同
義
に
用
い
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
と
合
わ
せ
（
21
）、『
松
浦
宮
物
語
』
偽
跋
に
お
け
る
「
書
き
終
り
ぬ
」
も
、
物
語
を

作
り
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
写
し
終
え
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
貞
観
三
年
」云
々
の
部
分
は
、
業
平
を
物
語
の「
書
写
者
」

と
し
て
、
そ
し
て
「
偽
跋
の
作
者
」
と
し
て
押
し
出
す
こ
と
に
こ
そ
主
眼
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
③
の
解
釈
を
通
し
て
述

べ
て
い
く
。

③

「
こ
れ
も
ま
こ
と
の
」
よ
り
「
さ
ぶ
ら
ふ
か
」
ま
で

こ
の
部
分
は
、「
貞
観
三
年
」の
部
分
と
合
わ
せ
、
物
語
成
立
の
観
点
お
よ
び
漢
詩
の
出
典
の
指
摘
と
絡
め
た
、
物
語
内
容
と
の
関

連
性
を
読
む
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

漢
詩
に
続
く
評
言
、「
こ
れ
も
ま
こ
と
の
こ
と
な
り
」は
、
先
ほ
ど
の
時
代
性
の
問
題
か
ら
、
真
理
を
言
い
当
て
て
い
る
と
い
う
意

味
で
の
「
ま
こ
と
」
意
識
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
。「
傾
城
の
色
に
逢
は
じ
」
以
下
は
、「
李
夫
人
」（
白
氏
文
集
・
巻
四
・
新
楽
府
）
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で
好
色
を
戒
め
た
白
居
易
が
『
文
選
』「
高
唐
賦
」
の
よ
う
な
儚
い
逢
瀬
を
想
起
さ
せ
る
「
花
非
花
」
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
物
語
中
で
の
氏
忠
と
唐
后
と
の
朧
化
さ
れ
た
逢
瀬
に
重
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
物
語
全
体
の
妖
艶
美
を
要
約
し
て

い
る
、
と
す
る
萩
谷
朴
氏
の
指
摘
に
倣
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
22
）。

こ
こ
で
は
、
偽
跋
作
者
と
し
て
業
平
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
漢
詩
の
表
現
と
の
関
連
か
ら
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

先
に
島
内
氏
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
主
人
公
・
氏
忠
と
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
（
業
平
を
思
わ
せ
る
）

「
男
」は
、
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
言
う
と
、
月
と
梅
の
取
り
合
わ
せ
が
象
徴
的
な
氏
忠
と
后
と
の
恋
の
モ
チ
ー
フ

は
、「
梅
の
花
ざ
か
り
」「
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
」
と
い
う
舞
台
を
そ
ろ
え
た
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
を
は
じ
め
と
す
る
二
条
の
后
と

の
禁
忌
の
恋
を
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
な
の
で
あ
る
（
23
）。

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、『
伊
勢
物
語
』第
四
段
に
お
け
る
男
の
和
歌
で
あ
る
。「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ

と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」は
、「
君
や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か
」（
第
六
九
段
）と
並

ぶ
、『
伊
勢
物
語
』の
主
題
性
に
関
わ
る
重
要
な
歌
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
特
徴
的
な
反
復
表
現
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。「
花
非
花
」

の
漢
詩
の
表
現
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
詠
み
ぶ
り
が
、
ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
的
な
、
業
平
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
な
和
歌
の
手
法

に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
特
に
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
は
、「
梅
の
花
匂
ひ
を
移
す
袖
の
上
に
軒
も
る

月
の
影
ぞ
あ
ら
そ
ふ
」（
新
古
今
和
歌
集
・
春
上
・
四
四
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
定
家
が
物
語
取
り
・
本
歌
取
り
と
し
て
注
目
し

て
い
た
歌
の
一
つ
で
あ
る
。
定
家
は
こ
の
よ
う
な
「
梅
」
と
「
月
」
と
の
取
り
合
わ
せ
を
好
ん
で
和
歌
に
用
い
て
お
り
、『
拾
遺
愚
草
』

に
も
類
似
の
モ
チ
ー
フ
を
も
っ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

物
語
の
書
写
を
終
え
る
に
際
し
、
業
平
が
跋
文
に
こ
う
し
た
漢
詩
を
書
き
つ
け
た
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
伊
勢
物
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語
』
の
世
界
観
と
『
松
浦
宮
物
語
』
と
の
関
連
性
を
暗
示
す
る
効
果
を
生
む
に
留
ま
ら
ず
、
白
居
易
の
漢
詩
と
業
平
の
歌
の
詠
み
ぶ

