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平
安
文
学
語
彙
の
研
究 

『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟 

 

要
旨 『

竹
取
物
語
』
は
我
国
で
現
存
す
る

古
の
物
語
文
学
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
中

に
、
後
世
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
隆
盛
を
極
め
る
「
う
る
は
し
」
と
い
う
讃
美
の

言
葉
が
七
例
見
当
た
る
。
そ
の
「
う
る
は
し
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
・
対
象
・
讃
美

の
内
容
・
用
法
等
の
諸
相
に
つ
い
て
、
用
例
文
を
す
べ
て
抄
出
し
、
詳
細
に
研
究
し

た
。
そ
し
て
、「
う
る
は
し
」
と
い
う
語
の
特
性
を
把
握
し
、
後
世
の
『
源
氏
物
語
』

や
『
枕
草
子
』
中
に
頻
出
す
る
「
う
る
は
し
」
は
、
ど
の
よ
う
に
発
達
、
転
移
、
変

化
し
て
い
く
か
を
知
り
た
く
、
研
究
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、「
う

る
は
し
」
と
近
似
し
た
美
的
語
詞
と
の
比
較
、
共
存
な
ど
に
つ
い
て
も
論
じ
て
あ
る
。 

 

『
竹
取
物
語
』
に
表
れ
る
こ
の
七
例
の
「
う
る
は
し
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、
神
仙
思

想
の
場
面
に
用
い
ら
れ
、
中
国
的
語
感
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
、『
竹
取
物
語
』
の

源
泉
は
、
チ
ベ
ッ
ト
地
方
一
帯
に
伝
わ
る
『
斑
竹
姑
娘
』
で
あ
る
と
か
っ
て
い
わ
れ

て
き
た
。
こ
の
「
う
る
は
し
」
と
い
う
美
感
も
、
こ
の
『
斑
竹
姑
娘
』
と
い
う
作
品

か
ら
流
出
し
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
こ
と
し
き
り
で
、
紙
幅
の
許
す
限
り

紐
解
い
て
み
た
。
そ
う
す
る
と
、
『
竹
取
物
語
』
中
に
み
ら
れ
る
「
う
る
は
し
」
を

現
代
語
に
置
き
替
え
る
と
、「
美
麗
」
と
か
「
立
派
」
と
か
「
美
し
い
」
に
な
る
が
、

そ
の
「
美
麗
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
て
い
る
の
に
は
一
興
で
あ
る
。 
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『
竹
取
物
語
』
は
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖お

や

」
と
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
に
記

さ
れ
て
い
る
如
く
、
現
存
す
る
物
語
文
学
の
始
祖
で
あ
る
。
個
性
的
で
独
自
性
を
発

揮
し
た
伝
奇
的
物
語
に
お
い
て
、「
う
る
は
し
」
は
ど
の
よ
う
な
姿
・
形
で
表
れ
る
か
。

そ
の
意
味
・
対
象
・
讃
美
の
内
容
・
用
法
等
の
諸
相
に
つ
い
て
追
究
し
て
い
く
。 

「
う
る
は
し
」
の
語
は
『
竹
取
物
語
』
で
は
七
例
見
当
た
る
が
、
そ
れ
等
は
主
人
公

で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
容
姿
や
容
貌
の
美
的
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
全
く
な

い
。 で

は
、
ど
う
い
う
場
合
に
表
れ
る
か
逐
次
用
例
を
揚
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。 

 か
ぐ
や
姫
は
五
人
の
求
婚
者
で
あ
る
貴
公
子
達
に
そ
れ
ぞ
れ
難
題
を
要
求
す
る
が
、

そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は 

 

「

東
ひ
ん
が
し

の
海
に
蓬
来

ほ
う
ら
い

と
い
ふ
山
あ
る
な
り
。
そ
れ
に

銀
し
ろ
が
ね

を
根
と
し
、
金

こ
が
ね

を

茎く
き

と
し
、
白
き
玉
を
実み

と
し
て
立
て
る
木
あ
り
。
そ
れ
一
枝
折を

り
て
賜た

ま

は
ら
む
」

と
言

ふ
（
１
）

。 

 

こ
こ
に
い
う
「
蓬
来
の
山
」
と
は
、
『
列
子
』
「
湯
問
第
五
第
一
章
」
に
よ
る
と
、 
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革
日
、
渤
海
之
東
、
不
レ

知
二

幾
億
萬
里
一

、
有
二

大
壑
一

焉
。
實
惟
無
レ

底
之
谷
。

其
下
無
レ

底
。
名
日
二

歸
墟
一

。
八
紘
九
野
之
水
、
天
漢
之
流
、
莫
レ

不
レ

注
レ

之
、

而
無
レ

增
無
レ

減
焉
。
其
中
有
二

五
山
一

焉
。
一
曰
、
岱
輿
。
二
曰
、
員
嶠

 

。
三
曰
、

方
壺
、
四
曰
、
瀛
洲
。
五
曰
、
蓬
萊

 

。
其
山
、
高
下
周
旋
三
萬
里
。
其
頂
、
平

處
九
千
里
。
山
之
中
閒
、
相
去
七
萬
里
、
以
爲
二

鄰
居
一

焉
。
其
上
臺
觀
皆
金
玉
、

其
上
禽
獸
皆
純
縞
。
珠
玕

 

之
樹
皆
叢
生
、
華
實
皆
有
二

滋
味
一

、
食
レ

之
、
皆
不
レ

老
不
レ

死
。
所
レ

居
之
人
、
皆
仙
聖
之
種
、
一
日
一
夕
、
飛
相
往
來
者
、
不
レ

可
レ

數

焉
（
２
）

。 

 

と
あ
り
、
中
国
の
想
像
上
の
神
山
で
あ
る
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
玉
の
枝
を
取
り 

