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ト
ビ
と
カ
ラ
ス

―
『
竹
取
物
語
』
大
納
言
求
婚
譚
の
一
背
景

―

＊

久
保

堅
一

キ
ー
ワ
ー
ド
：
『
竹
取
物
語
』
、
大
納
言
求
婚
譚
、
ト
ビ
、
カ
ラ
ス
、
漢
籍
の
表
現
世
界

は
じ
め
に

『
竹
取
物
語
』
求
婚
譚
の
第
四
話
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
求
め
た
大
納
言
大
伴
御

行
の
話
は
、
そ
の
後
半
か
ら
終
盤
に
か
け
て
畳
み
か
け
る
よ
う
に
彼
を
滑
稽
に
描
い
て

ゆ
く
。
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

糸
を
葺
か
せ
つ
く
り
し
屋
は
、
鳶
・
烏
の
巣
に
、
み
な
食
ひ
も
て
往
に
け
り
。(

) 1

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
田
中
大
秀
『
竹
取
翁
物
語
解
』
が
次
の
よ
う
に
丁
寧
に
注
を

付
し
て
い
る
。

赫
映
姫
居
給
は
む
と
て
、
美
麗
を
尽
し
給
ひ
し
屋
の
、
不
用
に
な
り
て
、
守
人
も

ヒ
メ
ス
エ

イ
タ
ヅ
ラ

な
け
れ
ば
、
鳶
烏
な
ど
、
己
が
巣
造
ら
む
と
て
、
咋
へ
持
て
往
し
な
り
。
万
葉
巻

ク
ハ

モ

イ
ニ

十

に
、
「
春
霞
流
る
並
に
青
柳
の
枝
咋
持
て
鶯
鳴
も
」
胡
蝶

巻
に
、
「
水
鳥
ど
も

ナ
ベ

ノ

の
、

番

を
は
な
れ
ず
遊
つ
ゝ
、
細
き
枝
共
を
咋
て
、
飛
ち
が
ふ
」
な
ど
あ
り
。

ツ
ガ
ヒ

鈴
木
氏
云
、
「
凡
て
か
や
う
の
た
ぐ
ひ
、
［
玉
と
ら
ぬ
賞
禄
、
も
と
の
上
の
事
、

新
造
の
屋
、
な
ど
］
前
に
有
し
事
を
、
漏
さ
ず
、

結

と
ぢ
む
る
は
、
文
法
の
め

サ
キ

ム
ス
ビ

で
た
き
な
り
」
と
云
れ
き
。

大
秀
が
注
す
る
よ
う
に
、
大
納
言
は
、
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
る
た
め
に
「
漆
を
ぬ
り
、
ま

き
絵
し
て
壁
し
給
て
、
屋
の
上
に
は
、
糸
を
染
め
て
色
〳
〵
に
葺
か
せ
て
、
内
の
し
つ

ら
ひ
に
は
、
言
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
綾
お
り
物
に
絵
を
か
き
て
、
間
ご
と
に
貼
り
た
り
」

と
贅
を
尽
く
し
て
「
う
る
は
し
き
屋
」
を
作
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
結
局
は
彼
女
を
妻
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
そ
れ
も
無
用
と
な
り
、
「
鳶
・
烏
」
に
そ
の
屋
根

に
葺
い
た
糸
を
啄
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
大
秀
が
引
く
鈴
木
朖
の
所
説
に
も
あ

る
よ
う
に
、
大
納
言
の
話
の
終
盤
は
前
半
の
記
述
を
受
け
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で

―

大
納
言
は
「
こ
の
珠
取
り
え
で
は
、
家
に
帰
り
来
な
」
と
家
臣
た
ち
に
厳
命
し
て
い
た

の
に
、
逆
に
「
汝
ら
、
よ
く
持
て
こ
ず
な
り
ぬ
」
と
珠
を
持
参
し
な
か
っ
た
こ
と
を
褒

め
て
褒
美
を
与
え
た
り
、
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
す
る
た
め
に
妻
妾
た
ち
と
離
別
し

た
の
に
、
最
後
は
「
離
れ
給
ひ
し
も
と
の
上
」
か
ら
「
腹
を
切
り
て
笑
」
わ
れ
た
り
す

る
な
ど

―
、
「
糸
を
葺
か
せ
つ
く
り
し
屋
」
が
「
鳶
・
烏
」
に
啄
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
部
分
も
、
そ
う
し
た
一
連
の
記
述
と
同
様
に
、
大
納
言
を
滑
稽
に
描
き
出
し
て

い
る
箇
所
で
あ
る
。
各
求
婚
譚
に
共
通
す
る
語
源
譚
の
部
分
（
「
あ
な
、
堪
へ
が
た
」

た

を
「
あ
な
、
食
べ
が
た
」
に
由
来
す
る
と
す
る
）
を
除
く
な
ら
ば
、
位
置
と
し
て
は
こ

の
部
分
が
大
納
言
求
婚
譚
の
最
後
の
オ
チ
と
な
る
。

さ
て
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
鳶
・
烏
」
で
あ
る
。
大
納
言

の
豪
邸
を
啄
ん
だ
と
さ
れ
る
鳥
は
、
な
ぜ
、
「
鳶
・
烏
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
述

べ
る
よ
う
に
、
カ
ラ
ス
（
烏
・
鴉
〈
鵶
〉
）
の
ほ
う
は
と
も
か
く
も
、
ト
ビ
（
鳶
・
鴟

・
鵄
）
は
平
安
時
代
の
か
な
文
学
に
お
い
て
実
に
珍
し
い
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
ま
た
そ
こ
で
は
稀
少
な
も
の
で
あ
る
（
大

秀
は
、
先
の
注
に
お
い
て
鳥
が
枝
を
く
わ
え
る
例
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
鶯
」
と
「
水
鳥
」
で
あ
っ
て
ト
ビ
や
カ
ラ
ス
で
は
な
い
）
。
大
納
言
の
求
婚
譚
の
顚

末
と
し
て
は
、
彼
が
新
造
し
た
「
う
る
は
し
き
屋
」
が
単
に
鳥
に
啄
ま
れ
た
と
す
る
だ

け
で
も
十
分
と
思
わ
れ
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
珍
し
い
鳥
が
出
て
く
る
の
だ

ろ
う
。
そ
の
設
定
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
に
至
る
ま
で
諸
注
釈
は

こ
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
つ
い
て
特
に
注
意
し
て
お
ら
ず
、
積
極
的
に
意
味
づ
け
を
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2久保 堅一：トビとカラス

図
っ
て
い
る
注
と
し
て
は
、
大
井
田
晴
彦
『
竹
取
物
語

現
代
語
訳
対
照
・
索
引
付
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
）
に
お
け
る
「
次
の
「
燕
の
子
安
貝
」
段
の
「
燕
の
巣
く
ひ

た
ら
ば
」
（
中
略
）
に
連
想
が
働
く
。
」
（
五
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
指
摘
が
見
つ
か
る
の

み
で
あ
る
。
確
か
に
、
大
井
田
氏
の
指
摘
す
る
「
連
想
」
と
い
う
観
点
は
、
こ
の
大
納

言
の
話
と
〝
燕
の
子
安
の
か
ひ
〟
を
求
め
る
中
納
言
の
話
と
が
「
組
に
な
っ
て
い
る
」

こ
と(

)

を
重
視
す
れ
ば
、
両
話
の
緊
密
な
構
成
を
示
す
表
現
の
連
関
と
し
て
認
め
ら

2

れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
納
言
求
婚
譚
に
お

け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
効
果
や
意
味
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
注
釈
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
古
典
文
学

に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
例
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
二
種
の
鳥
が
ど
の
よ
う

な
文
学
的
背
景
や
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
大
納
言
の
話
に
お
い
て
い
か
な
る
効
果
を
も
た

ら
す
存
在
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
め
い
た
こ
と

を
述
べ
て
お
け
ば
、
私
見
で
は
、
こ
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
漢
籍
（
漢
訳
仏
典
も
含

む
）
の
世
界
か
ら
飛
ん
で
き
た
も
の
と
見
て
い
る
。

一

古
典
文
学
の
な
か
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

ま
ず
、
平
安
、
中
世
文
学
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
確
認
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
め
た
い(

)

。

3

最
初
に
平
安
文
学
に
お
け
る
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
こ
ち
ら
は
、
散
文

の
作
品
で
も
、
「
な
ほ
、
犬
・
烏
に
も
呉
れ
て
、
籠
め
据
ゑ
た
ら
ま
し
も
の
を
」
（
『
う

つ
ほ
物
語
』
蔵
開
下
巻
）
、
「
烏
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」
（
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
）
、

「
烏
の
ね
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は

れ
な
り
」
（
『
枕
草
子
』
初
段
）
と
い
っ
た
例
が
確
認
で
き
、
ま
た
和
歌
で
も
、
三
代

集
に
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
の(

)

、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
「
鳥
」
の
項
目
（
第

4

六
帖
）
の
な
か
に
「
か
ら
す
」
も
立
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
カ
ラ
ス
を
詠
ん
だ
歌
四

首
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ち
い
ち
用
例
を
分
析
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
カ

ラ
ス
は
平
安
時
代
の
か
な
文
学
の
な
か
に
散
見
す
る
鳥
で
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。
だ
が
、

他
方
の
ト
ビ
は
た
い
へ
ん
珍
し
い
。
時
代
を
遡
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
に
は
神
武
天
皇
の

弓
の
弭
に
「
金
色
霊
鵄
」
が
止
ま
っ
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
ま
た
説

は
ず

話
集
な
ら
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
屎
鵄
」
な
ど
が
見
え
る
の
だ
が
、
平
安
か
な
文
学

に
関
し
て
は
、
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
を
除
け
ば
、
散
文
で
は
後
掲

の
『
枕
草
子
』
の
一
例
の
ほ
か
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い(

)

。
ま
た
、
和
歌
に
関

5

し
て
も
、
『
新
編
国
歌
大
観
（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
』
（
角
川
書
店
）
で
「
平
安
時
代
」

を
選
択
し
て
検
索
し
て
み
た
が
、
私
見
で
は
一
例
も
検
出
し
得
な
か
っ
た
。
概
し
て
平

安
時
代
に
お
い
て
、
ト
ビ
は
「
古
典
文
学
の
な
か
で
は
、
あ
ま
り
人
気
の
な
い
鳥
」(

)

、

6

「
文
学
に
は
縁
遠
い
鳥
」(

)

と
い
う
べ
き
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。

7

そ
う
し
た
不
人
気
な
ト
ビ
の
あ
り
さ
ま
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
平
安
時

代
の
か
な
文
学
の
な
か
で
『
竹
取
物
語
』
以
外
に
唯
一
見
つ
け
ら
れ
た
、
『
枕
草
子
』

の
「
鳥
は
」
の
段
だ
ろ
う
。
そ
の
記
述
は
『
竹
取
物
語
』
に
次
ぐ
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
用
例
で
も
あ
り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

（
鶯
ガ
）
な
ほ
春
の
う
ち
鳴
か
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
。
人
を
も
、

人
げ
な
う
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
う
な
り
そ
め
に
た
る
を
ば
そ
し
り
や
は

す
る
。
鳶
、
烏
な
ど
の
う
へ
は
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
。

さ
れ
ば
、
（
鶯
ハ
）
い
み
じ
か
る
べ
き
も
の
と
な
り
た
れ
ば
と
思
ふ
に
、
心
ゆ
か

ぬ
心
地
す
る
な
り
。

清
少
納
言
は
鶯
を
褒
め
つ
つ
も
、
宮
中
で
鳴
か
な
い
こ
と
や
夜
に
鳴
か
な
い
こ
と
、
ま

た
春
を
過
ぎ
て
夏
や
秋
の
末
ま
で
「
老
い
声
」
で
鳴
く
こ
と
な
ど
、
鶯
の
残
念
な
点
も

挙
げ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
そ
の
あ
と
で
、
そ
れ
も
鶯
が
素
晴
ら
し
い
鳥
（
「
い
み
じ
か
る

べ
き
も
の
」
）
と
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
欠
点
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と

い
う
。
人
間
だ
っ
て
「
人
げ
な
う
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
う
な
り
そ
め
に
た
る
」

者
な
ど
は
謗
ら
れ
さ
え
も
し
な
い
し
、
「
鳶
、
烏
」
の
よ
う
な
鳥
は
誰
も
「
見
入
れ
聞

き
入
れ
な
ど
」
し
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
こ
で
清
少
納
言
は
、
誰
か
ら
も
見
向
き

も
さ
れ
な
い
鳥
と
し
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
挙
げ
て
い
る
。
右
の
引
用
部
分
の
前
で

は
「
そ
れ
も
た
だ
雀
な
ど
の
や
う
に
常
に
あ
る
鳥
な
ら
ば
、
さ
も
お
ぼ
ゆ
ま
じ
」
と
、

「
常
に
あ
る
」
鳥
と
し
て
雀
が
や
は
り
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と
は
「
ど
こ
に
で
も
い
る
平
凡
な
、
取
り
柄
の
な
い
鳥
の
例
」（
新

全
集
頭
注
）
と
い
え
そ
う
で
あ
る(

)

。
ト
ビ
が
平
安
文
学
に
お
い
て
不
人
気
な
の
も
、

8

そ
う
し
た
あ
る
種
の
日
常
性
や
卑
近
さ
が
文
学
表
現
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
躊
躇

さ
せ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ト
ビ
よ
り
も
文
学
に
縁
の
あ
る
カ
ラ
ス
で
あ
っ

て
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
あ
ま
り
の
身
近
さ
ゆ
え
に
、
古
典
文
学
の
花
形
の
鳥
で
あ
る

鶯
と
対
比
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
ト
ビ
と
と
も
に
「
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
」
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
鳥
の
仲
間
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
よ
く
目
に
す
る

鳥
と
し
て
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
『
枕
草
子
』
か
ら
だ
い

ぶ
時
代
が
新
し
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
『
徒
然
草
』
第
十
段
の
後
半
部
に
も
見
出
す
こ
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と
が
で
き
る
。

後
徳
大
寺
大
臣
（
＝
藤
原
実
定
）
の
、
寝
殿
に
鳶
ゐ
さ
せ
じ
と
て
縄
を
張
ら
れ

た
り
け
る
を
、
西
行
が
見
て
、
「
鳶
の
ゐ
た
ら
ん
は
、
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
。

こ
の
殿
の
御
心
さ
ば
か
り
に
こ
そ
」
と
て
、
そ
の
後
は
参
ら
ざ
り
け
る
と
聞
き
侍

る
に
、
綾
小
路
宮
（
＝
性
恵
法
親
王
）
の
お
は
し
ま
す
小
坂
殿
の
棟
に
、
い
つ
ぞ

や
縄
を
引
か
れ
た
り
し
か
ば
、
か
の
例
思
ひ
出
で
ら
れ
侍
り
し
に
、「
ま
こ
と
や
、

烏
の
群
れ
ゐ
て
池
の
蛙
を
と
り
け
れ
ば
、
御
覧
じ
か
な
し
ま
せ
給
ひ
て
な
ん
」
と

人
の
語
り
し
こ
そ
、
さ
て
は
い
み
じ
く
こ
そ
と
覚
え
し
か
。
徳
大
寺
に
も
い
か
な

る
ゆ
ゑ
か
侍
り
け
ん
。

後
徳
大
寺
大
臣
が
寝
殿
に
ト
ビ
を
止
ま
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
（
こ
の
話
は
『
古

今
著
聞
集
』
巻
十
五
・
四
九
四
に
見
え
る
）
と
、
綾
小
路
宮
が
カ
ラ
ス
を
寄
せ
つ
け
な

い
よ
う
に
し
た
こ
と
と
は
時
代
の
違
う
出
来
事
だ
が
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
こ
の
話

の
な
か
で
も
対
の
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
。
ト
ビ
も
カ
ラ
ス
も
、
し
ば
し
ば
人
家
の
屋

根
に
止
ま
る
よ
う
な
、
と
て
も
身
近
な
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う(

)

。

9

こ
の
よ
う
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
あ
り
ふ
れ
た
卑
近
な
鳥
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
の
も
ま
た
、
こ
の
二
種
の
鳥
が
よ
く
目

に
さ
れ
た
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
一
応
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
実
際

に
、
小
林
祥
次
郎
氏
は
「
鳶
は
タ
カ
科
の
鳥
の
中
で
は
人
里
近
く
に
い
る
の
で
、
人
が

そ
の
生
態
に
触
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、『
竹
取
物
語
』

の
記
述
に
つ
い
て
、
「
人
家
の
近
く
に
い
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る(
)

。
け
れ
ど
も
、
視
野
を
院
政
期
、
中
世
の
文
学
に
ま
で
広
げ
た
と
き
に
見
つ
け

10

ら
れ
る
、
以
下
の
よ
う
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た

実
景
の
反
映
と
は
ま
た
別
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
類
型
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

○
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
・
第
二
十
六
話

「
…
…
又
此
ノ
山
ノ
高
ク
大
ナ
ル
ハ
、
汝
ガ
前
生
ニ
一
劫
ノ
間
、
或
時
ハ
犬
・
狐

ト
生
レ
、
或
ル
時
ハ
鵄
・
烏
ト
生
レ
、
或
時
ハ
蚊
・
虻
ト
生
レ
シ
所
ノ
骸
骨
ノ
積

レ
ル
也
。
…
…
」

○
『
拾
玉
集
』
「
厭
離
百
首
」
六
九
七

と
び
か
ら
す
と
ぐ
ら
と
や
せ
ん
か
ね
て
よ
り
わ
が
身
の
え
だ
も
お
そ
ろ
し
き
か
な

○
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
・
蹴
鞠
・
四
一
〇

（
藤
原
成
通
ガ
）
或
る
日
、
鞠
を
た
か
く
あ
げ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
辻
風
の
物
を