り
を
も
重
ね
て
い
く
、
定
家
の
戯
れ
と
言
え
る
（
24
）。

偽
跋
は
戯﹅
跋
で
も
あ
っ
た
。

以
上
、
物
語
本
文
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
偽
跋
の
解
釈
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
解
釈
の
上
で
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、「
ま

こ
と
」「
そ
ら
ご
と
」
と
い
う
鍵
語
で
あ
る
。
奇
し
く
も
そ
れ
は
、『
無
名
草
子
』
が
定
家
の
作
っ
た
複
数
の
物
語
に
つ
い
て
「
た
だ
気

色
ば
か
り
に
て
、
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
」と
評
し
た
見
方
と
の
重
な
り
を
み
せ
る
。
偽
跋
の
解
釈
を
通
し
て
現
れ
た
の
は
、

戦
乱
の
世
に
身
を
置
く
者
の
、
古
代
へ
の
憧
憬
で
あ
り
、
ま
た
、「
ま
こ
と
」「
そ
ら
ご
と
」
の
狭
間
で
新
た
な
物
語
創
作
を
試
み
た
、

定
家
の
足
跡
で
あ
っ
た
。

五

虚
構
の
物
語
史
創
出
の
試
み

こ
こ
ま
で
、「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
を
舞
台
と
す
る
巻
一
の
世
界
と
、『
万
葉
集
』
の
歌
を
「
古
言
」
と
す
る
巻
二
・
三
の
世
界
を
統

合
す
る
も
の
と
し
て
跋
文
が
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。

本
論
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
跋
文
に
お
い
て
「
貞
観
三
年
」
と
い
う
年
代
が
、
物
語
世
界
の
時
間
枠
の
下
限
と
し
て
提
示
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
た
な
意
味
を
、『
う
つ
ほ
物
語
』と
の
関
連
を
軸
に
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
冒
頭
か
ら
既
に
明
ら
か

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
遣
い
お
よ
び
物
語
の
骨
子
の
上
で
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
だ
け
に
、
定
家
の
意
識
と
し
て
も
、『
松
浦

宮
物
語
』
の
下
敷
き
と
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
関
係
性
を
、
い
か
に
改
変
・
更
新
し
て
い
く
か
が
差
し
当
た
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
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た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返
れ
ば
、『
松
浦
宮
物
語
』の
設
定
年
代
と
本
文
と
の
間
に
あ
る
食
い
違
い
に
つ
い
て
、
主
に
作
中
和

歌
を
通
し
た
考
察
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、「
歌
人
」定
家
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
近
年
神
尾
暢
子
氏
は
、「
物
語
作
者
」と
し
て
の
定
家
を
も
視
野
に
収
め
た
考
察
を
進
め
て
い
る
。
氏
は
、『
松

浦
宮
物
語
』の
巻
二
以
降
に
定
家
に
と
っ
て
現
代
的
と
も
い
え
る
表
現
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
む
し
ろ
、
現
代
に
立
脚

し
た
作
者
が
、
作
品
で
設
定
し
た
古
代
を
再
構
成
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
選
択
し
た
方
法
」
と
評
価
し
て
い
る
（
25
）。
神
尾
氏
の

観
点
は
「
現
在
と
連
接
し
た
」
も
の
と
し
て
「
過
去
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
識
的
な
方
法
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
行
物
語
と
の

個
々
の
作
品
レ
ベ
ル
の
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
本
論
と
は
異
な
る
が
、『
松
浦
宮
物
語
』に
お
け
る
時
代
的
な
混
淆
状
態
を
積
極
的

に
捉
え
る
点
に
お
い
て
支
持
し
た
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
島
内
氏
に
よ
る
次
の
見
解
は
本
論
と
観
点
が
近
く
、
見
逃
せ
な
い
見
地
を
与
え
て
く
れ
る
（
26
）。

荒
唐
無
稽
な
物
語
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、『
松
浦
宮
』
も
起
源
譚
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、『
松
浦
宮
』

の
真
実
味
を
保
証
す
る
作
者
の
と
っ
て
お
き
の
手
段
が
あ
る
の
だ
。
日
本
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
琴
の
演
奏
方
法
」
の
存
在
自