に
行
っ
た
よ
う
に
み
せ
か
け
、
ひ
そ
か
に
京
の
作
物
所
で
、
第
一
の
鍛
冶
工
匠

た
く
み

に
か 

ぐ
や
姫
が
要
求
し
た
玉
の
枝
を
一
か
所
も
違
わ
ず
作
ら
せ
持
っ
て
い
っ
た
。
翁
は
そ 

の
玉
の
枝
を
見
て
、 

 

① 

翁
、
皇
子
に
申
す
や
う
、
「
い
か
な
る
所
に
か
こ
の
木
は
さ
ぶ
ら
ひ
け
む
。

あ
や
し
く
う
る
は
し
く
め
で
た
き
物
に
も
」
と
申
す
。 

  

こ
の
「
う
る
は
し
」
は
、
本
物
そ
っ
く
り
で
あ
る
偽
り
の
玉
の
枝
に
対
す
る
翁
の

讃
辞
で
あ
る
。
そ
の
玉
の
枝
は
、
根
が

銀
し
ろ
が
ね

、
茎
は

金
こ
が
ね

、
実
は
白
い
玉
で
、
金

こ
が
ね

銀
し
ろ
が
ね

玉
ぎ
ょ
く

で
照
り
輝
き
光
彩
を
放
つ
、
際
立
っ
た
立
派
な
物
に
「
う
る
は
し
」
は
用
い
ら

れ
て
い
る
。 

｢

う
る
は
し｣

が
光
る
状
態
の
物
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
拙

稿
（
３
）

で
記
し
た

が
、 

 

 
 

故
、
教
の
随
に
少
し
行
で
ま
す
に
、
備
に
其
の
言
の
如
く
な
り
し
か
ば
、
即
ち

其
の
香
木
に
登
り
て
坐
し
き
。
爾
に
海
の
神
の
女
豊
玉
毘
売
の
従
婢
、
玉
器
を

持
ち
て
水
を
酌
ま
む
と
す
る
時
、
井
に
光か

げ

有
り
。
仰
ぎ
見
れ
ば
、
麗

う
る
は

し
き
壮
夫

を
と
こ

有
り
。
甚
異
奇
し
と
似
為
ひ
き
。
爾
に
火
遠
理
命
、
其
の
婢
を
見
て
、「
水
を
得

ま
く
欲
し
」
と
乞
ひ
た
ま
ひ

き
（
４
）

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

『
古
事
記
』) 

 

か
ら
端
を
発
し
、
平
安
文
学
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、「
う
る
は
し
」
は
、「
あ
や
し
」
を
上
接
し
、「
め
で
た
し
」
を
下
接
し
、「
あ

や
し
く
う
る
は
し
く
め
で
た
き 

(

物) 

」
と
形
容
語
を
三
語
重
ね
共
用
し
て
い
る
が
、

「
う
る
は
し
」
は
、
「
あ
や
し
」
を
伴
う
こ
と
は
、
こ
こ
以
外
に 

  
 

常
陸
の
宮
の
御
方
、
あ
や
し
う 

も
の
う
る
は
し
う
、
さ
る
べ
き
こ
と
の
を
り
過

ぐ
さ
ぬ
古
代
の
御
心
に

て
（
５
）

、 
 
 
 
 
 
 
 

(

『
源
氏
物
語
』
「
行
幸
」) 

 

 

と
あ
り
、「
も
の
う
る
は
し
」
は
「
妙
に
き
ち
ん
と
し
た
」
、
端
正
さ
を
い
う
。
換
言

す
れ
ば
、｢

う
る
は
し｣

の
程
度
が
一
段
高
く
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
珍
し
い
も
の
の
場
合

に
用
い
る
。
ま
た
本
用
例
の
場
合
、｢

う
る
は
し｣

は｢

め
で
た
し｣

を
連
ね｢

う
る
は
し

く
め
で
た
き(

物)｣

と
し
、｢

め
で
た
し｣

を
強
調
し
て
い
る
。

金
こ
が
ね

銀
し
ろ
が
ね

玉
ぎ
ょ
く

と
照
り

輝
い
て
い
る
蓬
来
の
玉
の
枝
は｢

不
思
議
な
ほ
ど
立
派
で
素
晴
ら
し
い(

物)｣

と
い
う

意
味
で
、
視
覚
で
捉
え
た
讃
美
で
あ
る
。 
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こ
の
よ
う
な
玉
の
枝
が
あ
る
蓬
来
山
は 

 
② 
海
の
上
に
た
だ
よ
へ
る
山
、
い
と
大
き
に
て
あ
り
。
そ
の
山
の
さ
ま
、
高
く

う
る
は
し
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

と
あ
り
、
海
の
上
に
た
だ
よ
っ
て
大
層
大
き
く
高
い
、
そ
の
姿
を｢

う
る
は
し｣

と
讃 

美
し
て
い
る
が
、｢

う
る
は
し｣
の
語
義
を
考
え
る
前
に
、
こ
の
山
の
様
子
を
も
う
少 

し
詳
し
く
み
て
み
た
い
。 

  
 

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。
そ
の
山
の
そ
ば
ひ
ら
を
め

ぐ
れ
ば
、
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
。
金

こ
が
ね

、

銀
し
ろ
が
ね

、
瑠
璃
色

る

り

い

ろ

の
水
、

山
よ
り
流
れ
い
で
た
り
。
そ
れ
に
は
、
色
々

い
ろ
い
ろ

の
玉
の
橋
わ
た
せ
り
。
そ
の
あ
た

り
に
照て

り

輝
か
が
や

く
木
ど
も
立
て
り
。
…
…
…
… 

 
 
 

山
は
か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
し
。
世
に
た
と
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、