吹
き
あ
ぐ
る
様
に
、
鳶
烏
付
き
た
り
と
の
の
し
る
ほ
ど
に
、
空
に
あ
が
り
て
雲
の

中
に
入
り
て
、
見
え
ず
し
て
と
ど
ま
り
に
け
り
。
不
思
議
な
り
け
る
こ
と
な
り
。

○
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
下

「
…
…
四
郎
左
衛
門
殿
よ
り
初
て
五
人
は
、
あ
の
み
え
候
草
む
ら
の
高
き
所
に
て
、

昨
日
み
な
〳
〵
切
れ
給
ひ
候
ぬ
。
又
其
死
骸
に
て
候
や
ら
ん
、
鴟
・
烏
の
は
た
め

き
候
。
…
…
」

○
『
太
平
記
』

・
…
…
武
蔵
守
ガ
兵
共
彌
軍
懈
テ
、
皆
帷
幕
ノ
中
ニ
休
息
シ
テ
居
タ
リ
ケ
ル
処
ニ
、

巽
ノ
方
ヨ
リ
怪
気
ナ
ル
雲
一
群
立
出
テ
風
ニ
随
テ
飛
揚
ス
。
百
千
万
ノ
鳶
烏
其
下

ニ
飛
散
テ
、
雲
居
ル
山
ノ
風
早
ミ
、
散
乱
レ
タ
ル
木
葉
ノ
空
ニ
ノ
ミ
シ
テ
行
ガ
如

シ
。

（
巻
第
二
十
九
「
光
明
寺
合
戦
事
付

師
直
怪
異
事
」
）

・
「
太
公
ガ
兵
書
ノ
塁
虚
篇
ニ
、
望

其
塁
上

飛
鳥
不

驚
、
必
知

敵
詐
而
為

偶
人

二

一

レ

三

二

也
ト
イ
ヘ
リ
。
我
此
三
四
日
相
近
テ
龍
泉
ノ
城
ヲ
見
ル
ニ
、
天
ニ
飛
鳶
林
ニ
帰

一ル
烏
、
曽
テ
驚
事
ナ
シ
。
…
…
」

（
巻
第
三
十
四
「
龍
泉
寺
軍
事
」
）

院
政
期
、
中
世
の
文
学
に
お
い
て
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も

以
前
よ
り
も
多
く
見
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
王
朝
的
な
美
意
識
を
背
景
と
し
た
平
安
か
な

文
学
と
は
異
質
な
表
現
世
界
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
身
近
な
鳥
で
あ
る
こ
と
が
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
は

い
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
右
に
掲
げ
た
用
例
で
は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
類
型
的

な
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、〈
ト

ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
ほ
か
に
「
犬
・
狐
」
「
蚊
・
虻
」
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
も
並
列
さ

れ
て
い
て
、
動
物
・
鳥
・
虫
が
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
ず
つ
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
太

平
記
』
巻
第
三
十
四
で
は
、
「
飛
鳥
」
の
例
を
「
天
ニ
飛
鳶
林
ニ
帰
ル
烏
」
と
い
う
対

句
仕
立
て
で
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
鳥
の
対
偶
の

型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
類
型
化
は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
組
み
合
わ
せ
が
文
学
表
現
の
な
か
で
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
そ
れ
は
平
安
か
な
文
学
で
は
き
わ
め
て
稀
な
存
在
で

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
、
『
太
平
記
』
の
文
体
や
作
者
・
編
者
の
リ
テ

ラ
シ
ー
か
ら
し
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
漢
文
（
仏
典
も
含
む
）
に
由
来
す
る
表
現

の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
点
で
『
拾
玉
集
』
の
用
例
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
歌
に
は
〈
ト

地域学論集 第 15巻第 2号(2018)

190304_2nd_地域学論集15-2縦.indd   2 19/03/22   7:39



3 地 域 学 論 集　 第 15 巻 第 2 号（2019） 

図
っ
て
い
る
注
と
し
て
は
、
大
井
田
晴
彦
『
竹
取
物
語

現
代
語
訳
対
照
・
索
引
付
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
）
に
お
け
る
「
次
の
「
燕
の
子
安
貝
」
段
の
「
燕
の
巣
く
ひ

た
ら
ば
」
（
中
略
）
に
連
想
が
働
く
。
」
（
五
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
指
摘
が
見
つ
か
る
の

み
で
あ
る
。
確
か
に
、
大
井
田
氏
の
指
摘
す
る
「
連
想
」
と
い
う
観
点
は
、
こ
の
大
納

言
の
話
と
〝
燕
の
子
安
の
か
ひ
〟
を
求
め
る
中
納
言
の
話
と
が
「
組
に
な
っ
て
い
る
」

こ
と(

)

を
重
視
す
れ
ば
、
両
話
の
緊
密
な
構
成
を
示
す
表
現
の
連
関
と
し
て
認
め
ら

2

れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
納
言
求
婚
譚
に
お

け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
効
果
や
意
味
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
注
釈
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
古
典
文
学

に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
例
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
二
種
の
鳥
が
ど
の
よ
う

な
文
学
的
背
景
や
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
大
納
言
の
話
に
お
い
て
い
か
な
る
効
果
を
も
た

ら
す
存
在
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
め
い
た
こ
と

を
述
べ
て
お
け
ば
、
私
見
で
は
、
こ
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
漢
籍
（
漢
訳
仏
典
も
含

む
）
の
世
界
か
ら
飛
ん
で
き
た
も
の
と
見
て
い
る
。

一

古
典
文
学
の
な
か
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

ま
ず
、
平
安
、
中
世
文
学
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
確
認
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
め
た
い(

)

。

3

最
初
に
平
安
文
学
に
お
け
る
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
こ
ち
ら
は
、
散
文

の
作
品
で
も
、
「
な
ほ
、
犬
・
烏
に
も
呉
れ
て
、
籠
め
据
ゑ
た
ら
ま
し
も
の
を
」
（
『
う

つ
ほ
物
語
』
蔵
開
下
巻
）
、
「
烏
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」
（
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
）
、

「
烏
の
ね
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は

れ
な
り
」
（
『
枕
草
子
』
初
段
）
と
い
っ
た
例
が
確
認
で
き
、
ま
た
和
歌
で
も
、
三
代

集
に
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
の(

)

、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
「
鳥
」
の
項
目
（
第

4

六
帖
）
の
な
か
に
「
か
ら
す
」
も
立
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
カ
ラ
ス
を
詠
ん
だ
歌
四

首
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ち
い
ち
用
例
を
分
析
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
カ

ラ
ス
は
平
安
時
代
の
か
な
文
学
の
な
か
に
散
見
す
る
鳥
で
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。
だ
が
、

他
方
の
ト
ビ
は
た
い
へ
ん
珍
し
い
。
時
代
を
遡
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
に
は
神
武
天
皇
の

弓
の
弭
に
「
金
色
霊
鵄
」
が
止
ま
っ
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
ま
た
説

は
ず

話
集
な
ら
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
屎
鵄
」
な
ど
が
見
え
る
の
だ
が
、
平
安
か
な
文
学

に
関
し
て
は
、
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
を
除
け
ば
、
散
文
で
は
後
掲

の
『
枕
草
子
』
の
一
例
の
ほ
か
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い(

)

。
ま
た
、
和
歌
に
関

5

し
て
も
、
『
新
編
国
歌
大
観
（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
』
（
角
川
書
店
）
で
「
平
安
時
代
」

を
選
択
し
て
検
索
し
て
み
た
が
、
私
見
で
は
一
例
も
検
出
し
得
な
か
っ
た
。
概
し
て
平

安
時
代
に
お
い
て
、
ト
ビ
は
「
古
典
文
学
の
な
か
で
は
、
あ
ま
り
人
気
の
な
い
鳥
」(

)

、

6

「
文
学
に
は
縁
遠
い
鳥
」(

)

と
い
う
べ
き
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。

7

そ
う
し
た
不
人
気
な
ト
ビ
の
あ
り
さ
ま
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
平
安
時

代
の
か
な
文
学
の
な
か
で
『
竹
取
物
語
』
以
外
に
唯
一
見
つ
け
ら
れ
た
、
『
枕
草
子
』

の
「
鳥
は
」
の
段
だ
ろ
う
。
そ
の
記
述
は
『
竹
取
物
語
』
に
次
ぐ
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
用
例
で
も
あ
り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

（
鶯
ガ
）
な
ほ
春
の
う
ち
鳴
か
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
。
人
を
も
、

人
げ
な
う
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
う
な
り
そ
め
に
た
る
を
ば
そ
し
り
や
は

す
る
。
鳶
、
烏
な
ど
の
う
へ
は
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
。

さ
れ
ば
、
（
鶯
ハ
）
い
み
じ
か
る
べ
き
も
の
と
な
り
た
れ
ば
と
思
ふ
に
、
心
ゆ
か

ぬ
心
地
す
る
な
り
。

清
少
納
言
は
鶯
を
褒
め
つ
つ
も
、
宮
中
で
鳴
か
な
い
こ
と
や
夜
に
鳴
か
な
い
こ
と
、
ま

た
春
を
過
ぎ
て
夏
や
秋
の
末
ま
で
「
老
い
声
」
で
鳴
く
こ
と
な
ど
、
鶯
の
残
念
な
点
も

挙
げ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
そ
の
あ
と
で
、
そ
れ
も
鶯
が
素
晴
ら
し
い
鳥
（
「
い
み
じ
か
る

べ
き
も
の
」
）
と
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
欠
点
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と

い
う
。
人
間
だ
っ
て
「
人
げ
な
う
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
う
な
り
そ
め
に
た
る
」

者
な
ど
は
謗
ら
れ
さ
え
も
し
な
い
し
、
「
鳶
、
烏
」
の
よ
う
な
鳥
は
誰
も
「
見
入
れ
聞

き
入
れ
な
ど
」
し
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
こ
で
清
少
納
言
は
、
誰
か
ら
も
見
向
き

も
さ
れ
な
い
鳥
と
し
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
挙
げ
て
い
る
。
右
の
引
用
部
分
の
前
で

は
「
そ
れ
も
た
だ
雀
な
ど
の
や
う
に
常
に
あ
る
鳥
な
ら
ば
、
さ
も
お
ぼ
ゆ
ま
じ
」
と
、

「
常
に
あ
る
」
鳥
と
し
て
雀
が
や
は
り
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と
は
「
ど
こ
に
で
も
い
る
平
凡
な
、
取
り
柄
の
な
い
鳥
の
例
」（
新

全
集
頭
注
）
と
い
え
そ
う
で
あ
る(

)

。
ト
ビ
が
平
安
文
学
に
お
い
て
不
人
気
な
の
も
、

8

そ
う
し
た
あ
る
種
の
日
常
性
や
卑
近
さ
が
文
学
表
現
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
躊
躇

さ
せ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ト
ビ
よ
り
も
文
学
に
縁
の
あ
る
カ
ラ
ス
で
あ
っ

て
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
あ
ま
り
の
身
近
さ
ゆ
え
に
、
古
典
文
学
の
花
形
の
鳥
で
あ
る

鶯
と
対
比
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
ト
ビ
と
と
も
に
「
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
」
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
鳥
の
仲
間
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
よ
く
目
に
す
る

鳥
と
し
て
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
『
枕
草
子
』
か
ら
だ
い

ぶ
時
代
が
新
し
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
『
徒
然
草
』
第
十
段
の
後
半
部
に
も
見
出
す
こ
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と
が
で
き
る
。

後
徳
大
寺
大
臣
（
＝
藤
原
実
定
）
の
、
寝
殿
に
鳶
ゐ
さ
せ
じ
と
て
縄
を
張
ら
れ

た
り
け
る
を
、
西
行
が
見
て
、
「
鳶
の
ゐ
た
ら
ん
は
、
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
。

こ
の
殿
の
御
心
さ
ば
か
り
に
こ
そ
」
と
て
、
そ
の
後
は
参
ら
ざ
り
け
る
と
聞
き
侍

る
に
、
綾
小
路
宮
（
＝
性
恵
法
親
王
）
の
お
は
し
ま
す
小
坂
殿
の
棟
に
、
い
つ
ぞ

や
縄
を
引
か
れ
た
り
し
か
ば
、
か
の
例
思
ひ
出
で
ら
れ
侍
り
し
に
、「
ま
こ
と
や
、

烏
の
群
れ
ゐ
て
池
の
蛙
を
と
り
け
れ
ば
、
御
覧
じ
か
な
し
ま
せ
給
ひ
て
な
ん
」
と

人
の
語
り
し
こ
そ
、
さ
て
は
い
み
じ
く
こ
そ
と
覚
え
し
か
。
徳
大
寺
に
も
い
か
な

る
ゆ
ゑ
か
侍
り
け
ん
。

後
徳
大
寺
大
臣
が
寝
殿
に
ト
ビ
を
止
ま
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
（
こ
の
話
は
『
古

今
著
聞
集
』
巻
十
五
・
四
九
四
に
見
え
る
）
と
、
綾
小
路
宮
が
カ
ラ
ス
を
寄
せ
つ
け
な

い
よ
う
に
し
た
こ
と
と
は
時
代
の
違
う
出
来
事
だ
が
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
こ
の
話

の
な
か
で
も
対
の
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
。
ト
ビ
も
カ
ラ
ス
も
、
し
ば
し
ば
人
家
の
屋

根
に
止
ま
る
よ
う
な
、
と
て
も
身
近
な
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う(

)

。

9

こ
の
よ
う
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
あ
り
ふ
れ
た
卑
近
な
鳥
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
の
も
ま
た
、
こ
の
二
種
の
鳥
が
よ
く
目

に
さ
れ
た
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
一
応
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
実
際

に
、
小
林
祥
次
郎
氏
は
「
鳶
は
タ
カ
科
の
鳥
の
中
で
は
人
里
近
く
に
い
る
の
で
、
人
が

そ
の
生
態
に
触
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、『
竹
取
物
語
』

の
記
述
に
つ
い
て
、
「
人
家
の
近
く
に
い
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る(
)

。
け
れ
ど
も
、
視
野
を
院
政
期
、
中
世
の
文
学
に
ま
で
広
げ
た
と
き
に
見
つ
け

10

ら
れ
る
、
以
下
の
よ
う
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た

実
景
の
反
映
と
は
ま
た
別
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
類
型
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

○
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
・
第
二
十
六
話

「
…
…
又
此
ノ
山
ノ
高
ク
大
ナ
ル
ハ
、
汝
ガ
前
生
ニ
一
劫
ノ
間
、
或
時
ハ
犬
・
狐

ト
生
レ
、
或
ル
時
ハ
鵄
・
烏
ト
生
レ
、
或
時
ハ
蚊
・
虻
ト
生
レ
シ
所
ノ
骸
骨
ノ
積

レ
ル
也
。
…
…
」

○
『
拾
玉
集
』
「
厭
離
百
首
」
六
九
七

と
び
か
ら
す
と
ぐ
ら
と
や
せ
ん
か
ね
て
よ
り
わ
が
身
の
え
だ
も
お
そ
ろ
し
き
か
な

○
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
・
蹴
鞠
・
四
一
〇

（
藤
原
成
通
ガ
）
或
る
日
、
鞠
を
た
か
く
あ
げ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
辻
風
の
物
を

吹
き
あ
ぐ
る
様
に
、
鳶
烏
付
き
た
り
と
の
の
し
る
ほ
ど
に
、
空
に
あ
が
り
て
雲
の

中
に
入
り
て
、
見
え
ず
し
て
と
ど
ま
り
に
け
り
。
不
思
議
な
り
け
る
こ
と
な
り
。

○
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
下

「
…
…
四
郎
左
衛
門
殿
よ
り
初
て
五
人
は
、
あ
の
み
え
候
草
む
ら
の
高
き
所
に
て
、

昨
日
み
な
〳
〵
切
れ
給
ひ
候
ぬ
。
又
其
死
骸
に
て
候
や
ら
ん
、
鴟
・
烏
の
は
た
め

き
候
。
…
…
」

○
『
太
平
記
』

・
…
…
武
蔵
守
ガ
兵
共
彌
軍
懈
テ
、
皆
帷
幕
ノ
中
ニ
休
息
シ
テ
居
タ
リ
ケ
ル
処
ニ
、

巽
ノ
方
ヨ
リ
怪
気
ナ
ル
雲
一
群
立
出
テ
風
ニ
随
テ
飛
揚
ス
。
百
千
万
ノ
鳶
烏
其
下

ニ
飛
散
テ
、
雲
居
ル
山
ノ
風
早
ミ
、
散
乱
レ
タ
ル
木
葉
ノ
空
ニ
ノ
ミ
シ
テ
行
ガ
如

シ
。

（
巻
第
二
十
九
「
光
明
寺
合
戦
事
付

師
直
怪
異
事
」
）

・
「
太
公
ガ
兵
書
ノ
塁
虚
篇
ニ
、
望

其
塁
上

飛
鳥
不

驚
、
必
知

敵
詐
而
為

偶
人

二

一

レ

三

二

也
ト
イ
ヘ
リ
。
我
此
三
四
日
相
近
テ
龍
泉
ノ
城
ヲ
見
ル
ニ
、
天
ニ
飛
鳶
林
ニ
帰

一ル
烏
、
曽
テ
驚
事
ナ
シ
。
…
…
」

（
巻
第
三
十
四
「
龍
泉
寺
軍
事
」
）

院
政
期
、
中
世
の
文
学
に
お
い
て
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も

以
前
よ
り
も
多
く
見
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
王
朝
的
な
美
意
識
を
背
景
と
し
た
平
安
か
な

文
学
と
は
異
質
な
表
現
世
界
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
身
近
な
鳥
で
あ
る
こ
と
が
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
は

い
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
右
に
掲
げ
た
用
例
で
は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
類
型
的

な
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、〈
ト

ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
ほ
か
に
「
犬
・
狐
」
「
蚊
・
虻
」
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
も
並
列
さ

れ
て
い
て
、
動
物
・
鳥
・
虫
が
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
ず
つ
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
太

平
記
』
巻
第
三
十
四
で
は
、
「
飛
鳥
」
の
例
を
「
天
ニ
飛
鳶
林
ニ
帰
ル
烏
」
と
い
う
対

句
仕
立
て
で
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
鳥
の
対
偶
の

型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
類
型
化
は
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
組
み
合
わ
せ
が
文
学
表
現
の
な
か
で
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
そ
れ
は
平
安
か
な
文
学
で
は
き
わ
め
て
稀
な
存
在
で

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
、
『
太
平
記
』
の
文
体
や
作
者
・
編
者
の
リ
テ

ラ
シ
ー
か
ら
し
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
漢
文
（
仏
典
も
含
む
）
に
由
来
す
る
表
現

の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
点
で
『
拾
玉
集
』
の
用
例
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
歌
に
は
〈
ト
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ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
詠
み
込
ま
れ
、
「
死
後
、
も
し
く
は
地
獄
で
身
体
に
鳥
が
巣
く
う
情

景
」(

)

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ト
ビ
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

11

体
が
鳥
の
巣
と
な
る
と
い
う
内
容
か
ら
し
て
も
特
殊
な
歌
と
い
え
よ
う
。
作
者
の
慈
円

が
僧
侶
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
に
は
漢
訳
仏
典
な
ど
、
何
ら
か
の
仏
教
テ

ク
ス
ト
の
表
現
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
様

に
、
死
骸
の
上
に
は
た
め
く
鳥
を
「
鴟
・
烏
」
と
す
る
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
の

用
例
も
ま
た
、
仏
典
に
由
来
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
漢
籍
に
お
け
る
類
型
を
考

え
て
み
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う(

)

。

12

以
上
の
よ
う
に
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
漢
籍
の
世
界
と
つ
な
が
り
を
持
つ
存
在
と

想
定
で
き
る
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
漢
訳
仏
典
も
含
め
て
漢
籍
に
造
詣
の
深
い
『
竹

取
物
語
』
作
者
の
こ
と
、
大
納
言
求
婚
譚
に
見
え
る
二
羽
に
つ
い
て
も
、
人
里
や
人
家

で
よ
く
目
に
す
る
実
景
の
反
映
と
捉
え
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
漢
文
に
親
し
ん
で
い
る
者