体
が
、
弁
と
い
う
人
物
の
実
在
を
証
し
だ
て
る
も
の
な
の
だ
。
更
に
は
、
華
陽
公
主
が
大
事
に
し
て
い
た
楽
器
と
し
て
の「
琴
」、

の
ち
に
母
后
が
弁
に
授
け
た
如
意
宝
と
し
て
の
「
鏡
」
の
存
在
が
あ
る
。
そ
の
琴
そ
の
も
の
、
あ
の
鏡
そ
の
も
の
が
、
現
在
も

ど
こ
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
強
弁
す
る
こ
と
で
、
作
者
は
作
品
世
界
（
ふ
る
こ
と
）
の
真
実
性
を
読
者
に
訴
え
る
の
だ
。

こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
を
通
り
越
し
て
（
も
ち
ろ
ん
、『
源
氏
物
語
』
を
質
的
に
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
毛
頭
な
い
）、

古
代
神
話
・
昔
物
語
の
方
法
と
同
じ
も
の
だ
。
し
か
し
、『
松
浦
宮
』
の
読
者
の
目
の
前
に
、
弁
や
母
后
や
公
主
の
人
生
を
証
明
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す
る
「
琴
」
や
「
玉
」
や
「
鏡
」
な
ど
は
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
、「
表
現
」
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

『
松
浦
宮
』
の
表
現
の
持
つ
限
界
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

島
内
氏
の
視
点
で
最
大
の
特
長
は
、「
琴
の
演
奏
方
法
」を
は
じ
め
と
し
た
、
読
者
周
辺
の
文
物
の
起
源
譚
と
し
て『
松
浦
宮
物
語
』

を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
伝
奇
性
の
強
い
物
語
が
内
包
す
る
読
み
の
可
能
性
を
、
古
代
神
話
や
昔
物
語
が
積
極
的
に
用
い

た
方
法
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
は
、「
神
の
事
跡
」
と
「
地
名
起
源
」
と
を
相
互
扶
助
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
た

三
谷
邦
明
氏
の
論
考
を
想
起
さ
せ
る
（
27
）。
三
谷
氏
の
視
角
を
端
的
に
言
う
と
、「
神
の
事
跡
」
を
伝
え
る
現
在
の
地
名
が
、
今
・
こ

こ
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
が
証
立
て
ら
れ
る
一
方
で
、「
神
の
事
跡
」の
伝
説
が
そ
の
土
地
の
神
聖
た
る
べ

き
こ
と
を
保
証
す
る
と
い
う
、
両
者
の
双
方
向
的
な
関
係
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
松
浦
宮
物
語
』が
様
々
な
文
物
の
前
史
創
出
の
試
み
に
満
ち
た
作
品
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
島
内
氏
の
新
見
で
あ

る
。
だ
が
、
氏
が
、
物
語
中
の
宝
器
が
実
際
に
は
目
の
前
に
は
な
く
、
あ
る
の
は
『
松
浦
宮
物
語
』
と
い
う
「
表
現
」
の
み
で
あ
る

こ
と
を
も
っ
て
想
像
力
の
限
界
と
し
た
点
は
、
物
質
的
に
過
ぎ
首
肯
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
読
者
の
目
の
前
に
は
、『
松
浦
宮
物

語
』
の
構
想
と
の
間
に
大
き
な
影
響
関
係
が
み
て
取
れ
る
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
い
う
「
表
現
」
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
に
も
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
が
平
安
中
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
定
家
の
時
代
に
は
自

明
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
同
時
代
人
の
認
識
を
逆
手
に
と
っ
て
、「
藤
原
の
宮
の
御
時
」と
い
う
冒
頭
の
時
代
設
定
に

始
ま
り
、
奥
付
で
「
貞
観
三
年
」
と
結
ぶ
『
松
浦
宮
物
語
』
が
示
唆
し
て
い
た
の
は
、『
松
浦
宮
物
語
』
と
い
う
往
古
の
「
表
現
」
が
、

「
表
現
」
か
ら
な
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
（
28
）、
虚
構
の
「
逆
転
す
る
物
語
史
」
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

物
語
が
物
語
史
を
構
築
す
る
｜

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』「
絵
合
」
巻
で
あ
る
。
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梅
壺
の
御
方
に
は
、
平
典
侍
、
侍
従
内
侍
、
少
将
命
婦
、
右
に
は
大
弐
典
侍
、
中
将
命
婦
、
兵
衛
命
婦
を
、
た
だ
今
は
心
に
く