こ
の
枝
を
折
り
て
し
か
ば
、
さ
ら
に
心
も
と
な
く
て
、 

 

と
、
山
は
登
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
険
し
い
崖
で
、
そ
こ
に
は
こ
の
世
の
物
と
も
思

え
な
い
花
の
木
が
照
り
輝
い
て
立
っ
て
お
り
、

金
こ
が
ね

、

銀
し
ろ
が
ね

、
瑠
璃

る

り

色い
ろ

の
水
が
山
か

ら
流
れ
出
て
い
る
。
そ
の
川
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
色
の
玉
の
橋
が
渡
し
て
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
山
の
様
は｢

か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
し｣

と
あ
る
が
、
こ
の｢

お
も
し
ろ

し｣

は
楽
し
い
、
美
し
い
、
興
味
を
惹
く
山
で
あ
る
と
い
う
意
を
含
ん
で
お
り
、
語
義

は｢

素
晴
ら
し
い｣

と
訳
す
の
が
文
脈
上
適
切
で
あ
る
と
思
え
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
山
の
姿
は
大
き
く
、
高
く
、
険
し
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。 

そ
の
山
は

金
こ
が
ね

、

銀
し
ろ
が
ね

、
瑠
璃

る

り

色い
ろ

の
光
彩
を
放
ち
、
人
目
を
惹
き
つ
け
る
程
美
し
く

立
派
な
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
山
は
、｢

世
に
た
と
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
り
し

か
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
の
俗
界
で
は
な
く
、
神
仙
界
を
想
像
し
た
も
の
で

あ
る
。 

 

こ
う
い
っ
た
山
の
様
子
を｢

う
る
は
し｣

と
讃
美
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
き
く
、

高
く
、
光
り
を
伴
っ
た
美
し
く
立
派
な
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
語
義
は
人

目
を
惹
き
立
派
さ
を
含
ん
だ
美
、「
美
麗
」
と
語
釈
す
る
。 

 

次
に
か
ぐ
や
姫
が
、
阿
倍
の
右
大
臣
に
結
婚
の
条
件
と
し
て
要
求
し
た
難
題
は
、 

  
 

「
唐
土
に
あ
る
火
鼠
の
皮
衣
を
賜
へ
」 

 

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
火
鼠
の
皮
衣
は
そ
う
簡
単
に
入
手
出
来
る
品
物
で
は
な
い
。

因
に
火
鼠
と
は
、 

  

ひ
ね
ず
み
〔
火
鼠
〕
名 

中
国
の
想
像
上
の
動
物
。『
和
名
抄
』
の
引
く
『
神
異
記
』

を
説
明
し
て
「
箋
注
」
に
は
、
…
…
原
書
に
南
荒
外
に
火
山
有
り
、
其
の
中
に

不
尽
の
木
生
ず
、
昼
夜
火
燃
え
、
暴
風
を
得
て
も
猛
か
ら
ず
、
猛
雨
に
も
滅
せ

ず
、
不
尽
の
木
の
火
の
中
に
鼠
有
り
、
重
さ
千
斤
、
毛
の
長
さ
二
尺
余
、
細
き

こ
と
糸
の
如
し
と
云
々
、
其
の
毛
を
取
り
て
績
紡
し
、
織
り
て
以
て
布
と
為
し

て
之
を
用
ふ
、
若
し
垢
涴

 

有
ら
ば
、
火
を
以
て
之
を
焼
け
ば
則
ち
浄
ま
る
と
作

る
」
と
あ
る
。
こ
の
皮
衣
を
、
火
浣
布(

く
わ
く

わ
ん
ふ)

と
い

う
（
６
）

。 
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と
あ
り
、
想
像
上
の
動
物
の
皮
衣
を
、
阿
倍
の
右
大
臣
は
、
唐
土
の
王
け
い
と
い
う 

商
人
に
大
金
を
渡
し
て
買
い
求
め
る
こ
と
が
出
来
た
。 

 

③ 

こ
の
皮か

は

衣ぎ
ぬ

入
れ
た
る
箱
を
見
れ
ば
、
く
さ
ぐ
さ
の
う
る
は
し
き
瑠
璃

る

り

を
色
へ

て
作
れ
り
。
皮
衣
を
見
れ
ば
、
金
青
の
色
な
り
。
毛
の
末
に
は
、
金
の
光
し

輝
き
た
り
。
宝
と
見
え
、
う
る
は
し
き
こ
と
、
な
ら
ぶ
べ
き
物
な
し
。
火
に

焼
け
ぬ
こ
と
よ
り
も
、
け
う
ら
な
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。 

 

 

ま
ず
、
皮
衣
の
入
れ
て
あ
る
箱
を
見
る
と
、
そ
の
箱
は
、
種
々
の
瑠
璃

る

り

を
、「
色
へ

て
」
作
っ
て
あ
る
と
、「
色
へ
り
」
と
あ
る
限
り
、
幾
種
か
の
色
を
ま
ぜ
合
せ
て
彩
色

し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
箱
に
色
と
り
ど
り
の
瑠
璃

る

り

が
ち
り
ば
め
て

あ
る
そ
の
美
し
さ
を
、「
う
る
は
し
」
で
表
現
し
て
い
る
。 

 

瑠
璃

る

り

は
普
通
青
色
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、 

  
 
 

る
り 

瑠
璃

る

り 

流
離
・
琉
離
な
ど
と
も
記
す
。
古
代
イ
ン
ド
・
中
国
の
仏
像

で
い
う
七
宝
（
し
っ
ぽ
う
）
の
一
つ
で
硝
子
（
ガ
ラ
ス
）
を
さ
す
。
…
…
古
墳

時
代
に
入
っ
て
色
調
も
多
様
化
し
青
色
系
の
ほ
か
に
黄
色
・
橙
色
系
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ガ
ラ
ス
製
丸
玉
は
古
墳
時
代
中
ご
ろ
以
降
普
及
し
、
複
数