の
教
養
が
あ
ら
わ
れ
た
箇
所
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(
)

。
実
は
、
論
述
の

13

都
合
上
、
後
回
し
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
平
安
文
学
に
お

け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
は
、
『
竹
取
物
語
』
に
先
立
っ
て
ま
ず
漢
詩
文
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
経
国
集
』
巻
一
の
仲
雄
王
「
和
和
少
輔
鶺

鴒
賦
一
首
」
は
、
鶺
鴒
の
あ
り
さ
ま
を
描
写
す
る
な
か
で
、
そ
の
巣
の
周
辺
に
い
る
鳥

を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

鷹
鵰
兮
不
能
窺

鷹
鵰
窺
ふ
こ
と
能
は
ず

烏
鳶
兮
安
得
知

烏
鳶
安
ん
ぞ
知
る
こ
と
を
得
む

右
の
二
句
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
（
猛
禽
で
あ
る
）
鷹
や
大
鷹
も
（
茂
み
の
中
の
鶺

鴒
を
）
ね
ら
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
し
て
烏
や
鳶
な
ど
は
ど
う
し
て
そ
の
棲
処
を
知

す

み

か

る
こ
と
が
で
き
よ
う
ぞ
」
と
い
う
小
島
憲
之
氏
の
解
釈(

)

に
拠
り
た
い
。
ど
う
や
ら

14

鶺
鴒
の
巣
を
狙
う
（
し
か
し
「
鷹
鵰
」
よ
り
も
一
段
劣
る
）
鳥
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
、
こ
こ
に
は
確
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
賦
は
具
体
的
な
制
作
時
期
や
詠
じ
ら
れ
た
場
所
は
不
明
な
が
ら
、
平
安
時
代
初
頭

（
八
世
紀
末
～
九
世
紀
前
半
）
の
作
と
見
て
よ
い(

)

。
管
見
で
は
こ
の
例
以
外
に
平

15

安
時
代
の
漢
詩
文
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が(

)

、

16

九
世
紀
末
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『
竹
取
物
語
』
に
先
ん
じ
て
、
二
羽
が
唱
和
さ
れ
た

賦
の
な
か
に
見
出
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と

い
う
ペ
ア
が
詩
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら

だ
。
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
教
養
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
大
納
言
求
婚
譚
の
〈
ト
ビ

と
カ
ラ
ス
〉
も
漢
籍
の
世
界
に
出
自
が
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、

以
下
、
仏
典
も
含
め
た
漢
籍
に
目
を
転
じ
て
、
そ
こ
に
広
く
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
出

現
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

二

漢
籍
の
な
か
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
平
安
文
学
に
ト
ビ
を
見
つ
け
る
の
は
な
か
な
か
に
難
し
い
の

だ
が
、
漢
籍
に
そ
れ
を
探
し
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば
類
書
を
繙
い
て
み

れ
ば
、『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
二
・
鳥
部
下
に
は
「
鴟
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
て
、

漢
詩
文
の
な
か
の
ト
ビ
に
出
会
え
る
。
ト
ビ
は
漢
籍
の
世
界
で
は
珍
し
く
は
な
い
。
む

ろ
ん
、
日
本
の
古
典
文
学
と
広
大
な
漢
籍
の
世
界
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
慎
む

べ
き
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
な
お
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
『
芸
文
類

聚
』「
鴟
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
見
つ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

・
爾
雅
曰
、
鳶
烏
醜
、
其
飛
也
翔
。(

)17

・
荘
子
内
篇
、
鴟
鴉
嗜
鼠
、
蝍
蛆
甘
螮
。

・
東
観
漢
記
曰
、
馬
援
撃
交
趾
、
下
潦
上
霧
、
毒
気
上
蒸
、
仰
視
烏
鳶
、
跕
跕
堕
水

中
。

こ
の
よ
う
に
「
鴟
」
の
項
目
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
複
数
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
組
み
合
わ
せ
が
漢
詩
文
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
実
際
に
、
『
大
漢
和
辞
典
』
で
は
「
烏
鳶
」
「
鴟
鵶
」
が
、
『
漢

語
大
詞
典
』
で
は
「
烏
鳶
」
が
そ
れ
ぞ
れ
立
項
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
こ
で
漢
籍
の
世
界

を
探
っ
て
み
る
と
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
い
で
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
掲
出
し
て
み
た
い
。

ま
ず
経
書
で
は
『
周
礼
』
夏
官
・
射
鳥
氏
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
つ
か
る
。

射
鳥
氏
掌

射

鳥
。
祭
祀
、
以

弓
矢

敺

烏
鳶

。
凡
賓
客
・
会
同
・
軍
旅
、
亦

レ

レ

二

一

二

一

如

之
。

レ

射
鳥
氏
の
職
掌
を
説
明
し
た
箇
所
だ
が
、
「
烏
鳶
」
は
祭
祀
な
ど
の
際
に
追
い
払
わ
れ

る
鳥
と
さ
れ
て
い
る
。
鄭
玄
の
注
に
「
烏
鳶
、
善
鈔
盗
、
便
汙

人
」
と
あ
る
こ
と
か

レ

ら
す
れ
ば
、
物
を
掠
め
取
っ
た
り
人
を
汚
し
た
り
す
る
生
態
（
食
べ
散
ら
か
す
こ
と
だ

ろ
う
か
？
）
が
嫌
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

史
書
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
『
芸
文
類
聚
』
に
す
で
に
『
東

観
漢
記
』
の
例
が
確
認
で
き
る
が(

)

、
三
史
の
な
か
に
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
見

18

つ
け
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
五
十
一
・
賈
鄒
枚
路
伝
第
二
十
一
（
路
温
舒
伝
）
に
お
け

る
、
路
温
舒
の
上
書
か
ら
引
こ
う
。

臣
聞
、
烏
鳶
之
卵
不

毀
、
而
後
鳳
凰
集
。
誹
謗
之
罪
不

誅
、
而
後
良
言
進
。

レ

レ

「
尚
徳
緩
刑
」
を
主
張
す
る
上
書
の
な
か
で
、
一
種
の
譬
喩
と
し
て
「
烏
鳶
」
が
登
場

す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
卵
の
無
事
が
鳳
凰
の
出
現
の
前
提
と
さ
れ
る
、
平
凡
な
鳥
の

代
表
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

諸
子
百
家
の
文
章
で
は
、
や
は
り
先
に
引
用
し
た
『
芸
文
類
聚
』
の
な
か
に
、
『
荘

子
』
内
篇
・
斉
物
論
第
二
の
一
節
が
確
認
で
き
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
鼠
を
好
ん
で

食
べ
る
鳥
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た(

)

。
『
荘
子
』
に
は
ほ
か
に
も
雑
篇
・
列
御
寇

19

第
三
十
二
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
の
で
掲
出
し
た
い
。

荘
子
将

死
。
弟
子
欲

厚
葬

之
。
荘
子
曰
、
吾
以

天
地

為

棺
槨

、
以

日

レ

二

一レ

二

一

二

一

二

月

為

連
璧

、
星
辰
為

珠
璣

、
万
物
為

齎
送

。
吾
葬
具
豈
不

備
邪
。
何
以

一

二

一

二

一

二

一

レ

加

此
。
弟
子
曰
、
吾
恐

烏
鳶
之
食

夫
子

也
。
荘
子
曰
、
在

上
為

烏
鳶
食

、

レ

三

二

一

レ

二

一

在

下
為

螻
蟻
食

。
奪

彼
与

此
、
何
其
偏
也
。

レ

二

一

レ

レ

荘
子
が
臨
終
を
迎
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
弟
子
た
ち
は
彼
を
手
厚
く
葬
ろ
う
と
し
た
が
、

荘
子
は
そ
ん
な
こ
と
は
不
要
だ
と
い
う
。
弟
子
た
ち
は
「
我
々
は
、
先
生
の
体
を
カ
ラ

ス
・
ト
ビ
が
啄
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
す
」
と
う
っ
た
え
る
の
だ
が
、
荘
子

は
「
地
上
に
さ
ら
せ
ば
カ
ラ
ス
・
ト
ビ
の
餌
食
と
な
る
が
、
そ
れ
を
避
け
て
地
下
に
埋

め
て
も
か
え
っ
て
ケ
ラ
・
ア
リ
の
餌
食
と
な
る
だ
ろ
う
。
厚
葬
は
一
方
に
餌
を
与
え
る

だ
け
で
、
不
公
平
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
彼
ら
を
批
判
し
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
（
成
玄
英
の
疏
に
沿
っ
て
解
釈
し
た
）
。
遺
体
を
啄
む
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の

用
例
と
し
て
興
味
深
い
が
、
右
の
話
が
列
御
寇
篇
に
載
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意

し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
大
納
言

が
求
め
た
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
の
一
つ
「
驪
龍
頷
下
」
の
「
珠
」
の
話
を
収
録

す
る
な
ど
、
『
竹
取
物
語
』
作
者
が
目
に
し
て
い
た
篇
で
あ
る
か
ら
だ
。
〈
ト
ビ
と
カ

ラ
ス
〉
に
言
及
す
る
荘
子
と
弟
子
の
右
の
や
り
と
り
に
も
作
者
は
目
を
通
し
て
い
た
だ

ろ
う
。

さ
て
、
次
に
詩
や
韻
文
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『
詩
経
』
や
『
文
選
』
で
は

ト
ビ
と
カ
ラ
ス
は
別
個
に
は
確
認
で
き
る
の
だ
が
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
ペ
ア
は
見
つ

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
唐
詩
の
世
界
に
目
を
移
す
と
、
や
は
り
そ
の
用
例
を
複
数
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
挙
げ
る
べ
き
例
は
少
な
く
な
い
が
、
唐
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ

る
李
白
と
、
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
生
き
た
時
代
に
大
い
に
愛
さ
れ
た
白
居
易
か
ら
、

詩
を
一
首
ず
つ
挙
げ
た
い
。
ま
ず
李
白
「
戦
城
南
（
城
南
に
戦
ふ
）
」（
『
李
太
白
文
集
』

巻
三
）
で
は
、
戦
場
の
描
写
の
な
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
あ
ら
わ
れ
る
。

野
戦
格
闘
死

敗
馬
号
鳴
向

天
悲

レ

烏
鳶
啄

人
腸

二

一

銜
飛
上
挂
枯
樹
枝

兵
士
た
ち
が
死
体
を
さ
ら
し
馬
が
嘶
き
叫
ぶ
な
か
、
「
烏
鳶
」
が
死
者
の
は
ら
わ
た
を

啄
み
そ
れ
を
木
の
枝
に
か
け
る
、
と
い
う
凄
惨
な
描
写
で
あ
る
。
ま
る
で
実
景
の
よ
う

だ
が
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
漢
代
の
楽
府
古
辞
「
戦
城
南
」
（
『
楽

府
詩
集
』
巻
十
六
）
の
「
戦

城
南

／
死

郭
北

／
野
死
不

葬
烏
可

食
／
…
…
／
梟

二

一

二

一

レ

レ

騎
戦
闘
死
／
駑
馬
徘
徊
鳴
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
け
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
戦
場
で
死
体
を
啄
む
と
い
う
表
現
が
、
一
つ
の
型
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
型
が
、
先
に
引
い
た
金
刀
比
羅
本
『
保

元
物
語
』
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
白
居
易
の
諷
諭
詩
「
新
楽
府
」
の
第
四
十
八
首
「
秦
吉
了
」
（
『
白
氏
文
集
』

巻
四
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
の
内
容
は
、
鳥
に
仮
託
し
て
、
罪
な
く
し
て
苦
し
め

ら
れ
る
民
を
哀
れ
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
小
序
に
は
「
哀

冤
民

也
」
と
あ
る
）
。

二

一

そ
の
な
か
で
、
燕
・
鶏
（
民
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
）
を
虐
げ
る
鳥
と
し
て
描
か
れ
る
の

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
で
あ
っ
た
。

昨
日
長
爪
鳶

今
日
大
觜
烏

鳶
捎

乳
燕

一
巣
覆

二

一

烏
啄

母
鶏

双
眼
枯

二

一

鶏
号
墮

地
燕
驚
去

レ
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久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
詠
み
込
ま
れ
、
「
死
後
、
も
し
く
は
地
獄
で
身
体
に
鳥
が
巣
く
う
情

景
」(

)

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ト
ビ
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

11

体
が
鳥
の
巣
と
な
る
と
い
う
内
容
か
ら
し
て
も
特
殊
な
歌
と
い
え
よ
う
。
作
者
の
慈
円

が
僧
侶
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
に
は
漢
訳
仏
典
な
ど
、
何
ら
か
の
仏
教
テ

ク
ス
ト
の
表
現
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
様

に
、
死
骸
の
上
に
は
た
め
く
鳥
を
「
鴟
・
烏
」
と
す
る
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
の

用
例
も
ま
た
、
仏
典
に
由
来
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
漢
籍
に
お
け
る
類
型
を
考

え
て
み
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う(

)

。

12

以
上
の
よ
う
に
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
漢
籍
の
世
界
と
つ
な
が
り
を
持
つ
存
在
と

想
定
で
き
る
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
漢
訳
仏
典
も
含
め
て
漢
籍
に
造
詣
の
深
い
『
竹

取
物
語
』
作
者
の
こ
と
、
大
納
言
求
婚
譚
に
見
え
る
二
羽
に
つ
い
て
も
、
人
里
や
人
家

で
よ
く
目
に
す
る
実
景
の
反
映
と
捉
え
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
漢
文
に
親
し
ん
で
い
る
者

の
教
養
が
あ
ら
わ
れ
た
箇
所
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)

。
実
は
、
論
述
の

13

都
合
上
、
後
回
し
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
平
安
文
学
に
お

け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
は
、
『
竹
取
物
語
』
に
先
立
っ
て
ま
ず
漢
詩
文
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
経
国
集
』
巻
一
の
仲
雄
王
「
和
和
少
輔
鶺

鴒
賦
一
首
」
は
、
鶺
鴒
の
あ
り
さ
ま
を
描
写
す
る
な
か
で
、
そ
の
巣
の
周
辺
に
い
る
鳥

を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

鷹
鵰
兮
不
能
窺

鷹
鵰
窺
ふ
こ
と
能
は
ず

烏
鳶
兮
安
得
知

烏
鳶
安
ん
ぞ
知
る
こ
と
を
得
む

右
の
二
句
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
（
猛
禽
で
あ
る
）
鷹
や
大
鷹
も
（
茂
み
の
中
の
鶺

鴒
を
）
ね
ら
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
し
て
烏
や
鳶
な
ど
は
ど
う
し
て
そ
の
棲
処
を
知

す

み

か

る
こ
と
が
で
き
よ
う
ぞ
」
と
い
う
小
島
憲
之
氏
の
解
釈(

)

に
拠
り
た
い
。
ど
う
や
ら

14

鶺
鴒
の
巣
を
狙
う
（
し
か
し
「
鷹
鵰
」
よ
り
も
一
段
劣
る
）
鳥
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
、
こ
こ
に
は
確
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
賦
は
具
体
的
な
制
作
時
期
や
詠
じ
ら
れ
た
場
所
は
不
明
な
が
ら
、
平
安
時
代
初
頭

（
八
世
紀
末
～
九
世
紀
前
半
）
の
作
と
見
て
よ
い(

)

。
管
見
で
は
こ
の
例
以
外
に
平

15

安
時
代
の
漢
詩
文
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が(

)

、

16

九
世
紀
末
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『
竹
取
物
語
』
に
先
ん
じ
て
、
二
羽
が
唱
和
さ
れ
た

賦
の
な
か
に
見
出
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と

い
う
ペ
ア
が
詩
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら

だ
。
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
教
養
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
大
納
言
求
婚
譚
の
〈
ト
ビ

と
カ
ラ
ス
〉
も
漢
籍
の
世
界
に
出
自
が
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、

以
下
、
仏
典
も
含
め
た
漢
籍
に
目
を
転
じ
て
、
そ
こ
に
広
く
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
出

現
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

二

漢
籍
の
な
か
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
平
安
文
学
に
ト
ビ
を
見
つ
け
る
の
は
な
か
な
か
に
難
し
い
の

だ
が
、
漢
籍
に
そ
れ
を
探
し
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば
類
書
を
繙
い
て
み

れ
ば
、『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
二
・
鳥
部
下
に
は
「
鴟
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
て
、

漢
詩
文
の
な
か
の
ト
ビ
に
出
会
え
る
。
ト
ビ
は
漢
籍
の
世
界
で
は
珍
し
く
は
な
い
。
む

ろ
ん
、
日
本
の
古
典
文
学
と
広
大
な
漢
籍
の
世
界
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
慎
む

べ
き
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
な
お
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
『
芸
文
類

聚
』「
鴟
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
見
つ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

・
爾
雅
曰
、
鳶
烏
醜
、
其
飛
也
翔
。(

)17

・
荘
子
内
篇
、
鴟
鴉
嗜
鼠
、
蝍
蛆
甘
螮
。

・
東
観
漢
記
曰
、
馬
援
撃
交
趾
、
下
潦
上
霧
、
毒
気
上
蒸
、
仰
視
烏
鳶
、
跕
跕
堕
水

中
。

こ
の
よ
う
に
「
鴟
」
の
項
目
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
複
数
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
組
み
合
わ
せ
が
漢
詩
文
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
実
際
に
、
『
大
漢
和
辞
典
』
で
は
「
烏
鳶
」
「
鴟
鵶
」
が
、
『
漢

語
大
詞
典
』
で
は
「
烏
鳶
」
が
そ
れ
ぞ
れ
立
項
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
こ
で
漢
籍
の
世
界

を
探
っ
て
み
る
と
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
用
例
を
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
い
で
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
掲
出
し
て
み
た
い
。

ま
ず
経
書
で
は
『
周
礼
』
夏
官
・
射
鳥
氏
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
つ
か
る
。

射
鳥
氏
掌

射

鳥
。
祭
祀
、
以

弓
矢

敺

烏
鳶

。
凡
賓
客
・
会
同
・
軍
旅
、
亦

レ

レ

二

一

二

一

如

之
。

レ

射
鳥
氏
の
職
掌
を
説
明
し
た
箇
所
だ
が
、
「
烏
鳶
」
は
祭
祀
な
ど
の
際
に
追
い
払
わ
れ

る
鳥
と
さ
れ
て
い
る
。
鄭
玄
の
注
に
「
烏
鳶
、
善
鈔
盗
、
便
汙

人
」
と
あ
る
こ
と
か

レ

ら
す
れ
ば
、
物
を
掠
め
取
っ
た
り
人
を
汚
し
た
り
す
る
生
態
（
食
べ
散
ら
か
す
こ
と
だ

ろ
う
か
？
）
が
嫌
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

史
書
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
『
芸
文
類
聚
』
に
す
で
に
『
東

観
漢
記
』
の
例
が
確
認
で
き
る
が(

)