き
有
職
ど
も
に
て
、
心
々
に
争
ふ
口
つ
き
ど
も
を
を
か
し
と
聞
こ
し
め
し
て
、
ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖おや
な
る
竹
取

の
翁
に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合
は
せ
て
争
ふ
。

（「
絵
合
」
②
三
八
〇
頁
）

本
文
の
整
備
や
物
語
歌
合
な
ど
を
は
じ
め
、
定
家
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
深
い
関
係
性
に
つ
い
て
は
言
を
俟
た
な
い
。
そ
の
定
家

が
あ
え
て
「
物
語
文
学
の
源
氏
の
殻
よ
り
の
脱
出
」
を
意
図
し
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
へ
の
「
反
発
」
と
言
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
「
反
動
」
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
定
家
が
古
体
の
物
語
を
創
ろ
う
と
し
た
際
、『
竹
取
物
語
』
で

は
な
く
、『
う
つ
ほ
物
語
』
的
世
界
を
取
り
込
む
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
、『
竹
取
物
語
』
を
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖
」
と
す
る
『
源

氏
物
語
』
の
物
語
史
観
を
相
対
化
し
、
再
構
築
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
飽
き
た
ら
ず
、
単
な
る
擬
古
物
語
と
し

て
の
枠
を
越
え
、『
う
つ
ほ
物
語
』と
の
先
後
関
係
を
も
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
松
浦
宮
物
語
』を
物
語
の
想
像
力
の
源
流
と

す
る
新
た
な
「
逆
転
す
る
物
語
史
」
を
打
ち
立
て
る
試
み
。
ま
さ
に
「
空
言
の
中
の
空
言
」
を
自
認
す
る
戯
れ
の
企
て
が
、「
物
語
作

家
」
と
し
て
の
定
家
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

本
論
で
重
視
し
た
の
は
、
物
語
冒
頭
に
お
け
る
「
藤
原
の
宮
の
御
時
」
と
い
う
設
定
と
と
も
に
、
偽
跋
で
示
さ
れ
た
「
貞
観
三
年
」

と
い
う
物
語
成
立
時
代
の
下
限
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
狭
間
で
、
は
じ
め
の
時
代
的
枠
組
み
を
外
し
て
い
く
定

家
の
物
語
創
作
の
試
み
は
、
偽
跋
の
解
釈
を
通
し
て
明
確
と
な
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、『
松
浦
宮
物
語
』が
影
響
色
濃
い
は
ず
の

『
う
つ
ほ
物
語
』
よ
り
も
前
に
時
代
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、『
竹
取
物
語
』
を
物
語
の
祖
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
と
は
異
な
っ
た
、
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独
自
の
逆
転
す
る
物
語
史
の
萌
芽
を
内
包
す
る
特
異
性
を
指
摘
し
た
。

無
論
、『
無
名
草
子
』
に
「
定
家
少
将
」
作
者
説
が
み
え
、
現
在
で
も
『
松
浦
宮
物
語
』
が
鎌
倉
時
代
物
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
現
実
問
題
と
し
て
物
語
史
を
覆
す
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
偽
跋
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
時

代
性
に
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
目
の
前
に
新
た
な
物
語
史
が
現
出
し
て
く
る
、
そ
れ
が
『
松
浦
宮
物
語
』
に
込
め
ら
れ
た
定

家
の
戯
れ
で
あ
り
、
企
て
な
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）『
松
浦
宮
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
２
）
市
古
貞
次
「
松
浦
宮
物
語
の
意
義
」（『
日
本
文
学
教
養
講
座
』
第
七
巻
（
中
世
小
説
）、
至
文
堂
、
昭
和
二
六
年
）。

（
３
）『
無
名
草
子
』
の
引
用
は
、
新
潮
社
古
典
集
成
に
よ
る
。

（
４
）
佐
藤
謙
三
「
宇
津
保
物
語
に
つ
い
て
｜

男
物
語
の
分
野
｜

」（『
国
文
学
論
究
』
第
一
六
号
、
昭
和
一
七
年
五
月
。『
平
安
時
代
文
学

の
研
究
』
角
川
書
店
、
昭
和
三
五
年
所
収
）。

（
５
）
中
野
幸
一
「
う
つ
ほ
物
語
の
影
響
｜

物
語
文
学
へ
の
一
傾
向
｜

」（
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
新

』
古
典
文
庫
、
昭
和

四
一
年
。『
う
つ
ほ
物
語
の
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
年
所
収
）
は
、
中
古
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
が
み