色
の
ガ
ラ
ス
を
用
い
斑
点
状
の
模
様
を
つ
け
る
ト
ン
ボ
玉
。
縞
状
に
練
り
合
せ

た
雁
木
玉
も
現
れ
た
。
こ
れ
ら
は
朝
鮮
系
工
人
の
技
術
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
…
…
日
本
古
代
で
は
水
晶
を
「
水
精
」
と
記
し
こ
れ
を

用
い
ず
、
や
が
て
瑠
璃

る

り

と
同
義
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（
７
）

。 

と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
は
今
い
う
水
晶
も
含
め
て
美
し
い
ガ
ラ
ス
の
類
を
す
べ
て
瑠

璃
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
色
相
も
青
色
系
の
ほ
か
、
黄
色
・
橙
色
系
と
多
彩
な
も

の
が
普
及
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
種
々
の
瑠
璃

る

り

を
色
へ
て

作
れ
り
」
は
、
多
種
多
様
の
ガ
ラ
ス
類
の
中
か
ら
、
特
に
上
質
で
人
目
を
惹
く
よ
う

な
色
彩
美
豊
か
な
瑠
璃

る

り

を
ち
り
ば
め
作
っ
た
箱
の
瑠
璃

る

り

を
、「
う
る
は
し
」
と
讃
美
し

て
い
る
。
語
義
は
文
脈
か
ら
考
察
す
れ
ば
、「
立
派
な
」
と
か
「
美
麗
な
」
と
語
釈
す

る
の
が
適
切
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
場
合
人
目
を
惹
き
彩
色
美
が
、
光
彩
を
放
っ
て
い

る
状
態
を
視
覚
的
に
強
く
捉
え
て
い
る
関
係
上
、
む
し
ろ
、「
美
麗
な
」
と
語
釈
す
る

の
が

も
適
切
で
あ
る
と
思
え
る
。 

 

次
は
、
こ
の
場
面
に
連
繋
す
る
場
面
で
、
箱
の
中
の
皮
衣
の
説
明
に
移
る
。
便
宜

上
再
び
本
文
を
記
す
と
、 

 

④ 

皮
衣
を
見
れ
ば
、
金
青
の
色
な
り
。
毛
の
末
に
は
、
金
の
光
し
輝
き
た
り
。

宝
と
見
え
、
う
る
は
し
き
こ
と
、
な
ら
ぶ
べ
き
物
な
し
。
火
に
焼
け
ぬ
こ
と

よ
り
も
、
け
う
ら
な
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。 

 

 

箱
の
説
明
の
次
は
、中
味
の
皮
衣
の
こ
と
で
あ
る
。
皮
衣
の
色
は｢

金
青
の
色
な
り｣

と
あ
る
。「
コ
ン
ジ
ャ
ウ
」
は
諸
本
多
く
「
紺
青
」
と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る

が
「
金
青
」
の
漢
字
を
当
て
る
の
が
正
し
い
よ
う
だ
。「
金
青
」
と
は
「
あ
ざ
や
か
な

濃
い
青
色
」
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
火
鼠
の
皮
衣
の
色
は
「
あ
ざ
や
か
な
濃
い
青
色
」

を
し
て
艶
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
毛
の
末
に
は
、
金
の
光
し
輝
き
た
り
」
と
あ
る
が
、

「
カ
ガ
ヤ
キ
タ
リ
」
の
個
所
は
、
底
本
に
よ
る
と
「
サ
ゝ
ヤ
キ
タ
リ
」
と
な
っ
て
い
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る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
カ
ガ
ヤ
キ
タ
リ
」
の
誤
写
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く

そ
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も
「
カ
ガ
ヤ
キ
タ
リ
」
と
し
て
論
を
進
め
て

い
く
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
火
鼠
の
皮
衣
の
毛
の
末
に
は
、
金
色
の
光
が
し
て

き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
に
く
ら
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
の
宝

物
で
あ
る
。 

 

阿
倍
の
右
大
臣
が
持
参
し
た
火
鼠
の
皮
衣
は
、
人
目
を
惹
く
あ
ざ
や
か
な
青
色
を

し
、
毛
の
末
の
と
こ
ろ
が
、
金
色
の
光
が
し
て
輝
い
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た

高
級

品
で
、
華
麗
に
目
に
映
え
る
視
覚
美
に
対
し
て
「
う
る
は
し
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
火
鼠
の
皮
衣
は
「
火
に
焼
け
ぬ
こ
と
よ
り
も
、
け
う
ら
な
る
こ
と
か

ぎ
り
な
し
」
と
続
き
、「
け
う
ら
な
る
」
と
い
う
讃
美
の
言
葉
に
換
言
し
て
い
る
の
は

注
意
を
惹
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

因
に
、
『
竹
取
物
語
』
の
「
け
う
ら
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
解
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 

け
う
ら 

土
井
忠
生
博
士
は
、
竹
取
物
語
の
ケ
ウ
ラ
に
つ
い
て
、
侵
し
が
た

い
気
品
を
備
え
た
美
し
さ
の
趣
を
表
し
、「
崇
麗
」
と
い
う
の
に
当
た
る
と
説
か

れ
る
（
国
語
国
文
の
研
究
一
～
三
号
）
…
…
清
ら
よ
り
高
貴
さ
が
低
い
と
思
わ

れ

る
（
８
）

。 

 

と
あ
る
。 

 

こ
こ
に
お
い
て
は
、
「
き
よ
ら
」
で
は
な
く
「
け
う
ら
」
の
方
を
用
い
て
い
る
が
、

「
き
よ
ら
」
よ
り
高
貴
さ
が
低
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。「
う
る
は
し
」
の
美
の
要
素
か