、
三
史
の
な
か
に
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
見
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つ
け
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
五
十
一
・
賈
鄒
枚
路
伝
第
二
十
一
（
路
温
舒
伝
）
に
お
け

る
、
路
温
舒
の
上
書
か
ら
引
こ
う
。

臣
聞
、
烏
鳶
之
卵
不

毀
、
而
後
鳳
凰
集
。
誹
謗
之
罪
不

誅
、
而
後
良
言
進
。

レ

レ

「
尚
徳
緩
刑
」
を
主
張
す
る
上
書
の
な
か
で
、
一
種
の
譬
喩
と
し
て
「
烏
鳶
」
が
登
場

す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
卵
の
無
事
が
鳳
凰
の
出
現
の
前
提
と
さ
れ
る
、
平
凡
な
鳥
の

代
表
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

諸
子
百
家
の
文
章
で
は
、
や
は
り
先
に
引
用
し
た
『
芸
文
類
聚
』
の
な
か
に
、
『
荘

子
』
内
篇
・
斉
物
論
第
二
の
一
節
が
確
認
で
き
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
鼠
を
好
ん
で

食
べ
る
鳥
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た(

)

。
『
荘
子
』
に
は
ほ
か
に
も
雑
篇
・
列
御
寇

19

第
三
十
二
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
の
で
掲
出
し
た
い
。

荘
子
将

死
。
弟
子
欲

厚
葬

之
。
荘
子
曰
、
吾
以

天
地

為

棺
槨

、
以

日

レ

二

一レ

二

一

二

一

二

月

為

連
璧

、
星
辰
為

珠
璣

、
万
物
為

齎
送

。
吾
葬
具
豈
不

備
邪
。
何
以

一

二

一

二

一

二

一

レ

加

此
。
弟
子
曰
、
吾
恐

烏
鳶
之
食

夫
子

也
。
荘
子
曰
、
在

上
為

烏
鳶
食

、

レ

三

二

一

レ

二

一

在

下
為

螻
蟻
食

。
奪

彼
与

此
、
何
其
偏
也
。

レ

二

一

レ

レ

荘
子
が
臨
終
を
迎
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
弟
子
た
ち
は
彼
を
手
厚
く
葬
ろ
う
と
し
た
が
、

荘
子
は
そ
ん
な
こ
と
は
不
要
だ
と
い
う
。
弟
子
た
ち
は
「
我
々
は
、
先
生
の
体
を
カ
ラ

ス
・
ト
ビ
が
啄
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
す
」
と
う
っ
た
え
る
の
だ
が
、
荘
子

は
「
地
上
に
さ
ら
せ
ば
カ
ラ
ス
・
ト
ビ
の
餌
食
と
な
る
が
、
そ
れ
を
避
け
て
地
下
に
埋

め
て
も
か
え
っ
て
ケ
ラ
・
ア
リ
の
餌
食
と
な
る
だ
ろ
う
。
厚
葬
は
一
方
に
餌
を
与
え
る

だ
け
で
、
不
公
平
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
彼
ら
を
批
判
し
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
（
成
玄
英
の
疏
に
沿
っ
て
解
釈
し
た
）
。
遺
体
を
啄
む
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の

用
例
と
し
て
興
味
深
い
が
、
右
の
話
が
列
御
寇
篇
に
載
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意

し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
大
納
言

が
求
め
た
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
の
一
つ
「
驪
龍
頷
下
」
の
「
珠
」
の
話
を
収
録

す
る
な
ど
、
『
竹
取
物
語
』
作
者
が
目
に
し
て
い
た
篇
で
あ
る
か
ら
だ
。
〈
ト
ビ
と
カ

ラ
ス
〉
に
言
及
す
る
荘
子
と
弟
子
の
右
の
や
り
と
り
に
も
作
者
は
目
を
通
し
て
い
た
だ

ろ
う
。

さ
て
、
次
に
詩
や
韻
文
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『
詩
経
』
や
『
文
選
』
で
は

ト
ビ
と
カ
ラ
ス
は
別
個
に
は
確
認
で
き
る
の
だ
が
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
ペ
ア
は
見
つ

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
唐
詩
の
世
界
に
目
を
移
す
と
、
や
は
り
そ
の
用
例
を
複
数
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
挙
げ
る
べ
き
例
は
少
な
く
な
い
が
、
唐
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ

る
李
白
と
、
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
生
き
た
時
代
に
大
い
に
愛
さ
れ
た
白
居
易
か
ら
、

詩
を
一
首
ず
つ
挙
げ
た
い
。
ま
ず
李
白
「
戦
城
南
（
城
南
に
戦
ふ
）
」（
『
李
太
白
文
集
』

巻
三
）
で
は
、
戦
場
の
描
写
の
な
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
あ
ら
わ
れ
る
。

野
戦
格
闘
死

敗
馬
号
鳴
向

天
悲

レ

烏
鳶
啄

人
腸

二

一

銜
飛
上
挂
枯
樹
枝

兵
士
た
ち
が
死
体
を
さ
ら
し
馬
が
嘶
き
叫
ぶ
な
か
、
「
烏
鳶
」
が
死
者
の
は
ら
わ
た
を

啄
み
そ
れ
を
木
の
枝
に
か
け
る
、
と
い
う
凄
惨
な
描
写
で
あ
る
。
ま
る
で
実
景
の
よ
う

だ
が
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
漢
代
の
楽
府
古
辞
「
戦
城
南
」
（
『
楽

府
詩
集
』
巻
十
六
）
の
「
戦

城
南

／
死

郭
北

／
野
死
不

葬
烏
可

食
／
…
…
／
梟

二

一

二

一

レ

レ

騎
戦
闘
死
／
駑
馬
徘
徊
鳴
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
け
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
戦
場
で
死
体
を
啄
む
と
い
う
表
現
が
、
一
つ
の
型
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
型
が
、
先
に
引
い
た
金
刀
比
羅
本
『
保

元
物
語
』
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
白
居
易
の
諷
諭
詩
「
新
楽
府
」
の
第
四
十
八
首
「
秦
吉
了
」
（
『
白
氏
文
集
』

巻
四
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
の
内
容
は
、
鳥
に
仮
託
し
て
、
罪
な
く
し
て
苦
し
め

ら
れ
る
民
を
哀
れ
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
小
序
に
は
「
哀

冤
民

也
」
と
あ
る
）
。

二

一

そ
の
な
か
で
、
燕
・
鶏
（
民
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
）
を
虐
げ
る
鳥
と
し
て
描
か
れ
る
の

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
で
あ
っ
た
。

昨
日
長
爪
鳶

今
日
大
觜
烏

鳶
捎

乳
燕

一
巣
覆

二

一

烏
啄

母
鶏

双
眼
枯

二

一

鶏
号
墮

地
燕
驚
去

レ

地域学論集 第 15巻第 2号(2018)

190304_2nd_地域学論集15-2縦.indd   5 19/03/22   7:39



6久保 堅一：トビとカラス

然
後
拾

卵
獲

其
雛

レ

二

一

燕
の
巣
を
覆
す
「
鳶
」
と
、
母
鶏
の
両
目
を
つ
ぶ
す
「
烏
」
と
は
、
無
辜
の
民
を
虐
げ

て
責
め
苛
む
貪
吏
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
や
李

白
「
戦
城
南
」
詩
で
は
、〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
人
間
の
死
体
を
啄
む
鳥
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
他
の
鳥
を
襲
う
暴
力
的
な
存
在
と
し
て
醜
く
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
描
写
と

通
ず
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
諷
諭
詩
で
は
、
「
感
鶴
詩
（
鶴
に
感
ず
る
詩
）
」
（
『
白
氏

文
集
』
巻
一
）
に
お
い
て
も
、
「
鶴
」
が
高
潔
な
存
在
に
、
「
烏
鳶
」
が
欲
深
い
俗
人

に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
『
白
氏
文
集
』
が
大
い
に
愛
読
さ
れ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
い
は
『
竹
取
物
語
』
作
者
は
右
の
よ
う
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

が
あ
ら
わ
れ
る
白
詩
も
読
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い(

)

。
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最
後
に
漢
訳
仏
典
の
用
例
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
必
ず
し
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
ペ
ア
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
仏
典
で
も
次
の
よ
う
な
例

が
目
立
つ
。

・
復
次
須
菩
提
、
菩
薩
摩
訶
薩
、
若
見

是
棄
死
人
身

、
若
六
日
若
七
日
、
烏
鵄
鵰

二

一

鷲
、
犲
狼
狐
狗
、
如

是
等
種
種
禽
獣
攫
裂
食

之
。

レ

レ

（
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
五
／
『
大
正
蔵
』
八
・
二
五
四
ａ
）

・
此
諸
天
子
見

虚
空
中

、
烏
鵄
諸
鳥
来
啄

其
眼
及
耳
鼻
舌

。

二

一

二

一

（
『
正
法
念
処
経
』
巻
三
二
／
『
大
正
蔵
』
一
七
・
一
九
〇
ａ
）

・
絶

飡
六
日
、
余
命
漏
剋
数
日
之
間
、
当

棄

中
野

鵄
烏
呑
啄
虎
狼
競
食

。

レ

下

二

一

上

（
『
五
分
律
』
巻
一
／
『
大
正
蔵
』
二
二
・
二
ｃ
）

い
ず
れ
も
鳥
や
獣
が
人
体
（
『
正
法
念
処
経
』
は
「
天
子
」
）
を
食
ら
う
例
で
あ
る
。

仏
典
の
世
界
に
視
野
を
広
げ
て
も
、
体
を
啄
む
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
多
く
目
に
入
る
。

特
に
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
用
例
は
い
わ
ゆ
る
不
浄
観
を
説
く
部
分
で
あ
り
（
同

経
の
注
釈
書
『
大
智
度
論
』
巻
四
十
八
に
も
引
か
れ
る
）
、
前
節
で
掲
げ
た
『
拾
玉
集
』

の
慈
円
の
歌
は
、
こ
う
し
た
類
い
の
仏
典
の
記
述
（
や
そ
の
周
辺
の
テ
ク
ス
ト
）
な
ど

を
背
景
に
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
仏
教
知
識
は
深
い
。
経
典
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
目
に
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
漢
籍
の
世
界
の
な
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
探
っ
て
き
た
。
挙
げ
た
例
は

決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
漢
籍
に
お
い
て
珍
し
く
な

い
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
は
示
し
得
た
と
思
う
。
こ
の
二
種
の
鳥
は
、
し
ば
し
ば
ペ

ア
と
し
て
登
場
し
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
漢
籍
の
世
界
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
『
竹
取
物
語
』
作
者
が
実
際
に
目
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
大
納
言
求
婚
譚
に
「
鳶
・
烏
」
が
出
て
い
た
の
は
、
見
て
き
た
よ
う
な
漢
籍
の
表

現
に
慣
れ
親
し
ん
だ
作
者
の
教
養
が
あ
ら
わ
れ
た
部
分
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)

。
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三

〈
貪
〉
な
る
鳥

前
節
ま
で
、
漢
籍
の
か
な
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
姿
を
確
認
し
、
『
竹
取
物
語
』

大
納
言
求
婚
譚
の
「
鳶
・
烏
」
の
背
景
に
漢
籍
の
表
現
世
界
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え

て
き
た
。
で
は
、
大
納
言
の
「
う
る
は
し
き
屋
」
を
啄
ん
だ
「
鳶
・
烏
」
が
漢
籍
の
世

界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
味
や
効
果
が
認
め

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
試
解
を
示
し
た
い
。

そ
も
そ
も
、
漢
籍
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
鳥
と
把
握
で

き
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
前
節
で
掲

げ
た
諸
例
に
お
い
て
、
そ
の
多
く
が
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
肉
食
の
生
態
を
描
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
芸
文
類
聚
』
「
鴟
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
で
は
鼠
を
好
ん
で
食
す
と
さ
れ
（
「
鴟
鴉
耆

鼠
」
）
、
ま
た
、
白

レ

詩
「
秦
吉
了
」
で
は
燕
や
鶏
を
襲
う
姿
が
描
か
れ
て
い
た
（
「
鳶
捎

乳
燕

一
巣
覆
／

二

一

烏
啄

母
鶏

双
眼
枯
」
）
。
日
本
の
仲
雄
王
の
賦
で
も
、
鶺
鴒
を
狙
う
鳥
と
し
て
登
場

二

一

し
て
い
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
動
物
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
も
ま
た
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
餌
食
と
な
る
。
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
で
は
荘
子
の
遺
体
が
啄
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

弟
子
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
し
（
「
吾
恐

烏
鳶
之
食

夫
子

也
」
）
、
李
白
「
戦
城
南
」

三

二

一

詩
で
は
戦
死
し
た
兵
士
の
体
を
食
い
破
る
情
景
が
う
た
わ
れ
て
い
た
（
「
烏
鳶
啄

人
二

腸

」
）
。
両
鳥
が
他
の
動
物
と
と
も
に
人
体
に
群
が
る
さ
ま
は
仏
典
で
も
記
さ
れ
て
い

一

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
多
く
の
場
合
、
小
さ
な
鳥
や
動
物
を
捕
食

し
、
人
間
の
屍
肉
を
漁
る
獰
猛
な
鳥
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
う
え
で
参
考
に
し
た
い
の
が
、
『
漢
語
大
詞
典
』
「
烏

鳶
」
の
項
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

【
烏
鳶
】
烏
鴉
与
老
鷹
。
均
為
貪
食
之
鳥
。

右
の
記
述
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
食
欲
の
旺
盛
な
鳥
と
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
説
明
は
、
現
実
の
生
態
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

漢
籍
の
表
現
世
界
に
お
い
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
は
食
を
貪
る
鳥
と
い
う
一
つ
の
類

型
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
貪
欲
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
、
漢
籍
の
な
か
に
は
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
を
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
す
る
記
述
を
複
数
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
ト
ビ
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
『
詩
経
』
の
毛
伝
や
鄭

箋
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

○
小
雅
「
四
月
」

匪

鶉
匪

鳶
、
翰
飛
戻

天
。
匪

鱣
匪

鮪
、
潜
逃

于
淵

。

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

【
毛
伝
】
鶉
、
鵰
也
。
鵰
鳶
、
貪
残
之
鳥
也
。
大
魚
能
逃
処

淵
。

レ

○
大
雅
「
旱
麓
」

鳶
飛
戻

天
、
魚
躍

于
淵

。

レ

二

一

【
鄭
箋
】
鳶
、
鴟
之
類
、
鳥
之
貪
悪
者
也
。
飛
而
至

天
、
喩

悪
人
遠
去
不

レ

二

一レ

為

民
害

也
。
魚
跳

躍
于
淵
中

、
喩

民
喜
得

所
。

二

一

二

一

二

一レ

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
内
容
や
解
釈
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
「
四
月
」
「
旱
麓
」
の
ど

ち
ら
に
も
「
鳶
」
が
登
場
し
、
毛
伝
は
「
鶉
」
と
「
鳶
」
を
「
貪
残
之
鳥
」
と
し
、
鄭

箋
は
「
鳶
」
を
「
鳥
之
貪
悪
者
」
と
し
て
い
る
。
『
毛
詩
正
義
』
は
各
注
に
つ
い
て
「
鶉

鳶
皆
殺

害
小
鳥

、
故
云

「
貪
残
之
鳥
」

」
（
「
四
月
」
）
、
「
撃

小
鳥

、
故
為

貪

二

一

二

一

二

一

二

残

」
（
「
旱
麓
」
）
と
同
じ
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
ト
ビ
が
「
貪

一

残
」
「
貪
悪
」
の
鳥
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
鳥
を
襲
う
猛
禽
と
し
て
の
生
態
に
由
来

す
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
ト
ビ
が
、
『
詩
経
』
と
い
う
、
中

国
の
み
な
ら
ず
日
本
で
も
大
い
に
重
視
さ
れ
た
経
書
の
注
（
そ
れ
は
平
安
貴
族
も
目
に

し
て
い
た
）
に
見
え
る
こ
と
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
う
え
で
重
要
だ
ろ
う
。
右

の
毛
伝
・
鄭
箋
に
直
接
拠
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
本
稿
の
注
（

）
16

で
引
用
し
た
よ
う
に
、
菅
原
清
人
の
賦
（
『
経
国
集
』
巻
一
）
に
は
「
却

斑
彩
于
翡

二

翠

／
謝

貪
穢
于
鴟
鳶

」
の
句
（
「
（
鶺
鴒
は
―
引
用
者
注
）
ま
だ
ら
の
色
彩
は
翡
翠

か
は
せ
み

一

二

一

の
色
よ
り
も
劣
る
が
、
貪
欲
で
き
た
な
い
こ
と
は
（
悪
鳥
の
）
鳶
の
類
に
譲
る
」
）(

)22

が
見
え
、
ト
ビ
の
貪
欲
の
イ
メ
ー
ジ
は
平
安
文
学
の
な
か
に
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き

る
。
白
居
易
が
親
友
で
あ
る
元
稹
の
詩
に
唱
和
・
応
答
し
た
詩
群
「
和
答
詩
十
首
」（
『
白

氏
文
集
』
巻
二
）
の
な
か
に
、
元
稹
の
「
大
觜
烏
」
（
『
元
稹
集
』
巻
一
）
に
唱
和
し

た
「
和
大
觜
烏
詩
」
が
あ
る
。
こ
の
元
詩
・
白
詩
の
ど
ち
ら
に
も
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し

て
の
カ
ラ
ス
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
両
詩
か
ら
抜
粋
し
よ
う
。

○
元
稹
「
大
觜
烏
」

陽
烏
有

二
類

觜
白
者
名
慈

二

一

求

食
哺

慈
母

因
以

此
名

之

レ

二

一

レ

レ

（
中
略
）

其
一
觜
大
者

攫
搏
性
貪
癡

有

力
強
如

鶻

有

爪
利
如

錐

レ

レ

レ

レ

（
中
略
）

群
烏
飽

粱
肉

毛
羽
色
沢
滋

二

一

遠
近
恣

所

往

貪
残
無

不

為

レ

レ

レ

レ

○
白
居
易
「
和
大
觜
烏
詩
」

烏
者
種
有

二

名
同
性
不

同

レ

レ

觜
小
者
慈
孝

觜
大
者
貪
庸

（
中
略
）

青
青
窓
前
柳

鬱
鬱
井
上
桐

貪
烏
占

栖
息

慈
烏
独
不

容

二

一

レ

こ
ち
ら
も
詩
の
解
説
は
省
く
が
、
元
稹
・
白
居
易
の
両
者
は
〈
慈
孝
〉
な
る
鳥
と
し
て

の
カ
ラ
ス
と
と
も
に
、
〈
貪
〉
な
る
カ
ラ
ス
を
詠
じ
て
い
る
。
前
者
の
〈
慈
孝
〉
は
よ

く
知
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
二
・
鳥
部
下
・
烏
、
『
初

学
記
』
巻
三
十
・
烏
第
五
な
ど
を
参
照
。
白
居
易
に
も
「
慈
烏
夜
啼
詩
」
〈
巻
一
〉
等

の
作
品
が
あ
る
）
、
こ
の
両
者
の
詩
で
は
、
そ
れ
と
は
別
種
の
カ
ラ
ス
と
し
て
觜
の
大

き
な
カ
ラ
ス
を
挙
げ
、
そ
ち
ら
に
「
貪
癡
」
「
貪
残
」
「
貪
庸
」
「
貪
烏
」
と
、
〈
貪
〉

の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
さ
ら
に
付
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
の
な
か
で
は
そ
の
カ
ラ
ス