ら
れ
る
十
篇
の
物
語
を
取
り
上
げ
、
仲
澄
の
「
妹
へ
の
恋
」
と
い
う
特
定
の
モ
チ
ー
フ
に
偏
っ
て
そ
の
投
影
が
あ
る
点
に
注
目
し
、
大
部
分

が
『
う
つ
ほ
物
語
』
改
竄
本
や
絵
巻
な
ど
の
二
次
的
作
品
を
通
し
て
の
間
接
的
な
享
受
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
全
』（
お
う
ふ
う
）
に
よ
る
。
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（
７
）
久
保
田
孝
夫
他
編
『
松
浦
宮
物
語
﹇
改
訂
版
﹈』（
翰
林
書
房
、
平
成
八
年
）。

（
８
）『
松
浦
宮
物
語
』
へ
の
先
行
作
品
の
影
響
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
ほ
か
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
存
在
が
あ
る
。
た
だ
し
、『
浜

松
中
納
言
物
語
』
の
構
想
は
巻
二
以
降
に
強
く
出
て
く
る
と
思
わ
れ
、『
松
浦
宮
物
語
』
始
発
当
初
に
お
け
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
影
響
関

係
の
多
大
さ
を
重
視
す
る
の
が
本
論
の
立
場
で
あ
る
。

（
９
）
た
だ
し
、「
中
衛
大
将
」
と
い
う
官
職
は
聖
武
天
皇
の
御
代
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
時
代
性
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
部
分
も
見
ら
れ
る
。

（
10
）『
苔
の
衣
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
引
用
は
、
と
も
に
笠
間
書
院
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
に
よ
る
。
表
記
等
、
私
に
改
め
た
箇
所
が

あ
る
。

（
11
）『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
表
記
等
、
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
の

本
文
引
用
は
新
潮
社
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
が
、
内
閣
文
庫
蔵
本
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
、
深
川
本
は
小
学
館
新
編
全
集
を
参
照
し
た
。

（
12
）『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
と
い
う
点
で
は
、
仲
澄
の
恋
死
を
引
く
も
の
だ
け
で
な
く
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
が
琴
の
演
奏
に
つ
い
て
「
宇

津
保
の
物
語
の
、
内
侍
の
督
の
弾
き
け
む
な
ん
風
、
は
し
風
の
音
も
、
か
う
は
あ
ら
ず
や
あ
り
け
む
と
思
ひ
や
ら
る
る
に
」（
巻
一
・
九
九
頁
）

（『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）
と
し
、
ま
た
平
安
時
代
最
末
期
成
立
と
さ
れ
る
『
在
明
の

別
』
に
お
い
て
は
、
男
装
し
た
女
君
の
、
架
空
の
妹
の
入
内
を
引
き
延
ば
す
場
面
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
あ
て
宮
の
名
が
み
え
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

（
13
）
水
野
治
久
「「
松
浦
宮
物
語
」
の
成
立
時
代
と
作
者
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
一
七
巻
第
六
号
、
昭
和
一
五
年
六
月
）。

（
14
）
萩
谷
朴
「
松
浦
宮
物
語
は
定
家
の
実
験
小
説
か
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
六
巻
第
八
号
、
昭
和
四
四
年
八
月
）。

（
15
）
三
角
洋
一
「『
松
浦
宮
物
語
』
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」（『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）』
第
二
四
巻
、
昭
和
五
〇
年
度
）。
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（
16
）『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
角
川
書
店
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
た
だ
し
、『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
は
旧

版
に
よ
っ
た
。

（
17
）
島
内
景
二
「
旅
の
文
学
と
し
て
の
松
浦
宮
物
語
｜

恋
と
戦
さ
と
音
楽
と
」（『
電
気
通
信
大
学
紀
要
』
第
二
巻
第
二
号
、
平
成
元
年
一
二

月
。『
源
氏
・
後
期
物
語
話
型
論
』
新
典
社
、
平
成
五
年
所
収
）。

（
18
）
五
条
の
染
殿
后
に
つ
い
て
は
古
く
は
明
子
と
さ
れ
て
い
た
が
、『
憶
断
』
が
順
子
と
し
、
現
在
で
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
四
月
二
十