ら
勘
案
し
て
、「
け
う
ら
」
は
「
う
る
は
し
」
を
言
い
換
え
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は

美
の
内
容
か
ら
し
て
、「
け
う
ら
」
は
「
う
る
は
し
」
と
同
格
で
第
一
級
の
誉
め
言
葉

に
な
る
。「
う
る
は
し
」
と
「
け
う
ら
」
は
、
同
じ
よ
う
な
美
の
特
性
を
包
含
し
、
よ

く
共
存
す
る
言
葉
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
本
用
例
文
中
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
は
、
人
目
を
惹
く
あ
ざ
や
か
な
青

色
の
も
の
、
金
色
の
光
が
し
て
き
ら
き
ら
輝
く
も
の
で
第
一
級
品
に
対
し
て
、
視
覚

的
に
捉
え
た
華
麗
な
美
を
い
う
。
そ
し
て
、
文
脈
か
ら
語
義
を
考
え
れ
ば
、「
立
派
な
」

が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

「
う
る
は
し
」
は
中
国
的
な
語
感
が
あ
る
讃
美
の
言
葉
で
あ
り
、「
け
う
ら
」
も
日

本
文
化
開
花
と
共
に
、
優
美
な
情
趣
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
美
と
は
、
性
格
を
異
に

す
る
美
で
、
や
は
り
異
国
の
美
感
が
す
る
。 

 

右
の
火
鼠
の
皮
衣
の
話
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
「
絵
合
」
の
巻
に
、 

  
 

阿
倍

あ

べ

の
お
ほ
じ
が
千
々

ち

ぢ

の

金
こ
が
ね

を
棄
て
て
火
鼠

ひ
ね
ず
み

の
思
ひ
片
時
に
消
え
た
る
も
い

と
あ
へ
な
し
。
車
持

く
ら
も
ち

の
親
王

み

こ

…
… 

 

と
あ
り
、 

 

先
の
「
皮
衣
を
入
れ
た
箱
は
、
種
々
の
美
麗
な
瑠
璃

る

り

を
、
色
彩
美
豊
か
に
ち
り
ば

め
て
作
っ
て
あ
り
、
皮
衣
は
金
青
の
色
で
、
毛
の
末
は
金
色
に
光
り
輝
い
て
い
た
」

と
い
う
立
派
な
も
の
を
、
か
ぐ
や
姫
が
見
て
い
う
に
は
、 

  

⑤ 

「
う
る
は
し
き
皮
な
め
り
。
わ
き
て
ま
こ
と
の
皮
な
ら
む
と
も
知
ら
ず
」 

 



― 227（6）― 

と
、
疑
念
を
抱
き
、
こ
の
皮
衣
を
、
火
に
く
べ
て
焼
け
る
か
ど
う
か
試
し
て
み
る
。

焼
け
な
け
れ
ば
本
物
、
焼
け
る
と
偽
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
ぐ
や
姫
は
真
偽
の

ほ
ど
を
確
か
め
る
た
め
に
火
に
く
べ
る
と
、
そ
の
「
う
る
は
し
き
皮
衣
」
は
め
ら
め

ら
と
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
や
は
り
そ
れ
は
偽
物
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
い
っ
た
話
を
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
絵
合
」
の
巻
に
受

容
し
て
い
る
の
は
、
よ
ほ
ど
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
こ
の
話
が
印
象
的
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
阿
倍
の
右
大
臣
と
火
鼠
の
皮
衣
」
の
場
面
の
、
三
つ
目
の
用
例
、「
う
る
は
し
き

皮
」
と
は
、
や
は
り
、
視
覚
的
な
誉
め
言
葉
で
、「
立
派
な
皮
」
と
訳
す
の
が
、

も

適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

以
上
、
こ
の
場
面
の
三
つ
の
「
う
る
は
し
」
の
用
例
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、「
う
る
は

し
」
は
、
色
彩
美
豊
か
に
き
ら
き
ら
輝
く
美
し
い
も
の
。
金
青
の
色
で
金
色
に
光
り

輝
い
て
い
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
輝
く
も
の
・
光
る
も
の
に
対
し
て
「
う
る
は
し
」

は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
視
覚
で
捉
え
た
立
派
な
も
の
・
人
目
を
惹 

く
美
し
い
も
の
で
あ
る
。「
う
る
は
し
」
の
語
義
は
「
立
派
」・「
美
麗
」
が

も
そ
の

意
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。 

 

次
に
「
う
る
は
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
は
、「
大
伴
の
大
納
言
と
龍
の
頸
の

玉
」
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  

⑥
「
か
ぐ
や
姫
据す

ゑ
む
に
は
、
例
の
や
う
に
は
見
に
く
し
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
う

る
は
し
き
屋
を
作
り
た
ま
ひ
て
、

漆
う
る
し

を
塗
り
、
蒔
絵
し
て
壁
し
た
ま
ひ
て
、

屋
の
上
に
は
糸
を
染
め
て
色
々
に
葺
か
せ
て
、
内
々
の
し
つ
ら
ひ
に
は
、
い
ふ

べ
く
も
あ
ら
ぬ
綾
織
物
に
絵
を
か
き
て
、
間ま

毎ご
と

に
張
り
た
り
。
元
の
妻め

ど
も
は
、

か
ぐ
や
姫
を
か
な
ら
ず
あ
は
む
ま
う
け
し
て
、
ひ
と
り
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。 

  

大
納
言
は
「
か
ぐ
や
姫
を
住
ま
わ
せ
る
に
は
、
普
通
の
住
宅
の
作
り
で
は
、
み
っ

と
も
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、「
う
る
は
し
き
」
御
殿
を
お
造
り
に
な
る
。
そ
れ
は