に
つ
い
て
「
巣
禽
攫

雛
卵

／
厩
馬
啄

瘡
痍

」
（
「
大
觜
烏
」
）
、
「
探

巣
呑

燕
卵

二

一

二

一

レ

二

一

／
入

蔟
啄

蠶
虫

」
（
「
和
大
觜
烏
詩
」
）
な
ど
と
や
は
り
そ
の
暴
力
性
が
描
か
れ
て

レ

二

一

お
り
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
「
秦
吉
了
」
の
〈
ト
ビ

と
カ
ラ
ス
〉
と
重
な
る
描
写
で
あ
る
）
。
カ
ラ
ス
に
お
け
る
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
漢

籍
の
表
現
世
界
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
現
段
階
で
は
調
査
が

及
ん
で
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
『
詩
経
』
の
毛
伝
・
鄭
箋
に
説
か
れ
た
〈
貪
〉
な
る
ト

ビ
ほ
ど
に
は
広
が
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
典
籍
に
目
を
向
け
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然
後
拾

卵
獲

其
雛

レ

二

一

燕
の
巣
を
覆
す
「
鳶
」
と
、
母
鶏
の
両
目
を
つ
ぶ
す
「
烏
」
と
は
、
無
辜
の
民
を
虐
げ

て
責
め
苛
む
貪
吏
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
や
李

白
「
戦
城
南
」
詩
で
は
、〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
人
間
の
死
体
を
啄
む
鳥
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
他
の
鳥
を
襲
う
暴
力
的
な
存
在
と
し
て
醜
く
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
描
写
と

通
ず
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
諷
諭
詩
で
は
、
「
感
鶴
詩
（
鶴
に
感
ず
る
詩
）
」
（
『
白
氏

文
集
』
巻
一
）
に
お
い
て
も
、
「
鶴
」
が
高
潔
な
存
在
に
、
「
烏
鳶
」
が
欲
深
い
俗
人

に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
『
白
氏
文
集
』
が
大
い
に
愛
読
さ
れ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
い
は
『
竹
取
物
語
』
作
者
は
右
の
よ
う
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

が
あ
ら
わ
れ
る
白
詩
も
読
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い(

)

。

20

最
後
に
漢
訳
仏
典
の
用
例
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
必
ず
し
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
ペ
ア
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
仏
典
で
も
次
の
よ
う
な
例

が
目
立
つ
。

・
復
次
須
菩
提
、
菩
薩
摩
訶
薩
、
若
見

是
棄
死
人
身

、
若
六
日
若
七
日
、
烏
鵄
鵰

二

一

鷲
、
犲
狼
狐
狗
、
如

是
等
種
種
禽
獣
攫
裂
食

之
。

レ

レ

（
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
五
／
『
大
正
蔵
』
八
・
二
五
四
ａ
）

・
此
諸
天
子
見

虚
空
中

、
烏
鵄
諸
鳥
来
啄

其
眼
及
耳
鼻
舌

。

二

一

二

一

（
『
正
法
念
処
経
』
巻
三
二
／
『
大
正
蔵
』
一
七
・
一
九
〇
ａ
）

・
絶

飡
六
日
、
余
命
漏
剋
数
日
之
間
、
当

棄

中
野

鵄
烏
呑
啄
虎
狼
競
食

。

レ

下

二

一

上

（
『
五
分
律
』
巻
一
／
『
大
正
蔵
』
二
二
・
二
ｃ
）

い
ず
れ
も
鳥
や
獣
が
人
体
（
『
正
法
念
処
経
』
は
「
天
子
」
）
を
食
ら
う
例
で
あ
る
。

仏
典
の
世
界
に
視
野
を
広
げ
て
も
、
体
を
啄
む
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
多
く
目
に
入
る
。

特
に
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
用
例
は
い
わ
ゆ
る
不
浄
観
を
説
く
部
分
で
あ
り
（
同

経
の
注
釈
書
『
大
智
度
論
』
巻
四
十
八
に
も
引
か
れ
る
）
、
前
節
で
掲
げ
た
『
拾
玉
集
』

の
慈
円
の
歌
は
、
こ
う
し
た
類
い
の
仏
典
の
記
述
（
や
そ
の
周
辺
の
テ
ク
ス
ト
）
な
ど

を
背
景
に
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
『
竹
取
物
語
』
作
者
の
仏
教
知
識
は
深
い
。
経
典
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
目
に
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
漢
籍
の
世
界
の
な
か
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
探
っ
て
き
た
。
挙
げ
た
例
は

決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
漢
籍
に
お
い
て
珍
し
く
な

い
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
は
示
し
得
た
と
思
う
。
こ
の
二
種
の
鳥
は
、
し
ば
し
ば
ペ

ア
と
し
て
登
場
し
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
漢
籍
の
世
界
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
『
竹
取
物
語
』
作
者
が
実
際
に
目
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
大
納
言
求
婚
譚
に
「
鳶
・
烏
」
が
出
て
い
た
の
は
、
見
て
き
た
よ
う
な
漢
籍
の
表

現
に
慣
れ
親
し
ん
だ
作
者
の
教
養
が
あ
ら
わ
れ
た
部
分
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)

。

21

三

〈
貪
〉
な
る
鳥

前
節
ま
で
、
漢
籍
の
か
な
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
姿
を
確
認
し
、
『
竹
取
物
語
』

大
納
言
求
婚
譚
の
「
鳶
・
烏
」
の
背
景
に
漢
籍
の
表
現
世
界
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え

て
き
た
。
で
は
、
大
納
言
の
「
う
る
は
し
き
屋
」
を
啄
ん
だ
「
鳶
・
烏
」
が
漢
籍
の
世

界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
味
や
効
果
が
認
め

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
試
解
を
示
し
た
い
。

そ
も
そ
も
、
漢
籍
に
お
け
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
鳥
と
把
握
で

き
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
前
節
で
掲

げ
た
諸
例
に
お
い
て
、
そ
の
多
く
が
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
肉
食
の
生
態
を
描
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
芸
文
類
聚
』
「
鴟
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
で
は
鼠
を
好
ん
で
食
す
と
さ
れ
（
「
鴟
鴉
耆

鼠
」
）
、
ま
た
、
白

レ

詩
「
秦
吉
了
」
で
は
燕
や
鶏
を
襲
う
姿
が
描
か
れ
て
い
た
（
「
鳶
捎

乳
燕

一
巣
覆
／

二

一

烏
啄

母
鶏

双
眼
枯
」
）
。
日
本
の
仲
雄
王
の
賦
で
も
、
鶺
鴒
を
狙
う
鳥
と
し
て
登
場

二

一

し
て
い
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
動
物
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
も
ま
た
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉

の
餌
食
と
な
る
。
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
で
は
荘
子
の
遺
体
が
啄
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

弟
子
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
し
（
「
吾
恐

烏
鳶
之
食

夫
子

也
」
）
、
李
白
「
戦
城
南
」

三

二

一

詩
で
は
戦
死
し
た
兵
士
の
体
を
食
い
破
る
情
景
が
う
た
わ
れ
て
い
た
（
「
烏
鳶
啄

人
二

腸

」
）
。
両
鳥
が
他
の
動
物
と
と
も
に
人
体
に
群
が
る
さ
ま
は
仏
典
で
も
記
さ
れ
て
い

一

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
は
多
く
の
場
合
、
小
さ
な
鳥
や
動
物
を
捕
食

し
、
人
間
の
屍
肉
を
漁
る
獰
猛
な
鳥
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
う
え
で
参
考
に
し
た
い
の
が
、
『
漢
語
大
詞
典
』
「
烏

鳶
」
の
項
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

【
烏
鳶
】
烏
鴉
与
老
鷹
。
均
為
貪
食
之
鳥
。

右
の
記
述
は
、
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
を
食
欲
の
旺
盛
な
鳥
と
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
説
明
は
、
現
実
の
生
態
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
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漢
籍
の
表
現
世
界
に
お
い
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
は
食
を
貪
る
鳥
と
い
う
一
つ
の
類

型
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
貪
欲
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
、
漢
籍
の
な
か
に
は
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
を
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
す
る
記
述
を
複
数
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
ト
ビ
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
『
詩
経
』
の
毛
伝
や
鄭

箋
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

○
小
雅
「
四
月
」

匪

鶉
匪

鳶
、
翰
飛
戻

天
。
匪

鱣
匪

鮪
、
潜
逃

于
淵

。

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

【
毛
伝
】
鶉
、
鵰
也
。
鵰
鳶
、
貪
残
之
鳥
也
。
大
魚
能
逃
処

淵
。

レ

○
大
雅
「
旱
麓
」

鳶
飛
戻

天
、
魚
躍

于
淵

。

レ

二

一

【
鄭
箋
】
鳶
、
鴟
之
類
、
鳥
之
貪
悪
者
也
。
飛
而
至

天
、
喩

悪
人
遠
去
不

レ

二

一レ

為

民
害

也
。
魚
跳

躍
于
淵
中

、
喩

民
喜
得

所
。

二

一

二

一

二

一レ

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
内
容
や
解
釈
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
「
四
月
」
「
旱
麓
」
の
ど

ち
ら
に
も
「
鳶
」
が
登
場
し
、
毛
伝
は
「
鶉
」
と
「
鳶
」
を
「
貪
残
之
鳥
」
と
し
、
鄭

箋
は
「
鳶
」
を
「
鳥
之
貪
悪
者
」
と
し
て
い
る
。
『
毛
詩
正
義
』
は
各
注
に
つ
い
て
「
鶉

鳶
皆
殺

害
小
鳥

、
故
云

「
貪
残
之
鳥
」

」
（
「
四
月
」
）
、
「
撃

小
鳥

、
故
為

貪

二

一

二

一

二

一

二

残

」
（
「
旱
麓
」
）
と
同
じ
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
ト
ビ
が
「
貪

一

残
」
「
貪
悪
」
の
鳥
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
鳥
を
襲
う
猛
禽
と
し
て
の
生
態
に
由
来

す
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
ト
ビ
が
、
『
詩
経
』
と
い
う
、
中

国
の
み
な
ら
ず
日
本
で
も
大
い
に
重
視
さ
れ
た
経
書
の
注
（
そ
れ
は
平
安
貴
族
も
目
に

し
て
い
た
）
に
見
え
る
こ
と
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
う
え
で
重
要
だ
ろ
う
。
右

の
毛
伝
・
鄭
箋
に
直
接
拠
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
本
稿
の
注
（

）
16

で
引
用
し
た
よ
う
に
、
菅
原
清
人
の
賦
（
『
経
国
集
』
巻
一
）
に
は
「
却

斑
彩
于
翡

二

翠

／
謝

貪
穢
于
鴟
鳶

」
の
句
（
「
（
鶺
鴒
は
―
引
用
者
注
）
ま
だ
ら
の
色
彩
は
翡
翠

か
は
せ
み

一

二

一

の
色
よ
り
も
劣
る
が
、
貪
欲
で
き
た
な
い
こ
と
は
（
悪
鳥
の
）
鳶
の
類
に
譲
る
」
）(

)22

が
見
え
、
ト
ビ
の
貪
欲
の
イ
メ
ー
ジ
は
平
安
文
学
の
な
か
に
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き

る
。
白
居
易
が
親
友
で
あ
る
元
稹
の
詩
に
唱
和
・
応
答
し
た
詩
群
「
和
答
詩
十
首
」（
『
白

氏
文
集
』
巻
二
）
の
な
か
に
、
元
稹
の
「
大
觜
烏
」
（
『
元
稹
集
』
巻
一
）
に
唱
和
し

た
「
和
大
觜
烏
詩
」
が
あ
る
。
こ
の
元
詩
・
白
詩
の
ど
ち
ら
に
も
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し

て
の
カ
ラ
ス
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
両
詩
か
ら
抜
粋
し
よ
う
。

○
元
稹
「
大
觜
烏
」

陽
烏
有

二
類

觜
白
者
名
慈

二

一

求

食
哺

慈
母

因
以

此
名

之

レ

二

一

レ

レ

（
中
略
）

其
一
觜
大
者

攫
搏
性
貪
癡

有

力
強
如

鶻

有

爪
利
如

錐

レ

レ

レ

レ

（
中
略
）

群
烏
飽

粱
肉

毛
羽
色
沢
滋

二

一

遠
近
恣

所

往

貪
残
無

不

為

レ

レ

レ

レ

○
白
居
易
「
和
大
觜
烏
詩
」

烏
者
種
有

二

名
同
性
不

同

レ

レ

觜
小
者
慈
孝

觜
大
者
貪
庸

（
中
略
）

青
青
窓
前
柳

鬱
鬱
井
上
桐

貪
烏
占

栖
息

慈
烏
独
不

容

二

一

レ

こ
ち
ら
も
詩
の
解
説
は
省
く
が
、
元
稹
・
白
居
易
の
両
者
は
〈
慈
孝
〉
な
る
鳥
と
し
て

の
カ
ラ
ス
と
と
も
に
、
〈
貪
〉
な
る
カ
ラ
ス
を
詠
じ
て
い
る
。
前
者
の
〈
慈
孝
〉
は
よ

く
知
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
二
・
鳥
部
下
・
烏
、
『
初

学
記
』
巻
三
十
・
烏
第
五
な
ど
を
参
照
。
白
居
易
に
も
「
慈
烏
夜
啼
詩
」
〈
巻
一
〉
等

の
作
品
が
あ
る
）
、
こ
の
両
者
の
詩
で
は
、
そ
れ
と
は
別
種
の
カ
ラ
ス
と
し
て
觜
の
大

き
な
カ
ラ
ス
を
挙
げ
、
そ
ち
ら
に
「
貪
癡
」
「
貪
残
」
「
貪
庸
」
「
貪
烏
」
と
、
〈
貪
〉

の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
さ
ら
に
付
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
の
な
か
で
は
そ
の
カ
ラ
ス

に
つ
い
て
「
巣
禽
攫

雛
卵

／
厩
馬
啄

瘡
痍

」
（
「
大
觜
烏
」
）
、
「
探

巣
呑

燕
卵

二

一

二

一

レ

二

一

／
入

蔟
啄

蠶
虫

」
（
「
和
大
觜
烏
詩
」
）
な
ど
と
や
は
り
そ
の
暴
力
性
が
描
か
れ
て

レ

二

一

お
り
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
「
秦
吉
了
」
の
〈
ト
ビ

と
カ
ラ
ス
〉
と
重
な
る
描
写
で
あ
る
）
。
カ
ラ
ス
に
お
け
る
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
漢

籍
の
表
現
世
界
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
現
段
階
で
は
調
査
が

及
ん
で
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
『
詩
経
』
の
毛
伝
・
鄭
箋
に
説
か
れ
た
〈
貪
〉
な
る
ト

ビ
ほ
ど
に
は
広
が
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
典
籍
に
目
を
向
け
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て
み
て
も
、
大
江
以
言
「
為

宮
道
義
行

申

安
房
能
登
淡
路
等
守

状
」
（
『
本
朝
文

二

一

二

一

粋
』
巻
六
）
に
「
論

其
残
虐

、
乳
虎
猶
仁
心
之
獣
也
、
校

其
狂
欲

、
貪
烏
則
廉
譲

二

一

二

一

之
禽
也
」
と
、
白
詩
と
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
（
あ
る
い
は
直
接
白
詩
に
拠
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
）
、
〈
貪
〉
な
る
カ
ラ
ス
は
平
安
時
代
の
漢
文
の
な
か
に
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
奏
状
は
長
徳
三
年
（
九
九
七
／
長
徳
二
年
と
す
る
本
も
あ
る
）
に
提
出
さ
れ
た
も

の
な
の
で
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
期
か
ら
は
下
っ
て
し
ま
う
が
、
貪
欲
で
乱
暴
な
カ
ラ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
に
も
確
か
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
に
は
、
燕
な
ど
他
の
動
物
を
襲
っ
て
自
ら
の
欲
を

満
た
す
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
平
安
時
代

の
漢
詩
文
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
竹
取
物
語
』
作
者
（
や

男
性
読
者
た
ち
）
が
知
り
得
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
大
納

言
求
婚
譚
に
登
場
す
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
も
、
獰
猛
で
貪
欲
な
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が

込
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
大
納
言
こ
そ
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
手
に
入
れ
る
こ
と

―
す
な
わ
ち
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
る
こ
と

―
に
強
い
欲
望
・
執
着
を
持
っ
て
い

た
男
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
求
婚
者
た
ち
も
「
思
ひ
や
む
時
な
く
、
夜
昼

来
け
る
」
ほ
ど
熱
心
に
か
ぐ
や
姫
を
求
め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
執
着
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
の
な
ら
全
員
が
そ
う
だ
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
大
納
言
の
言
動
は
他
の
四
人
に
比

べ
て
も
格
段
に
乱
暴
で
〈
貪
〉
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
大
納
言
は
、

話
の
冒
頭
か
ら
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
入
手
は
難
し
い
と
う
っ
た
え
る
家
臣
た
ち
の

声
に
耳
を
貸
さ
ず
、
「
こ
の
珠
取
り
え
で
は
、
家
に
帰
り
来
な
」
と
言
い
放
っ
て
彼
ら

を
無
理
矢
理
に
旅
立
た
せ
て
い
た
。
家
臣
た
ち
は
命
令
を
無
視
し
て
誰
も
帰
っ
て
こ
な

い
の
だ
が
、
大
納
言
は
あ
き
ら
め
ず
、
つ
い
に
は
本
人
が
海
へ
と
漕
ぎ
出
し
て
ゆ
く
。

そ
れ
も
「
わ
が
弓
の
力
は
、
龍
あ
ら
ば
、
ふ
と
射
殺
し
て
、
く
び
の
珠
は
取
り
て
ん
」

と
、
龍
を
殺
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
乱
暴
な
（
そ
し
て
少
な
か
ら
ず
名
誉
欲
も
滲
む
）

発
想
の
う
え
で
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
目
的
の
た
め
に
家
臣
た
ち
に
無
理
な
命
令
を

し
て
も
何
と
も
思
わ
な
い
性
格
や
、
龍
を
殺
し
て
珠
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
な