五
日
条
な
ど
、
史
実
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
順
子
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、「
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
」
は
、『
三
代
実
録
』
で
は
賀

茂
祭
の
翌
日
で
警
備
が
解
か
れ
た
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』の
業
平
の
項
に
お
い
て
も
、
そ
の
日
に
言
及

は
な
く
、
業
平
と
の
関
連
を
探
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
19
）『
近
代
秀
歌
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
20
）
菊
地
仁
「
物
語
作
家
と
し
て
の
藤
原
定
家
｜

松
浦
宮
物
語
の
位
置
づ
け
｜

」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
八
二
巻
第
二
号
、
昭
和
五
一
年
八

月
）。

（
21
）
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕』（
明
治
書
院
、
昭
和
四
三
年
）
第
二
篇
第
三
章
。

（
22
）
萩
谷
朴
『
松
浦
宮
全
注
釈
』（
若
草
書
房
、
平
成
九
年
）。

（
23
）『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
24
）
こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
背
後
で
支
え
る
も
の
に
は
、『
伊
勢
物
語
』『
松
浦
宮
物
語
』と
も
に
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
、
元

『
鶯
鶯
伝
』

の
存
在
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
田
辺
爵
「
伊
勢
竹
取
に
於
け
る
伝
奇
小
説
の
影
響
」（『
國
學
院
雑
誌
』
昭
和
九
年
一
二
月
）、
目
加
田
さ
く
を

『
物
語
作
家
圏
の
研
究
』（
昭
和
三
九
年
、
武
蔵
野
書
院
）、
上
野
理
「
伊
勢
物
語
「
狩
の
使
」
考
」（『
国
文
学
研
究
』
第
四
一
号
、
昭
和
四
四

年
一
二
月
）、
久
保
田
孝
夫
「『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」」（『
同
志
社
国
文
学
』
第
四
一
号
、
平
成
六
年
一
一
月
）
な
ど
。
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（
25
）
神
尾
暢
子
「
藤
原
定
家
の
擬
古
措
定
｜

物
語
創
作
の
設
定
次
元
｜

」（『
学
大
国
文
』
第
三
四
号
、
平
成
三
年
二
月
。『
王
朝
文
学
の

表
現
形
成
』
新
典
社
、
平
成
七
年
所
収
）。

（
26
）
前
掲
（
17
）
の
島
内
論
文
。

（
27
）
三
谷
邦
明「
古
代
叙
事
文
芸
の
時
間
と
表
現
｜

物
語
的
言
説
の
展
開
あ
る
い
は
源
氏
物
語
に
お
け
る
時
間
意
識
の
構
造
｜

」（『
物
語

文
学
の
方
法

』
有
精
堂
、
平
成
元
年
）。

（
28
）
錦
仁
「
定
家
と
物
語
｜
『
松
浦
宮
物
語
』
試
論
｜

」（
和
歌
文
学
会
編
『
論
集
藤
原
定
家
』
笠
間
書
院
、
昭
和
六
三
年
。『
中
世
和
歌

の
研
究
』
桜
楓
社
、
平
成
三
年
所
収
）
は
、
密
通
を
重
要
事
と
し
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
関
係

性
を
論
じ
た
。
そ
の
中
で
、『
松
浦
宮
物
語
』
を
「『
源
氏
物
語
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
か
ら
明
ら
か
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
意
識
的

に
時
代
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
あ
ら
た
な
構
想
を
作
品
の
内
部
に
持
ち
込
」む
も
の
と
規
定
し
、「
そ
の
よ
う
な
先
行
作
品
の
構
想
と
テ
ー
マ

を
十
分
に
承
知
し
、
そ
れ
を

消
費

し
尽
く
し
て
空
っ
ぽ
に
し
て
し
ま
う
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
作
品
形
成
の
手
法
」
を
見
出
し
て
い
る
。

「
意
識
的
に
時
代
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
」
と
い
う
視
点
は
本
論
に
近
い
が
、
な
ぜ
「
時
代
を
ひ
っ
く
り
返
」
す
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題

が
よ
り
焦
点
化
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
、
物
語
始
発
当
初
に
最
も
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
関
係
性
を
重
視
す
る
の
が
本

論
の
立
場
で
あ
る
。
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