漆
を
塗
り
、
壁
に
は
蒔
絵
、
屋
根
の
上
に
は
、
糸
を
染
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
色
彩
で

お
お
わ
せ
て
、
屋
内
の
設
備
は
言
葉
で
は
と
て
も
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
で
、
綾

織
物
に
絵
を
描
き
、
柱
と
柱
と
の
間
毎
に
張
っ
て
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
豪
華
絢
爛
た
る
御
殿
を
、
か
ぐ
や
姫
の
た
め
に
準
備
す
る
の
で
あ
る

が
、
壁
は
蒔
絵
と
い
う
日
本
独
特
の
技
術
を
生
か
し
た
工
芸
で
、
金
銀
粉
・
貝
殻
・

金
具
な
ど
を
用
い
て
造
ら
れ
て
い
る
た
め
、
あ
た
り
一
面
、
光
り
輝
い
て
贅
を
尽
く

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
屋
根
の
上
は
、
い
ろ
い
ろ
な
色
の
も
の
で
お
お
っ
て
美

し
い
な
ど
、
視
覚
的
に
人
目
を
惹
く
よ
う
な
、
第
一
級
の
美
し
さ
、
立
派
さ
を
「
う

る
は
し
」
で
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
光
る
も
の
、
輝
く
も
の
が
関
係
し
て

い
る
と
い
え
る
。 

 

こ
の
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
家
造
り
は
、
主
に
屋
内
の
設
備
を
入
念
に
、「
う
る

は
し
く
」
造
り
上
げ
る
が
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
家
造
り
の
「
う
る
は
し
く
」

は
（
９
）

、 

  
 

内
裏
焼
け
て
度
々
造
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
円
融
院
の
御
時
の
こ
と
な
り
、

工
た
く
み

ど

も
、
裏
板
ど
も
を
、
い
と
う
る
は
し
く
鉋か

な

か
き
て
ま
か
り
出
で
つ
つ
、
ま
た
の

朝
に
ま
ゐ
り
て
見
る
に
、
昨
日
の
裏
板
に
も
の
の
す
す
け
て
見
ゆ
る
所
の
あ
り 

 
 

 
 

 
 

（
10
） 

 
 

け
れ
ば
、 
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こ
の
文
面
に
よ
る
と
、
屋
根
裏
に
張
り
付
け
て
あ
る
板
が
、
鉋
で
滑
ら
か
に
削
ら 

れ
て
い
る
。
そ
の
上
手
に
削
ら
れ
て
い
る
大
工
達
の
極
め
て
勝
れ
た
技
量
を
誉
め
て 

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
腕
前
の
勝
れ
た
大
工
達
が
削
っ
た
裏
板
の
見
事
さ 

に
対
し
て
、「
う
る
は
し
」
と
い
う
讃
辞
が
用
い
て
あ
る
。 

 

ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、 

  
 

東
の
対
ど
も
な
ど
も
、
焼
け
て
後
、
う
る
は
し
く
新
し
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、

い
よ
い
よ
磨
き
そ
へ
つ
つ
、
こ
ま
か
に
し
つ
ら
は
せ
た
ま
ふ 

 
 

（
宿
木
） 

  

こ
こ
に
お
い
て
も
、
焼
失
し
た
後
、
建
て
直
し
た
建
物
の
立
派
さ
に
対
し
て
「
う

る
は
し
」
が
用
い
て
あ
る
。 

 

『
竹
取
物
語
』
は
か
ぐ
や
姫
が
住
む
御
殿
の
屋
内
を
、
豪
華
絢
爛
と
設
備
を
入
念

に
し
、
女
性
の
住
ま
い
ら
し
く
仕
上
げ
、『
大
鏡
』
は
焼
失
し
た
後
、
建
て
直
し
た
立 

派
な
邸
宅
の
一
部
分
、裏
板
が
滑
ら
か
に
削
ら
れ
て
い
る
事
に
対
し
て
、『
源
氏
物
語
』

は
や
は
り
焼
失
し
た
後
、
建
て
直
し
た
建
物
に
対
し
て
、
い
ず
れ
も
立
派
な
建
築
に

関
係
の
あ
る
も
の
を
「
う
る
は
し
」
と
い
う
言
葉
で
誉
め
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
検
討
を
加
え
て
み
る
と
、「
う
る
は
し
」
は
す
べ
て
、
人
工
的
に
勝
れ

て
い
る
も
の
に
対
し
て
称
讃
す
る
場
合
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は

も
勝
れ
た
職
人
達
、
専
門
職
に
よ
る
技
量
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

次
は
「
か
ぐ
や
姫
昇
天
」
の
場
面
で
、

後
の
用
例
で
あ
る
。 

 

⑦ 

か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
む
。
思
ふ
こ
と
も
な
く

は
べ
る
な
り
。
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
、
い
み
じ
く
は
べ
ら
ず
。
老
い

お
と
ろ
へ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
恋
し
か
ら
め
」
と

い
へ
ば
、
翁
、
「
胸
い
た
き
こ
と
、
な
の
た
ま
ひ
そ
。
う
る
は
し
き
姿
し
た

る
使
に
も
、
障
ら
じ
」
と
、
ね
た
み
を
り
。 

 い
よ
い
よ
か
ぐ
や
姫
は
天
上
界
へ
帰
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
ぐ
や
姫
の

言
葉
に 

  
 

「
…
か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
む
。
思
ふ
こ
と
も
な

く
は
べ
る
な
り
。」 

 

と
、
月
の
都
の
人
に
対
す
る
美
表
現
に
「
け
う
ら
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
月
の
都
の
人
は
、「
老
い
を
せ
ず
な
む
」
と
あ
る
か
ら
、年
を
と
っ
て
い
な
い
若
く
、