ど
は
、
大
伴
氏
が
武
門
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
同

時
に
、
強
圧
的
で
暴
力
的
、
何
よ
り
、
是
が
非
で
も
か
ぐ
や
姫
を
得
ん
と
す
る
強
い
執

着
が
感
じ
ら
れ
る
造
型
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
る
た
め
の

「
う
る
は
し
き
屋
」
の
造
営
、
前
も
っ
て
の
妻
妾
た
ち
と
の
離
縁
と
い
う
愚
か
し
さ
も

加
わ
る
。
大
納
言
は
家
臣
た
ち
に
旅
の
費
用
を
惜
し
ま
ず
に
渡
す
な
ど
決
し
て
吝
嗇
で

は
な
い
の
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
を
求
め
る
そ
の
欲
望
・
執
着
の
あ
り
さ
ま
は
、
こ
れ
ま
で

に
掲
出
し
た
用
例
の
こ
と
ば
を
用
い
る
な
ら
ば
「
貪
癡
」
（
元
稹
「
大
觜
烏
」
）
、
「
貪

庸
」
（
白
居
易
「
和
大
觜
烏
詩
」
）
な
ど
と
評
せ
よ
う(

)

。

23

こ
の
よ
う
に
大
納
言
の
造
型
の
な
か
に
〈
貪
〉
な
る
も
の
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
求

婚
譚
の
最
後
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
実
に
似
合
い
の
取
り
合

わ
せ
と
い
え
、
だ
か
ら
こ
そ
き
わ
め
て
戯
画
的
な
設
定
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
貪
欲

に
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
と
か
ぐ
や
姫
を
求
め
た
大
納
言
が
さ
ん
ざ
ん
無
様
な
姿
を
さ
ら

し
た
挙
句
に
、
最
後
に
話
に
出
て
く
る
の
は
よ
り
に
も
よ
っ
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と

い
う
、
こ
れ
ま
た
貪
欲
な
鳥
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
鳥
が
、
大
納
言
の
作
っ
た
屋
敷
に
葺

い
た
糸
を
啄
ん
で
、
巣
作
り
の
た
め
に
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
設
定
は
、〈
貪
〉

な
る
者
が
〈
貪
〉
な
る
鳥
に
邸
を
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
滑
稽
な
事
態
を
描
く
と

と
も
に
、
大
納
言
が
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
生
活
を
夢
見
て
新
造
し
た
「
う
る
は
し
き
屋
」

を
、
貪
欲
で
乱
暴
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
「
巣
」
の
よ
う
な
卑
し
い
代
物
と
し
て
位

置
づ
け
る
も
の
だ
ろ
う
（
両
鳥
が
屋
根
に
巣
を
作
っ
て
棲
み
つ
く
の
で
は
な
く
、
糸
を

「
食
ひ
も
て
往
に
け
り
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
浄
観
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
ご

、
、

と
き
様
相
も
呈
す
る
）
。
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
登
場
は
大
納
言
の
欲
望
・
執
着
へ
の

一
種
の
皮
肉
や
揶
揄
と
な
っ
て
、
彼
を
い
っ
そ
う
の
笑
い
も
の
に
す
る
。
こ
の
二
羽
の

鳥
は
実
景
を
反
映
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
存
在
と
し
て
、
こ
う
し
た
効
果
の
た
め
に
作
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
読
者
た
ち
は
、
大
納
言
に
似

合
い
の
鳥
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
か
し
さ
を
読
み
取
っ
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。

か
く
し
て
、
「
糸
を
葺
か
せ
つ
く
り
し
屋
は
、
鳶
・
烏
の
巣
に
、
み
な
食
ひ
も
て
往

に
け
り
」
と
い
う
一
文
は
、
新
造
し
た
屋
敷
が
無
駄
に
な
っ
た
と
い
う
お
も
し
ろ
さ
に
、

大
納
言
の
執
着
・
欲
望
を
嘲
笑
す
る
か
の
よ
う
な
要
素
も
加
わ
っ
て
、
求
婚
譚
の
一
つ

の
オ
チ
と
な
っ
て
い
る
。
文
学
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
ず
、
「
鳶
、
烏
な
ど
の

う
へ
は
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
」
（
『
枕
草
子
』
）
と
も
い
わ

れ
て
し
ま
う
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
で
あ
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
大
納
言

求
婚
譚
の
滑
稽
な
結
末
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
鳥
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
役
割
を
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
大
納
言
求
婚
譚
に
描
か
れ
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
注
目
し
、
そ
の
背
景
や

効
果
な
ど
を
考
察
し
て
き
た
。

久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

長
々
と
論
じ
て
き
た
わ
り
に
、
本
稿
の
注
目
し
た
対
象
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
細
か
な
、
さ
さ
や
か
な
部
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
を
掘

り
進
ん
で
ゆ
く
と
『
竹
取
物
語
』
の
背
後
に
広
が
る
表
現
世
界
に
行
き
つ
く
と
き
が
あ

る
。
今
回
調
査
し
た
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
も
、
そ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
と
思
う
。

『
竹
取
物
語
』
は
周
知
の
よ
う
に
短
い
物
語
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
学
的
価
値
や
文

学
史
に
お
け
る
重
要
性
も
あ
っ
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究
や
注
釈
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
今
回
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
よ
う
に
、
い
ま
だ
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
り
、
注
が
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
部
分
が
あ
る
。
『
竹
取
物
語
』
の

注
釈
を
豊
か
に
、
そ
し
て
新
し
い
も
の
に
し
て
ゆ
く
べ
く
、
探
究
の
歩
み
を
止
め
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
が
積
み
重
な
っ
て
、『
竹
取
物
語
』

の
特
質
の
理
解
は
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の
一
端
を

担
う
も
の
で
あ
る
。

注

(
)

『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
表
記
等
を
私

1

に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』
以
外
の
本
文
の
引
用
は
以
下
の
と
お
り
（
基
本
的

に
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
）
。
『
竹
取
翁
物
語
解
』
…
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全

評
釈

古
注
釈
篇
』
（
右
文
書
院
、
一
九
九
〇
）
。
／
『
う
つ
ほ
物
語
』
…
室
城
秀
之
校
注

『
う
つ
ほ
物
語

全

改
訂
版
』
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
）
。
／
『
源
氏
物
語
』
…
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
。
／
『
枕
草
子
』
…
新
全
集
。
／
『
今
昔
物
語
集
』
…
新

大
系
。
／
『
古
今
著
聞
集
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）
。
／
『
徒
然
草
』
…
小
川

剛
生
訳
注
『
新
版

徒
然
草
』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
）
。
／
半
井
本
『
保
元

物
語
』
…
新
大
系
。
／
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
。

／
『
太
平
記
』
…
大
系
。
／
和
歌
…
新
編
国
歌
大
観
。
／
『
経
国
集
』
…
小
島
憲
之
『
國
風

暗
黒
時
代
の
文
学
』
（
塙
書
房
）
。
／
『
菅
家
後
集
』
…
大
系
。
／
『
本
朝
文
粋
』
…
新
大

系
。
／
『
本
朝
無
題
詩
』
…
本
間
洋
一
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
一
』（
新
典
社
、
一
九
九
二
）
。

／
『
日
本
三
代
実
録
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）
。
／
『
詩
経
』
…
『
十
三

経
注
疏

整
理
本
』
（
北
京
大
学
出
版
社
）
所
収
『
毛
詩
正
義
』
。
／
『
周
礼
』
…
『
十
三
経

注
疏

整
理
本
』
所
収
『
周
礼
注
疏
』
。
／
『
荘
子
』
…
池
田
知
久
『
荘
子

全
訳
注
』
（
講
談

社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
）
。
／
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
楽

府
詩
集
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
芸
文
類
聚
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
李
太

白
文
集
』
…
静
嘉
堂
文
庫
蔵
・
宋
刊
本
『
李
太
白
文
集
』
影
印
（
平
岡
武
夫
『
唐
代
研
究
の

し
お
り

第
九
』〈
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
〉
）
。
／
『
元
稹
集
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。

／
『
白
氏
文
集
』
…
「
秦
吉
了
」
は
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』

（
勉
誠
社
、
一
九
八
二
）
に
拠
り
、
他
の
白
詩
は
平
岡
武
夫
・
今
井
清
編
『
白
氏
文
集
歌
詩

索
引
』
（
同
朋
舎
、
一
九
八
九
）
に
拠
っ
た
。
／
仏
典
…
大
正
新
修
大
蔵
経
。

(
)

三
谷
栄
一
『
竹
取
物
語
評
解
〔
改
訂
版
〕
』
（
有
精
堂
、
一
九
五
六
）
、
四
四
ペ
ー
ジ
。

2

(
)

古
典
文
学
全
般
に
お
け
る
ト
ビ
、
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
『
国
文
学
臨
時
増
刊

古
典
文

3

学
動
物
誌
』
（
一
九
九
四
・
一
〇
）
の
「
鳶
」
（
松
本
寧
至
氏
担
当
）
と
「
烏
」
（
沢
井
耐
三

氏
担
当
）
や
、
小
林
祥
次
郎
『
日
本
古
典
博
物
事
典

動
物
篇
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）

の
「
と
び
」
「
か
ら
す
」
の
各
項
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ビ
に
関
す
る
具

体
的
な
考
察
と
し
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
屎

鵄
」
に
注
目
し
な
が
ら
、
天
狗
が
ト
ビ

く
そ
と
び

の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
る
要
因
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
蔦
尾
和
宏
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
屎

鵄
」
」
（
鈴
木
健
一
編
『
鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史
―
日
本
古
典
の
自
然
観
２

鳥
の
巻
』
〈
三
弥

井
書
店
、
二
〇
一
一
〉
）
が
あ
る
。

(
)

範
囲
を
八
代
集
ま
で
広
げ
れ
ば
、
「
山
が
ら
す
か
し
ら
も
し
ろ
く
な
り
に
け
り
わ
が
か
へ

4

る
べ
き
と
き
や
き
ぬ
ら
ん
」
（
『
後
拾
遺
集
』
雑
四
・
一
〇
七
六
・
増
基
法
師
）
、
「
た
ぐ
ひ

な
く
よ
に
お
も
し
ろ
き
と
り
な
れ
ば
ゆ
か
し
か
ら
ず
と
た
れ
か
お
も
は
ん
」
（
二
度
本
『
金

葉
集
』
雑
部
上
・
五
六
六
・
少
将
内
侍
）
、
「
つ
ら
し
と
て
さ
て
は
よ
も
わ
れ
山
が
ら
す
か

し
ら
は
し
ろ
く
な
る
世
な
り
と
も
」
（
『
千
載
集
』
雑
歌
下
・
一
一
九
八
・
安
性
法
師
）
な

ど
が
あ
る
。
増
基
と
安
性
の
歌
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
、
人
質
に
し
た
燕
の
太
子
丹
に
烏
の
頭

が
白
く
な
り
馬
に
角
が
生
え
た
ら
国
に
帰
し
て
や
ろ
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
そ
れ
ら

が
起
こ
っ
た
と
い
う
故
事
（
『
史
記
』
刺
客
列
伝
の
論
賛
注
な
ど
）
を
踏
ま
え
る
。
少
将
内

侍
の
歌
は
近
江
国
か
ら
「
白
き
か
ら
す
」
が
献
上
さ
れ
た
際
の
も
の
。
「
尾
も
白
き
」
「
か

ら
す
」
の
語
を
掛
け
る
。

(
)

調
査
し
た
作
品
は
以
下
の
と
お
り
。
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
多
武
峯

5

少
将
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
夜
の
寝

覚
』
『
狭
衣
物
語
』
『
篁
物
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
唐
物
語
』
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
『
土

左
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』
『
枕
草
子
』
。

(
)

注(
)

松
本
寧
至
「
鳶
」
。

6

3

(
)

注(
)

蔦
尾
論
文
。

7

3

(
)

注(
)

蔦
尾
論
文
も
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
が
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
り
、
「
こ

8

3

の
二
羽
は
人
里
で
よ
く
目
に
す
る
、
つ
ま
ら
な
い
鳥
の
代
表
的
な
取
り
合
わ
せ
な
の
だ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
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て
み
て
も
、
大
江
以
言
「
為

宮
道
義
行

申

安
房
能
登
淡
路
等
守

状
」
（
『
本
朝
文

二

一

二

一

粋
』
巻
六
）
に
「
論

其
残
虐

、
乳
虎
猶
仁
心
之
獣
也
、
校

其
狂
欲

、
貪
烏
則
廉
譲

二

一

二

一

之
禽
也
」
と
、
白
詩
と
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
（
あ
る
い
は
直
接
白
詩
に
拠
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
）
、
〈
貪
〉
な
る
カ
ラ
ス
は
平
安
時
代
の
漢
文
の
な
か
に
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
奏
状
は
長
徳
三
年
（
九
九
七
／
長
徳
二
年
と
す
る
本
も
あ
る
）
に
提
出
さ
れ
た
も

の
な
の
で
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
期
か
ら
は
下
っ
て
し
ま
う
が
、
貪
欲
で
乱
暴
な
カ
ラ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
に
も
確
か
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
に
は
、
燕
な
ど
他
の
動
物
を
襲
っ
て
自
ら
の
欲
を

満
た
す
〈
貪
〉
な
る
鳥
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
平
安
時
代

の
漢
詩
文
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
竹
取
物
語
』
作
者
（
や

男
性
読
者
た
ち
）
が
知
り
得
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
大
納

言
求
婚
譚
に
登
場
す
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
も
、
獰
猛
で
貪
欲
な
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が

込
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
大
納
言
こ
そ
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
手
に
入
れ
る
こ
と

―
す
な
わ
ち
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
る
こ
と

―
に
強
い
欲
望
・
執
着
を
持
っ
て
い

た
男
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
求
婚
者
た
ち
も
「
思
ひ
や
む
時
な
く
、
夜
昼

来
け
る
」
ほ
ど
熱
心
に
か
ぐ
や
姫
を
求
め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
執
着
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
の
な
ら
全
員
が
そ
う
だ
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
大
納
言
の
言
動
は
他
の
四
人
に
比

べ
て
も
格
段
に
乱
暴
で
〈
貪
〉
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
大
納
言
は
、

話
の
冒
頭
か
ら
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
入
手
は
難
し
い
と
う
っ
た
え
る
家
臣
た
ち
の

声
に
耳
を
貸
さ
ず
、
「
こ
の
珠
取
り
え
で
は
、
家
に
帰
り
来
な
」
と
言
い
放
っ
て
彼
ら

を
無
理
矢
理
に
旅
立
た
せ
て
い
た
。
家
臣
た
ち
は
命
令
を
無
視
し
て
誰
も
帰
っ
て
こ
な

い
の
だ
が
、
大
納
言
は
あ
き
ら
め
ず
、
つ
い
に
は
本
人
が
海
へ
と
漕
ぎ
出
し
て
ゆ
く
。

そ
れ
も
「
わ
が
弓
の
力
は
、
龍
あ
ら
ば
、
ふ
と
射
殺
し
て
、
く
び
の
珠
は
取
り
て
ん
」

と
、
龍
を
殺
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
乱
暴
な
（
そ
し
て
少
な
か
ら
ず
名
誉
欲
も
滲
む
）

発
想
の
う
え
で
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
目
的
の
た
め
に
家
臣
た
ち
に
無
理
な
命
令
を

し
て
も
何
と
も
思
わ
な
い
性
格
や
、
龍
を
殺
し
て
珠
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
な

ど
は
、
大
伴
氏
が
武
門
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
同

時
に
、
強
圧
的
で
暴
力
的
、
何
よ
り
、
是
が
非
で
も
か
ぐ
や
姫
を
得
ん
と
す
る
強
い
執

着
が
感
じ
ら
れ
る
造
型
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
る
た
め
の

「
う
る
は
し
き
屋
」
の
造
営
、
前
も
っ
て
の
妻
妾
た
ち
と
の
離
縁
と
い
う
愚
か
し
さ
も

加
わ
る
。
大
納
言
は
家
臣
た
ち
に
旅
の
費
用
を
惜
し
ま
ず
に
渡
す
な
ど
決
し
て
吝
嗇
で

は
な
い
の
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
を
求
め
る
そ
の
欲
望
・
執
着
の
あ
り
さ
ま
は
、
こ
れ
ま
で

に
掲
出
し
た
用
例
の
こ
と
ば
を
用
い
る
な
ら
ば
「
貪
癡
」
（
元
稹
「
大
觜
烏
」
）
、
「
貪

庸
」
（
白
居
易
「
和
大
觜
烏
詩
」
）
な
ど
と
評
せ
よ
う(

)

。
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こ
の
よ
う
に
大
納
言
の
造
型
の
な
か
に
〈
貪
〉
な
る
も
の
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
求

婚
譚
の
最
後
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
実
に
似
合
い
の
取
り
合

わ
せ
と
い
え
、
だ
か
ら
こ
そ
き
わ
め
て
戯
画
的
な
設
定
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
貪
欲

に
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
と
か
ぐ
や
姫
を
求
め
た
大
納
言
が
さ
ん
ざ
ん
無
様
な
姿
を
さ
ら

し
た
挙
句
に
、
最
後
に
話
に
出
て
く
る
の
は
よ
り
に
も
よ
っ
て
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
と

い
う
、
こ
れ
ま
た
貪
欲
な
鳥
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
鳥
が
、
大
納
言
の
作
っ
た
屋
敷
に
葺

い
た
糸
を
啄
ん
で
、
巣
作
り
の
た
め
に
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
設
定
は
、〈
貪
〉

な
る
者
が
〈
貪
〉
な
る
鳥
に
邸
を
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
滑
稽
な
事
態
を
描
く
と

と
も
に
、
大
納
言
が
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
生
活
を
夢
見
て
新
造
し
た
「
う
る
は
し
き
屋
」

を
、
貪
欲
で
乱
暴
な
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
「
巣
」
の
よ
う
な
卑
し
い
代
物
と
し
て
位

置
づ
け
る
も
の
だ
ろ
う
（
両
鳥
が
屋
根
に
巣
を
作
っ
て
棲
み
つ
く
の
で
は
な
く
、
糸
を

「
食
ひ
も
て
往
に
け
り
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
浄
観
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
ご

、
、

と
き
様
相
も
呈
す
る
）
。
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
登
場
は
大
納
言
の
欲
望
・
執
着
へ
の

一
種
の
皮
肉
や
揶
揄
と
な
っ
て
、
彼
を
い
っ
そ
う
の
笑
い
も
の
に
す
る
。
こ
の
二
羽
の

鳥
は
実
景
を
反
映
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
〈
貪
〉
な
る
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
存
在
と
し
て
、
こ
う
し
た
効
果
の
た
め
に
作
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
読
者
た
ち
は
、
大
納
言
に
似

合
い
の
鳥
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
か
し
さ
を
読
み
取
っ
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。

か
く
し
て
、
「
糸
を
葺
か
せ
つ
く
り
し
屋
は
、
鳶
・
烏
の
巣
に
、
み
な
食
ひ
も
て
往

に
け
り
」
と
い
う
一
文
は
、
新
造
し
た
屋
敷
が
無
駄
に
な
っ
た
と
い
う
お
も
し
ろ
さ
に
、

大
納
言
の
執
着
・
欲
望
を
嘲
笑
す
る
か
の
よ
う
な
要
素
も
加
わ
っ
て
、
求
婚
譚
の
一
つ

の
オ
チ
と
な
っ
て
い
る
。
文
学
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
ず
、
「
鳶
、
烏
な
ど
の