汚
れ
の
な
い
美
し
い
天
人
を
指
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
翁
は
、「
う
る
は
し
き
姿
し
た
る
使
」
と
、
こ
の
月
の
都
の
人
を
神

性
視
し
、
崇
敬
し
、「
う
る
は
し
」
と
讃
美
し
て
い
る
。
こ
の
「
う
る
は
し
」
は
今
の

「
立
派
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
月
の
都
の
人
の
装
束
は
、「
装
束
の
き
よ
ら
な
る
こ
と
物
に
も
似
ず
」

と
記
さ
れ
、
華
麗
で
汚
れ
の
な
い

高
に
素
晴
ら
し
い
衣
装
を
着
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
先
学
諸
賢
が
す
で
に
、
当
該
個
所
と
類
似
性
を
指

摘
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、 
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絵
に
描か

け
る
楊や

う

貴き

妃ひ

の
容
貌

か
た
ち

は
、
い
み
じ
き
絵
師

ゑ

し

と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ
り

け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太た

い

液
え
き
の

芙
蓉

ふ
よ
う

、
未
央

び
あ
う
の

柳
や
な
ぎ

も
、
げ
に
か
よ
ひ

た
り
し
、
容
貌

か
た
ち

を
、
唐か

ら

め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な

つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思お

ぼ

し
出い

づ
る
に
、
花
鳥

は
な
と
り

の
色
に
も
音ね

に
も
よ
そ

ふ
べ
き
方か

た

ぞ
な
き
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
桐
壺
） 

  

こ
の
例
文
中
の
「
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
い
う

個
所
で
あ
る
。 

 

装
束
に
関
し
て
の
讃
辞
が
、「
き
よ
ら
」
で
あ
っ
て
も
「
う
る
は
し
」
で
あ
っ
て
も

色
彩
美
豊
か
な
華
麗
で
立
派
な
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
が
、「
き
よ
ら
」
を
用
い
て
い

る
方
は
聖
性
な
天
衣
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
清
浄
美
で
あ
る
「
き
よ
ら
」
を
用
い

て
形
容
し
て
い
る
の
は
当
を
得
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
月
の
都
か
ら
の
立
派
な
姿
を
し
て
い
る
使
者
は
、
夜
中
の
十
二
時

ご
ろ
、
満
月
の
明
る
さ
を
十
ほ
ど
合
せ
た
よ
う
な
光
り
と
共
に
、
大
空
か
ら
雲
に
乗

っ
て
、
人
間
界
に
お
迎
え
に
下
り
て
来
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
う
る
は
し
き
姿
し
た
る
使
」
の
「
う
る

は
し
」
も
、「
立
派
」
と
い
う
意
で
、
光
が
関
係
し
、
神
性
さ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
う

る
は
し
」
の
内
容
吟
味
か
ら
し
て
、「
う
る
は
し
」
は
中
国
的
な
美
の
特
性
が
認
め
ら

れ
る
。
恐
ら
く
「
う
る
は
し
」
美
は
中
国
が
源
泉
で
、
日
本
に
渡
来
し
た
美
で
は
な

い
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

以
上
、
『
竹
取
物
語
』
の
七
例
の
全
用
例
か
ら
帰
納
す
る
と
、「
う
る
は
し
」
は
、

立
派
さ
を
包
含
し
た
人
目
を
惹
く
美
し
さ
で
あ
り
、
文
脈
上
、「
立
派
」・「
美
麗
」・「
美

し
い
」
な
ど
と
語
釈
す
る
。
そ
し
て
、
想
像
上
の
も
の
、
神
性
な
も
の
、
光
り
が
伴

な
う
も
の
・
輝
く
（
よ
う
な
）
も
の
、
色
彩
美
豊
か
な
も
の
、
人
工
的
な
も
の
、
中

国
的
な
美
の
特
性
を
有
す
る
も
の
な
ど
、
視
覚
で
捉
え
讃
嘆
出
来
る
場
合
に
「
う
る

は
し
」
は
用
い
て
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
七
例
の
「
う
る
は
し
」
の
場
合
は
、「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
個
所
に
二
例
、

「
火
鼠
の
皮
衣
」
の
個
所
に
三
例
、「
龍
の
頸
の
玉
」
の
個
所
に
一
例
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
三
個
所
は
す
べ
て
神
仙
思
想
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
そ
の
中
に
六
例
も
の

「
う
る
は
し
」
が
み
ら
れ
る
の
は
注
意
を
惹
く
。
後
の
一
例
は
、
神
性
な
月
の
都
の

使
者
の
姿
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
う
る
は
し
」
は
こ
う
い
っ

た
神
仙
思
想
の
文
中
に
表
れ
や
す
く
、
中
国
的
な
美
の
語
感
を
有
し
て
い
る
。 

 

『
竹
取
物
語
』
の
主
人
公
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
美
的
表
象
に
、「
う
る
は
し
」
は
一

例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
奇
異
な
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。 

 

こ
こ
に
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
主
な
讃
美
の
表
象
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ

は
、「
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」・「
か
た
ち
の
け
そ
う
な
る
こ
と
」・「
か
た
ち
の
世
に

似
ず
め
で
た
き
事
」
・
「
ひ
か
り
満
ち
て
け
う
ら
に
て
居
た
る
人
あ
り
」
・
「
た
ぐ
ひ
な

く
め
で
た
く
」
・
「
な
お
め
で
た
く
お
ぼ
し
め
さ
る
」
・
「
あ
て
や
か
に
う
つ
く
し
か
り

つ
る
事
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
う
る
は
し
」
よ
り
一
段
高
い
美
的
表
現
を