う
へ
は
見
入
れ
聞
き
入
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
」
（
『
枕
草
子
』
）
と
も
い
わ

れ
て
し
ま
う
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
で
あ
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
大
納
言

求
婚
譚
の
滑
稽
な
結
末
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
鳥
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
役
割
を
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
大
納
言
求
婚
譚
に
描
か
れ
る
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
に
注
目
し
、
そ
の
背
景
や

効
果
な
ど
を
考
察
し
て
き
た
。

久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

長
々
と
論
じ
て
き
た
わ
り
に
、
本
稿
の
注
目
し
た
対
象
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
細
か
な
、
さ
さ
や
か
な
部
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
を
掘

り
進
ん
で
ゆ
く
と
『
竹
取
物
語
』
の
背
後
に
広
が
る
表
現
世
界
に
行
き
つ
く
と
き
が
あ

る
。
今
回
調
査
し
た
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
も
、
そ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
と
思
う
。

『
竹
取
物
語
』
は
周
知
の
よ
う
に
短
い
物
語
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
学
的
価
値
や
文

学
史
に
お
け
る
重
要
性
も
あ
っ
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究
や
注
釈
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
今
回
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
よ
う
に
、
い
ま
だ
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
り
、
注
が
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
部
分
が
あ
る
。
『
竹
取
物
語
』
の

注
釈
を
豊
か
に
、
そ
し
て
新
し
い
も
の
に
し
て
ゆ
く
べ
く
、
探
究
の
歩
み
を
止
め
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
が
積
み
重
な
っ
て
、『
竹
取
物
語
』

の
特
質
の
理
解
は
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の
一
端
を

担
う
も
の
で
あ
る
。

注

(
)

『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
表
記
等
を
私
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に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』
以
外
の
本
文
の
引
用
は
以
下
の
と
お
り
（
基
本
的

に
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
）
。
『
竹
取
翁
物
語
解
』
…
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全

評
釈

古
注
釈
篇
』
（
右
文
書
院
、
一
九
九
〇
）
。
／
『
う
つ
ほ
物
語
』
…
室
城
秀
之
校
注

『
う
つ
ほ
物
語

全

改
訂
版
』
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
）
。
／
『
源
氏
物
語
』
…
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
。
／
『
枕
草
子
』
…
新
全
集
。
／
『
今
昔
物
語
集
』
…
新

大
系
。
／
『
古
今
著
聞
集
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）
。
／
『
徒
然
草
』
…
小
川

剛
生
訳
注
『
新
版

徒
然
草
』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
）
。
／
半
井
本
『
保
元

物
語
』
…
新
大
系
。
／
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
。

／
『
太
平
記
』
…
大
系
。
／
和
歌
…
新
編
国
歌
大
観
。
／
『
経
国
集
』
…
小
島
憲
之
『
國
風

暗
黒
時
代
の
文
学
』
（
塙
書
房
）
。
／
『
菅
家
後
集
』
…
大
系
。
／
『
本
朝
文
粋
』
…
新
大

系
。
／
『
本
朝
無
題
詩
』
…
本
間
洋
一
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
一
』（
新
典
社
、
一
九
九
二
）
。

／
『
日
本
三
代
実
録
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）
。
／
『
詩
経
』
…
『
十
三

経
注
疏

整
理
本
』
（
北
京
大
学
出
版
社
）
所
収
『
毛
詩
正
義
』
。
／
『
周
礼
』
…
『
十
三
経

注
疏

整
理
本
』
所
収
『
周
礼
注
疏
』
。
／
『
荘
子
』
…
池
田
知
久
『
荘
子

全
訳
注
』
（
講
談

社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
）
。
／
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
楽

府
詩
集
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
芸
文
類
聚
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。
／
『
李
太

白
文
集
』
…
静
嘉
堂
文
庫
蔵
・
宋
刊
本
『
李
太
白
文
集
』
影
印
（
平
岡
武
夫
『
唐
代
研
究
の

し
お
り

第
九
』〈
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
〉
）
。
／
『
元
稹
集
』
…
中
華
書
局
の
標
点
本
。

／
『
白
氏
文
集
』
…
「
秦
吉
了
」
は
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』

（
勉
誠
社
、
一
九
八
二
）
に
拠
り
、
他
の
白
詩
は
平
岡
武
夫
・
今
井
清
編
『
白
氏
文
集
歌
詩

索
引
』
（
同
朋
舎
、
一
九
八
九
）
に
拠
っ
た
。
／
仏
典
…
大
正
新
修
大
蔵
経
。

(
)

三
谷
栄
一
『
竹
取
物
語
評
解
〔
改
訂
版
〕
』
（
有
精
堂
、
一
九
五
六
）
、
四
四
ペ
ー
ジ
。
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(
)

古
典
文
学
全
般
に
お
け
る
ト
ビ
、
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
『
国
文
学
臨
時
増
刊

古
典
文
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学
動
物
誌
』
（
一
九
九
四
・
一
〇
）
の
「
鳶
」
（
松
本
寧
至
氏
担
当
）
と
「
烏
」
（
沢
井
耐
三

氏
担
当
）
や
、
小
林
祥
次
郎
『
日
本
古
典
博
物
事
典

動
物
篇
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）

の
「
と
び
」
「
か
ら
す
」
の
各
項
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ビ
に
関
す
る
具

体
的
な
考
察
と
し
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
屎

鵄
」
に
注
目
し
な
が
ら
、
天
狗
が
ト
ビ

く
そ
と
び

の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
る
要
因
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
蔦
尾
和
宏
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
屎

鵄
」
」
（
鈴
木
健
一
編
『
鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史
―
日
本
古
典
の
自
然
観
２

鳥
の
巻
』
〈
三
弥

井
書
店
、
二
〇
一
一
〉
）
が
あ
る
。

(
)

範
囲
を
八
代
集
ま
で
広
げ
れ
ば
、
「
山
が
ら
す
か
し
ら
も
し
ろ
く
な
り
に
け
り
わ
が
か
へ

4

る
べ
き
と
き
や
き
ぬ
ら
ん
」
（
『
後
拾
遺
集
』
雑
四
・
一
〇
七
六
・
増
基
法
師
）
、
「
た
ぐ
ひ

な
く
よ
に
お
も
し
ろ
き
と
り
な
れ
ば
ゆ
か
し
か
ら
ず
と
た
れ
か
お
も
は
ん
」
（
二
度
本
『
金

葉
集
』
雑
部
上
・
五
六
六
・
少
将
内
侍
）
、
「
つ
ら
し
と
て
さ
て
は
よ
も
わ
れ
山
が
ら
す
か

し
ら
は
し
ろ
く
な
る
世
な
り
と
も
」
（
『
千
載
集
』
雑
歌
下
・
一
一
九
八
・
安
性
法
師
）
な

ど
が
あ
る
。
増
基
と
安
性
の
歌
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
、
人
質
に
し
た
燕
の
太
子
丹
に
烏
の
頭

が
白
く
な
り
馬
に
角
が
生
え
た
ら
国
に
帰
し
て
や
ろ
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
そ
れ
ら

が
起
こ
っ
た
と
い
う
故
事
（
『
史
記
』
刺
客
列
伝
の
論
賛
注
な
ど
）
を
踏
ま
え
る
。
少
将
内

侍
の
歌
は
近
江
国
か
ら
「
白
き
か
ら
す
」
が
献
上
さ
れ
た
際
の
も
の
。
「
尾
も
白
き
」
「
か

ら
す
」
の
語
を
掛
け
る
。

(
)

調
査
し
た
作
品
は
以
下
の
と
お
り
。
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
多
武
峯
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少
将
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
夜
の
寝

覚
』
『
狭
衣
物
語
』
『
篁
物
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
唐
物
語
』
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
『
土

左
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』
『
枕
草
子
』
。

(
)

注(
)

松
本
寧
至
「
鳶
」
。

6

3
(
)

注(
)

蔦
尾
論
文
。

7

3
(
)

注(
)

蔦
尾
論
文
も
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
が
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
り
、
「
こ

8

3

の
二
羽
は
人
里
で
よ
く
目
に
す
る
、
つ
ま
ら
な
い
鳥
の
代
表
的
な
取
り
合
わ
せ
な
の
だ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
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10久保 堅一：トビとカラス
(
)

こ
の
段
に
登
場
す
る
ト
ビ
に
関
し
て
、
久
保
田
淳
「
徒
然
草
評
釈
・
二
十
八
」（
『
国
文
学
』

9

二
六
―
一
三
、
一
九
八
一
・
一
〇
）
は
「
本
段
に
も
後
に
出
る
烏
と
と
も
に
、
鳥
類
の
中
で

は
比
較
的
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
」
と
注
を
付
し
、
前
掲
の
『
枕
草
子
』
「
鳥
は
」
の
段

と
、
後
掲
す
る
『
拾
玉
集
』
の
和
歌
を
挙
げ
て
い
る
。

な
お
、
文
学
作
品
で
は
な
い
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
二

十
九
日
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
が
巣
を
争
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

内
蔵
寮
御
服
倉
院
松
樹
有

烏
巣

。
烏
一
双
棲
宿
。
毎
年
生

五
六
子

。
今
春
修

旧

二

一

二

一

二

巣

。
将

棲
乳

。
有

鵄
一
双

。
奪

烏
巣

棲
止
生

雛
。
烏
鵄
相
闘
。
経

旬
不

一

二

一

二

一

二

一

レ

レ

レ

止
。
遂
鵄
戦
勝
矣
。

こ
の
出
来
事
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
ト
ビ
と
カ

ラ
ス
が
宮
中
で
も
と
も
に
目
撃
さ
れ
得
る
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
)

注(
)

小
林
書
「
と
び
」
の
項
。

10

3

(
)

和
歌
文
学
大
系
『
拾
玉
集
（
上
）
』
脚
注
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
）
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

11

(
)

ち
な
み
に
、
『
保
元
物
語
』
諸
本
の
う
ち
、
古
態
を
多
く
と
ど
め
る
と
さ
れ
る
半
井
本
で

12

は
、
当
該
部
分
は
「
四
郎
左
衛
門
殿
、
掃
部
権
助
殿
、
六
郎
御
曹
子
、
七
郎
御
曹
子
、
九
郎

御
曹
子
五
人
、
昨
日
朝
、
コ
ヽ
ナ
ル
所
ニ
テ
切
レ
サ
セ
給
ヌ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
〈
ト

ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
死
体
を
啄
む
姿
を
想
像
さ
せ
る
金
刀
比
羅
本
の
記
述
は
、
凄
惨
さ
を
増
す

べ
く
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

『
竹
取
物
語
』
（
ひ
い
て
は
初
期
物
語
）
の
設
定
や
文
章
の
な
か
に
、
作
者
が
漢
籍
の
世

13

界
か
ら
学
ん
だ
範
型
や
知
識
の
様
式
が
多
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
渡
辺
秀
夫
氏
の

『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）
、
『
和
歌
の
詩
学
―
平
安
朝
文
学
と

漢
文
世
界
―
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
）
、
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島

物
語
文
学
の
誕
生
と
神

仙
ワ
ー
ル
ド
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
八
）
な
ど
の
一
連
の
研
究
に
詳
し
い
。

(
)

小
島
憲
之
『
國
風
暗
黒
時
代
の
文
学

中

Ⅰ
』
（
塙
書
房
、
一
九
八
五
）
、
二
三
三
八
ペ

14

（下）

ー
ジ
。
な
お
、
「
鵰
」
は
一
般
的
に
は
ワ
シ
と
解
さ
れ
る
。

(
)

『
経
国
集
』
に
は
こ
の
仲
雄
王
の
賦
に
つ
づ
い
て
、
彼
と
と
も
に
唱
和
し
た
菅
原
清
人
の

15

賦
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
両
名
が
唱
和
し
た
「
鶺
鴒
賦
」
の
作
者
「
和
少
輔
」
を
誰
と
す
る

か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
松
浦
友
久
「
上
代
日
本
漢
文
学
に
お
け
る
賦
の
系
列
―
『
経
国

集
』
『
本
朝
文
粋
』
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
上
代
漢
詩
文
論
考

松
浦
友
久
著
作
選
Ⅲ
』
〈
研

文
出
版
、
二
〇
〇
四
〉
。
初
出
は
一
九
六
三
）
は
弘
仁
期
前
半
に
刑
部
少
輔
で
あ
っ
た
和
気

真
綱
と
す
る
が
、
井
実
充
史
「
仲
雄
王
・
菅
原
清
人
「
鶺
鴒
賦
」
の
考
察
―
嵯
峨
朝
官
人
の

人
生
観
の
形
成
―
」
（
『
言
文
』
五
〇
、
二
〇
〇
三
・
三
）
は
、
延
暦
期
後
半
に
式
部
少
輔

で
あ
っ
た
真
綱
の
兄
・
広
世
と
推
定
し
、
唱
和
が
な
さ
れ
た
場
も
弘
文
院
と
す
る
。

(
)

主
に
、
『
懐
風
藻
』
『
凌
雲
集
』
『
文
華
秀
麗
集
』
『
経
国
集
』
『
都
氏
文
集
』
『
田
氏
家
集
』

16

『
菅
家
後
集
』
『
扶
桑
集
』
『
本
朝
麗
藻
』
『
江
吏
部
集
』
『
法
性
寺
関
白
御
集
』
『
本
朝
無
題

詩
』
の
本
文
（
『
群
書
類
従
』
を
底
本
と
す
る
）
を
検
索
で
き
る
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍

研
究
所
『
平
安
朝
漢
詩
文
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

『
群
書
類
従
』
「
文
筆
部
」
編
』

（http://db2.littera.w
aseda.jp/w

ever/kanshi/goLogin.do

）

を
利
用
し
た
ほ
か
、
『
新
編
国
歌

大
観
（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
』
と
通
行
の
索
引
を
使
用
し
て
『
菅
家
文
草
』
『
新
撰
万
葉
集
』

『
和
漢
朗
詠
集
』
『
本
朝
文
粋
』
『
新
撰
朗
詠
集
』
を
調
査
し
た
。

な
お
、
ト
ビ
の
み
で
あ
れ
ば
、
仲
雄
王
と
と
も
に
唱
和
し
た
菅
原
清
人
の
賦
（
『
経
国
集
』

巻
一
）
に
「
却

斑
彩
于
翡
翠

／
謝

貪
穢
于
鴟
鳶

」
の
句
が
あ
る
ほ
か
、
菅
原
道
真
「
叙

二

一

二

一

意
一
百
韻
」
（
『
菅
家
後
集
』
）
に
「
痩
同

失

雌
鶴

／
飢
類

嚇

雛
鳶

」
、
藤
原
敦
光
「
賦

二

レ

一

二

レ

一

鼠
」
（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
二
）
に
「
雲
晴
鳶
翥
心
偸
畏
／
燈
暗
猫
来
命
殆
危
」
な
ど
の
例

が
あ
り
、
平
安
時
代
の
漢
詩
文
で
は
複
数
確
認
で
き
る
。

(
)

こ
の
『
爾
雅
』
の
記
述
は
、
同
じ
鳥
部
下
の
「
烏
」
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

17

(
)

た
だ
し
、
『
後
漢
書
』
巻
二
十
四
・
馬
援
列
伝
第
十
四
の
当
該
箇
所
で
は
「
下
潦
上
霧
、

18

毒
気
重
蒸
、
仰
視

飛
鳶
跕
跕
堕

水
中

」
と
、
ト
ビ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

、
、

三

二

一

(
)

当
該
箇
所
は
、
『
荘
子
』
本
文
で
は
「
民
食

芻
豢

、
麋
鹿
食

薦
、
蝍
且
甘

帯
、
鴟
鴉

二

一

レ

レ

19

耆

鼠
（
民
は
芻
豢
〈
＝
牛
・
豚
な
ど
〉
を
食
ら
ひ
、
麋
鹿
は
薦
〈
＝
草
〉
を
食
ら
ひ
、
蝍
且

む
か
で

レ

は
帯
を
甘
し
と
し
、
鴟
鴉
は
鼠
を
耆
む
）
」
と
な
っ
て
い
る
。

へ
び

こ
の

(
)

神
尾
暢
子
「
暦
日
規
定
の
映
像
定
着
―
竹
取
物
語
と
伊
勢
物
語
―
」
（
『
王
朝
国
語
の
表
現

20

映
像
』
〈
新
典
社
、
一
九
八
二
〉
）
は
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
典
拠
と
し
て
白
居
易
の
代
表
作

「
長
恨
歌
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
)

よ
っ
て
、
『
竹
取
物
語
』
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
背
景
に
、
あ
る
一
つ
の
具
体
的
な
作

21

品
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
大
納
言
求
婚
譚
の
「
鳶
・
烏
」
に
注
を
付
す
な

ら
ば
、
本
稿
と
し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
の
用
例
を
挙
げ
た
い
。
先

に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
と
大
納
言
求
婚
譚
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
早
く
小
山
儀
・
入
江
昌
喜
『
竹
取
物
語
抄
』
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

列
御
寇
篇
に
「
夫
千
金
之
珠
、
必
在

九
重
之
淵
、
而
驪
龍
頷
下

」
と
記
さ
れ
る
「
驪
龍
頷

二

一

下
」
の
「
珠
」
が
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
同
じ
く
列
御

寇
篇
に
記
載
さ
れ
る
「
朱
泙
漫
学

屠

龍
於
支
離
益

、
単

千
金
之
家

。
三
年
技
成
、
而

二

レ

一

二

一

无

所

用

其
巧

」
（
朱
泙
漫
と
い
う
人
物
が
龍
を
殺
す
技
を
支
離
益
な
る
人
に
学
び
、
家

レ

レ

二

一

産
を
使
い
果
た
し
て
そ
の
技
を
習
得
し
た
の
だ
が
、
結
局
は
そ
の
技
を
用
い
る
こ
と
は
な
か

久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

っ
た
）
と
い
う
話
も
ま
た
、
大
納
言
の
話
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿

「
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
求
め
る
話
―
『
竹
取
物
語
』
求
婚
難
題
譚
と
戒
律
―
」
〈
『
文
学

・
語
学
』
二
二
一
、
二
〇
一
七
・
一
二
〉
を
参
照
）
。
両
者
の
こ
う
し
た
密
接
な
関
わ
り
か

ら
す
る
と
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
と
大
納
言
の
話
に
と
も
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
す

る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
列
御
寇
篇
の
「
烏
鳶
」
は
最
後

に
記
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
て
お
り
、
大
納
言
求
婚
譚
で
も
や
は
り
「
鳶
・
烏
」
は
最
後

の
オ
チ
に
登
場
す
る
。
位
置
と
し
て
も
両
者
は
近
い
）
。
だ
が
、
「
烏
鳶
」
が
荘
子
の
遺
体

を
啄
む
と
す
る
『
荘
子
』
と
、
「
う
る
は
し
き
屋
」
が
「
鳶
・
烏
」
に
啄
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
す
る
『
竹
取
物
語
』
と
で
は
設
定
や
文
脈
な
ど
に
重
な
り
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、『
荘
子
』

列
御
寇
篇
を
直
接
の
典
拠
と
見
る
だ
け
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
で
は
注
記
に
と
ど
め
た
い
。

(
)

注(
)

小
島
書
、
二
三
六
一
～
二
三
六
二
ペ
ー
ジ
。

22

14

(
)

大
納
言
の
〈
貪
〉
な
る
あ
り
さ
ま
は
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
と
な
っ
た
文
献
か
ら

23

も
指
摘
で
き
る
。
注(

)

の
拙
稿
で
は
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
と
し
て
、
『
荘
子
』

21

列
御
寇
篇
の
「
驪
龍
頷
下
」
の
「
珠
」
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
以
上
に
広
く
依
拠
さ
れ
た
文

献
・
知
識
と
し
て
、
仏
教
の
戒
律
文
献
『
四
分

律
』
の
「
無
主
作
房
戒
」
の
項
を
新
た
に

し

ぶ
ん
り
つ

む

し
ゅ

さ

ぼ
う

指
摘
し
た
。
「
無
主
作
房
戒
」
の
制
戒
の
因
縁
譚
に
は
、
「
大
房
舎
」
を
作
ろ
う
と
し
て
在

家
信
者
に
資
材
な
ど
を
過
度
に
乞
求
し
、
仏
か
ら
「
癡
人
」
と
呵
責
さ
れ
る
比
丘
の
姿
が
描

か
れ
る
（
そ
の
呵
責
の
な
か
で
、
男
〈
梵
志
〉
が
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
求
め
て
龍
か
ら
嫌

わ
れ
る
と
い
う
喩
え
話
が
語
ら
れ
る
）
。
拙
稿
で
は
、
こ
の
多
求
・
多
欲
の
比
丘
と
大
納
言

が
重
な
る
こ
と
を
論
じ
、
「
無
主
作
房
戒
」
が
受
容
さ
れ
た
意
義
を
大
納
言
の
執
着
・
欲
望

の
愚
か
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
認
め
た
。
『
四
分
律
』
「
無
主
作
房
戒
」
の
項

に
は
「
貪
」
と
い
う
語
は
見
出
せ
な
い
が
、
律
宗
の
三
大
部
の
一
つ
道
宣
撰
『
四
分
律
行
事

鈔
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

無
主
僧
不
処
分
過
量
房
戒
第
六
（
無
主
作
房
戒
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
。
具
有

五
過

。

二

一

一
、
須

人
経
営

妨

修
道
業

。
二
、
多
論
云
、
長

己
貪
結

壊

少
欲
知
足

故
。

二

一

二

一

二

一

二

一

三
、
処
処
乞
覓
悩

乱
人
・
非
人
二
趣

不

生

信
敬

、
壊

滅
正
法

令

不

久
住

二

一

レ

二

一

二

一

レ

二

一

故
。
四
、
専
任

自
由

不

乞

処
分

、
容

障

僧
事

多
悩
乱

故
。
五
、
或
自
損

二

一

レ

二

一

下

二

一

上

レ

行
違

其
慈
道

、
壊

梵
行

故
。

（
『
大
正
蔵
』
四
〇
・
六
二
ａ
～
ｂ
）

二

一

二

一

や
は
り
、
過
度
に
物
を
求
め
る
こ
と
は
「
貪
結
」
を
増
す
行
い
な
の
で
あ
り
、
多
求
の
比
丘

と
重
な
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
大
納
言
の
執
着
に
も
ま
た
〈
貪
〉
の
要
素
を
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
大
納
言
や
求
婚
者
た
ち
の
欲
望
や
執
着
が
、

最
終
的
に
は
か
ぐ
や
姫
か
ら
共
感
を
引
き
出
す
ほ
ど
の
、
切
実
な
人
間
感
情
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
課
題
番
号18K

12289

）

に
基
づ
く
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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(
)

こ
の
段
に
登
場
す
る
ト
ビ
に
関
し
て
、
久
保
田
淳
「
徒
然
草
評
釈
・
二
十
八
」（
『
国
文
学
』

9

二
六
―
一
三
、
一
九
八
一
・
一
〇
）
は
「
本
段
に
も
後
に
出
る
烏
と
と
も
に
、
鳥
類
の
中
で

は
比
較
的
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
」
と
注
を
付
し
、
前
掲
の
『
枕
草
子
』
「
鳥
は
」
の
段

と
、
後
掲
す
る
『
拾
玉
集
』
の
和
歌
を
挙
げ
て
い
る
。

な
お
、
文
学
作
品
で
は
な
い
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
二

十
九
日
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
が
巣
を
争
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

内
蔵
寮
御
服
倉
院
松
樹
有

烏
巣

。
烏
一
双
棲
宿
。
毎
年
生

五
六
子

。
今
春
修

旧

二

一

二

一

二

巣

。
将

棲
乳

。
有

鵄
一
双

。
奪

烏
巣

棲
止
生

雛
。
烏
鵄
相
闘
。
経

旬
不

一

二

一

二

一

二

一

レ

レ

レ

止
。
遂
鵄
戦
勝
矣
。

こ
の
出
来
事
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
ト
ビ
と
カ

ラ
ス
が
宮
中
で
も
と
も
に
目
撃
さ
れ
得
る
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
)

注(
)

小
林
書
「
と
び
」
の
項
。

10

3

(
)

和
歌
文
学
大
系
『
拾
玉
集
（
上
）
』
脚
注
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
）
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

11

(
)

ち
な
み
に
、
『
保
元
物
語
』
諸
本
の
う
ち
、
古
態
を
多
く
と
ど
め
る
と
さ
れ
る
半
井
本
で

12

は
、
当
該
部
分
は
「
四
郎
左
衛
門
殿
、
掃
部
権
助
殿
、
六
郎
御
曹
子
、
七
郎
御
曹
子
、
九
郎

御
曹
子
五
人
、
昨
日
朝
、
コ
ヽ
ナ
ル
所
ニ
テ
切
レ
サ
セ
給
ヌ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
〈
ト

ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
死
体
を
啄
む
姿
を
想
像
さ
せ
る
金
刀
比
羅
本
の
記
述
は
、
凄
惨
さ
を
増
す

べ
く
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

『
竹
取
物
語
』
（
ひ
い
て
は
初
期
物
語
）
の
設
定
や
文
章
の
な
か
に
、
作
者
が
漢
籍
の
世

13

界
か
ら
学
ん
だ
範
型
や
知
識
の
様
式
が
多
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
渡
辺
秀
夫
氏
の

『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）
、
『
和
歌
の
詩
学
―
平
安
朝
文
学
と

漢
文
世
界
―
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
）
、
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島

物
語
文
学
の
誕
生
と
神

仙
ワ
ー
ル
ド
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
八
）
な
ど
の
一
連
の
研
究
に
詳
し
い
。

(
)

小
島
憲
之
『
國
風
暗
黒
時
代
の
文
学

中

Ⅰ
』
（
塙
書
房
、
一
九
八
五
）
、
二
三
三
八
ペ

14

（下）

ー
ジ
。
な
お
、
「
鵰
」
は
一
般
的
に
は
ワ
シ
と
解
さ
れ
る
。

(
)

『
経
国
集
』
に
は
こ
の
仲
雄
王
の
賦
に
つ
づ
い
て
、
彼
と
と
も
に
唱
和
し
た
菅
原
清
人
の

15

賦
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
両
名
が
唱
和
し
た
「
鶺
鴒
賦
」
の
作
者
「
和
少
輔
」
を
誰
と
す
る

か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
松
浦
友
久
「
上
代
日
本
漢
文
学
に
お
け
る
賦
の
系
列
―
『
経
国

集
』
『
本
朝
文
粋
』
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
上
代
漢
詩
文
論
考

松
浦
友
久
著
作
選
Ⅲ
』
〈
研

文
出
版
、
二
〇
〇
四
〉
。
初
出
は
一
九
六
三
）
は
弘
仁
期
前
半
に
刑
部
少
輔
で
あ
っ
た
和
気

真
綱
と
す
る
が
、
井
実
充
史
「
仲
雄
王
・
菅
原
清
人
「
鶺
鴒
賦
」
の
考
察
―
嵯
峨
朝
官
人
の

人
生
観
の
形
成
―
」
（
『
言
文
』
五
〇
、
二
〇
〇
三
・
三
）
は
、
延
暦
期
後
半
に
式
部
少
輔

で
あ
っ
た
真
綱
の
兄
・
広
世
と
推
定
し
、
唱
和
が
な
さ
れ
た
場
も
弘
文
院
と
す
る
。

(
)

主
に
、
『
懐
風
藻
』
『
凌
雲
集
』
『
文
華
秀
麗
集
』
『
経
国
集
』
『
都
氏
文
集
』
『
田
氏
家
集
』

16

『
菅
家
後
集
』
『
扶
桑
集
』
『
本
朝
麗
藻
』
『
江
吏
部
集
』
『
法
性
寺
関
白
御
集
』
『
本
朝
無
題

詩
』
の
本
文
（
『
群
書
類
従
』
を
底
本
と
す
る
）
を
検
索
で
き
る
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍

研
究
所
『
平
安
朝
漢
詩
文
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

『
群
書
類
従
』
「
文
筆
部
」
編
』

（http://db2.littera.w
aseda.jp/w

ever/kanshi/goLogin.do

）

を
利
用
し
た
ほ
か
、
『
新
編
国
歌

大
観
（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
』
と
通
行
の
索
引
を
使
用
し
て
『
菅
家
文
草
』
『
新
撰
万
葉
集
』

『
和
漢
朗
詠
集
』
『
本
朝
文
粋
』
『
新
撰
朗
詠
集
』
を
調
査
し
た
。

な
お
、
ト
ビ
の
み
で
あ
れ
ば
、
仲
雄
王
と
と
も
に
唱
和
し
た
菅
原
清
人
の
賦
（
『
経
国
集
』

巻
一
）
に
「
却

斑
彩
于
翡
翠

／
謝

貪
穢
于
鴟
鳶

」
の
句
が
あ
る
ほ
か
、
菅
原
道
真
「
叙

二

一

二

一

意
一
百
韻
」
（
『
菅
家
後
集
』
）
に
「
痩
同

失

雌
鶴

／
飢
類

嚇

雛
鳶

」
、
藤
原
敦
光
「
賦

二

レ

一

二

レ

一

鼠
」
（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
二
）
に
「
雲
晴
鳶
翥
心
偸
畏
／
燈
暗
猫
来
命
殆
危
」
な
ど
の
例

が
あ
り
、
平
安
時
代
の
漢
詩
文
で
は
複
数
確
認
で
き
る
。

(
)

こ
の
『
爾
雅
』
の
記
述
は
、
同
じ
鳥
部
下
の
「
烏
」
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

17

(
)

た
だ
し
、
『
後
漢
書
』
巻
二
十
四
・
馬
援
列
伝
第
十
四
の
当
該
箇
所
で
は
「
下
潦
上
霧
、

18

毒
気
重
蒸
、
仰
視

飛
鳶
跕
跕
堕

水
中

」
と
、
ト
ビ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

、
、

三

二

一

(
)

当
該
箇
所
は
、
『
荘
子
』
本
文
で
は
「
民
食

芻
豢

、
麋
鹿
食

薦
、
蝍
且
甘

帯
、
鴟
鴉

二

一

レ

レ

19

耆

鼠
（
民
は
芻
豢
〈
＝
牛
・
豚
な
ど
〉
を
食
ら
ひ
、
麋
鹿
は
薦
〈
＝
草
〉
を
食
ら
ひ
、
蝍
且

む
か
で

レ

は
帯
を
甘
し
と
し
、
鴟
鴉
は
鼠
を
耆
む
）
」
と
な
っ
て
い
る
。

へ
び

こ
の

(
)

神
尾
暢
子
「
暦
日
規
定
の
映
像
定
着
―
竹
取
物
語
と
伊
勢
物
語
―
」
（
『
王
朝
国
語
の
表
現

20

映
像
』
〈
新
典
社
、
一
九
八
二
〉
）
は
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
典
拠
と
し
て
白
居
易
の
代
表
作

「
長
恨
歌
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
)

よ
っ
て
、
『
竹
取
物
語
』
の
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
の
背
景
に
、
あ
る
一
つ
の
具
体
的
な
作

21

品
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
大
納
言
求
婚
譚
の
「
鳶
・
烏
」
に
注
を
付
す
な

ら
ば
、
本
稿
と
し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
の
用
例
を
挙
げ
た
い
。
先

に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
と
大
納
言
求
婚
譚
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
早
く
小
山
儀
・
入
江
昌
喜
『
竹
取
物
語
抄
』
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

列
御
寇
篇
に
「
夫
千
金
之
珠
、
必
在

九
重
之
淵
、
而
驪
龍
頷
下

」
と
記
さ
れ
る
「
驪
龍
頷

二

一

下
」
の
「
珠
」
が
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
同
じ
く
列
御

寇
篇
に
記
載
さ
れ
る
「
朱
泙
漫
学

屠

龍
於
支
離
益

、
単

千
金
之
家

。
三
年
技
成
、
而

二

レ

一

二

一

无

所

用

其
巧

」
（
朱
泙
漫
と
い
う
人
物
が
龍
を
殺
す
技
を
支
離
益
な
る
人
に
学
び
、
家

レ

レ

二

一

産
を
使
い
果
た
し
て
そ
の
技
を
習
得
し
た
の
だ
が
、
結
局
は
そ
の
技
を
用
い
る
こ
と
は
な
か

久保堅一：トビとカラス―『竹取物語』大納言求婚譚の一背景―

っ
た
）
と
い
う
話
も
ま
た
、
大
納
言
の
話
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿

「
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
求
め
る
話
―
『
竹
取
物
語
』
求
婚
難
題
譚
と
戒
律
―
」
〈
『
文
学

・
語
学
』
二
二
一
、
二
〇
一
七
・
一
二
〉
を
参
照
）
。
両
者
の
こ
う
し
た
密
接
な
関
わ
り
か

ら
す
る
と
、
『
荘
子
』
列
御
寇
篇
と
大
納
言
の
話
に
と
も
に
〈
ト
ビ
と
カ
ラ
ス
〉
が
登
場
す

る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
列
御
寇
篇
の
「
烏
鳶
」
は
最
後

に
記
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
て
お
り
、
大
納
言
求
婚
譚
で
も
や
は
り
「
鳶
・
烏
」
は
最
後

の
オ
チ
に
登
場
す
る
。
位
置
と
し
て
も
両
者
は
近
い
）
。
だ
が
、
「
烏
鳶
」
が
荘
子
の
遺
体

を
啄
む
と
す
る
『
荘
子
』
と
、
「
う
る
は
し
き
屋
」
が
「
鳶
・
烏
」
に
啄
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
す
る
『
竹
取
物
語
』
と
で
は
設
定
や
文
脈
な
ど
に
重
な
り
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、『
荘
子
』

列
御
寇
篇
を
直
接
の
典
拠
と
見
る
だ
け
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
で
は
注
記
に
と
ど
め
た
い
。

(
)

注(
)

小
島
書
、
二
三
六
一
～
二
三
六
二
ペ
ー
ジ
。

22

14

(
)

大
納
言
の
〈
貪
〉
な
る
あ
り
さ
ま
は
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
と
な
っ
た
文
献
か
ら

23

も
指
摘
で
き
る
。
注(

)

の
拙
稿
で
は
、
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
の
典
拠
と
し
て
、
『
荘
子
』

21

列
御
寇
篇
の
「
驪
龍
頷
下
」
の
「
珠
」
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
以
上
に
広
く
依
拠
さ
れ
た
文

献
・
知
識
と
し
て
、
仏
教
の
戒
律
文
献
『
四
分

律
』
の
「
無
主
作
房
戒
」
の
項
を
新
た
に

し

ぶ
ん
り
つ

む

し
ゅ

さ

ぼ
う

指
摘
し
た
。
「
無
主
作
房
戒
」
の
制
戒
の
因
縁
譚
に
は
、
「
大
房
舎
」
を
作
ろ
う
と
し
て
在

家
信
者
に
資
材
な
ど
を
過
度
に
乞
求
し
、
仏
か
ら
「
癡
人
」
と
呵
責
さ
れ
る
比
丘
の
姿
が
描

か
れ
る
（
そ
の
呵
責
の
な
か
で
、
男
〈
梵
志
〉
が
〝
龍
の
く
び
の
珠
〟
を
求
め
て
龍
か
ら
嫌

わ
れ
る
と
い
う
喩
え
話
が
語
ら
れ
る
）
。
拙
稿
で
は
、
こ
の
多
求
・
多
欲
の
比
丘
と
大
納
言

が
重
な
る
こ
と
を
論
じ
、
「
無
主
作
房
戒
」
が
受
容
さ
れ
た
意
義
を
大
納
言
の
執
着
・
欲
望

の
愚
か
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
認
め
た
。
『
四
分
律
』
「
無
主
作
房
戒
」
の
項

に
は
「
貪
」
と
い
う
語
は
見
出
せ
な
い
が
、
律
宗
の
三
大
部
の
一
つ
道
宣
撰
『
四
分
律
行
事

鈔
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

無
主
僧
不
処
分
過
量
房
戒
第
六
（
無
主
作
房
戒
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
。
具
有

五
過

。

二

一

一
、
須

人
経
営

妨

修
道
業

。
二
、
多
論
云
、
長

己
貪
結

壊

少
欲
知
足

故
。

二

一

二

一

二

一

二

一

三
、
処
処
乞
覓
悩

乱
人
・
非
人
二
趣

不

生

信
敬

、
壊

滅
正
法

令

不

久
住

二

一

レ

二

一

二

一

レ

二

一

故
。
四
、
専
任

自
由

不

乞

処
分

、
容

障

僧
事

多
悩
乱

故
。
五
、
或
自
損

二

一

レ

二

一

下

二

一

上

レ

行
違

其
慈
道

、
壊

梵
行

故
。

（
『
大
正
蔵
』
四
〇
・
六
二
ａ
～
ｂ
）

二

一

二

一

や
は
り
、
過
度
に
物
を
求
め
る
こ
と
は
「
貪
結
」
を
増
す
行
い
な
の
で
あ
り
、
多
求
の
比
丘

と
重
な
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
大
納
言
の
執
着
に
も
ま
た
〈
貪
〉
の
要
素
を
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
大
納
言
や
求
婚
者
た
ち
の
欲
望
や
執
着
が
、

最
終
的
に
は
か
ぐ
や
姫
か
ら
共
感
を
引
き
出
す
ほ
ど
の
、
切
実
な
人
間
感
情
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
課
題
番
号18K

12289

）

に
基
づ
く
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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