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
月
の
都
の
姫
を
神
女
と
考
え
る
な
ら
、
一
流
の
人
物
に
は
、

よ
り
高
い

高
の
美
的
表
現
、「
ひ
か
り
満
ち
て
け
う
ら
に
て
…
」
な
ど
が
特
に
理
に

叶
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
う
る
は
し
」
は
か
ぐ
や
姫
に
は
用
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

終
わ
り
に
、『
竹
取
物
語
』
の
源
泉
は
、
チ
ベ
ッ
ト
地
方
近
辺
一
帯
に
伝
わ
る
『
金き

ん



言 
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玉
ぎ
ょ
く

鳳
凰

ほ
う
お
う

』
と
い
う
長
編
説
話
の
中
に
み
ら
れ
る
『
斑は

ん

竹ち
く

姑

娘

く
ー
に
ゃ
ん

』（「
竹
娘
」
）
で
あ

る
と
、
か
っ
て
い
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
『
斑
竹
姑
娘
』
の
中
に
「
う
る
は
し
」
に
相

当
す
る
美
的
語
詞
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
お
き
た
い
。 

 

○ 

在
金
沙
江
的
左
岸
、
有
一
塊
風
景
美
麗 

 
 

 

○ 

只
是
身
幹
和
枝
葉
上
随
着
他
的
涙
珠
増
長
着
美
麗
的
斑
点
。 

 

○ 

女
的
象
牝
鹿
一
様
美
麗
。 

 

○ 

斑
竹
姑
娘
鮮
花
一
般
的
美
容 

 

○ 

但
是
、
他
対
美
麗
的
斑
竹
姑
娘
不
肯
放
手
、 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

（
11
） 

○ 

斑
竹
姑
娘
見
辶

 

株
玉
樹
、
的
確
又
美
麗
、 

 

と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
讃
美
の
語
の
種
類
は
あ
ま
り
表
れ
ず
、「
美
麗
」・「
美
容
」
の

語
が
み
ら
れ
「
美
し
い
」・「
み
ご
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、「
美
麗
」
が
す
べ

て
の
美
的
表
象
の
代
表
語
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
竹
取
物
語
』
の

「
う
る
は
し
」
も
多
く
「
美
麗
」
に
相
当
す
る
意
で
あ
る
か
ら
、
古
く
「
斑
竹
姑
娘
」

辺
り
か
ら
流
出
し
て
き
た
美
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

因
に
、
時
代
が
少
し
下
が
っ
た
作
品
、『
今
昔
物
語
集
』
中
に
「
竹
取
翁
見
付
女
児

養
語
第
三
十
三
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
説
話
の
中
に
「
う
る
は
し
」
は
見
当
ら

な
い
が
、
そ
の
語
に
相
当
す
る
美
的
表
象
は
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。 

  
 

○ 

其そ

ノ
児ち

ご

漸
や
う
や

ク

長
ち
や
う

大だ
い

ス
ル
マ
ゝ
ニ
、
世よ

ニ

並
な
ら
び

無な

ク
端

正

た
ん
じ
や
う

ニ
シ
テ
、 

  
 

○ 

「
『
此こ

ノ

女
を
む
な

世よ

ニ

並
な
ら
び

無な

ク
微
妙

め
で
た

シ
』
ト
聞き

ク
。
我わ

レ
行ゆ

き

テ

実
ま
こ
と

ニ
端

正

た
ん
じ
ゃ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
が
た 

 
 

 
 
 

 
 

 

き
さ
き 

 
 

 
 
 

 
 

 

お
ぼ 

（
12
） 

 
 
 
 
 

ノ
姿
ナ
ラ
バ
、
速
ニ
后
ニ
セ
ン
」
ト
思
シ
テ
、 

 

と
あ
り
、
「
う
る
は
し
」
に
相
当
す
る
語
は
、
今
ま
で
、
「
う
る
は
し
」
の
語
義
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
13
） 

つ
に
解
し
て
き
た
「
端
正
」
と
い
う
美
的
表
象
で
表
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
女
を
「
美 

し
い
」
と
讃
美
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

本
稿
に
お
い
て
は
、「
竹
取
翁
見
付
女
児
養
語
第
三
十
三
」
の
小
話
の
み
用
例
を
検 

討
し
た
が
、
い
ず
れ
『
今
昔
物
語
集
』
全
用
例
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
み
た
く
思
う
。 

 

注 

（
１
）『
竹
取
物
語
』
の
引
用
本
文
は
以
下
全
て
、
新
編
・
日
本
古
典
文
学
全
集(

小
学
館)

に
拠
る
。 

（
２
）
小
林
信
明
著
『
新
釈
漢
文
大
系
22
』（
昭
和
45
・
明
治
書
院
）
に
拠
る
。 

（
３
）
北
村
英
子
「
〝
う
る
は
し
〟
の
源
流
を
め
ぐ
っ
て
―
古
事
記
―
」
『
古
代
中
世
文

学
論
考
第
十
一
集
』
（
平
成
16
・
新
典
社
） 

（
４
）
『
古
事
記
』
の
引
用
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集(

小
学
館)

に
拠
る
。 

（
５
）『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
全
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集(

小
学
館)

に
拠
る
。 

（
６
）
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』(

平
成
11
・
角
川
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書
店)

に
拠
る
。 

（
７
）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
國
史
大
辞
典
』(

平
成
5
・
吉
川
引
文
館) 

（
８
）
木
下
正
雄
著
『
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
』(

昭
和
48･

至
文
堂) 

（
９
）
北
村
英
子
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟
」(

平
成
17
・
「
樟
蔭
国
文
学
」

第
四
十
二
号) 

（
10
）
『
大
鏡
』
の
引
用
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
。 

（
11
）『
斑
竹
姑
娘
』
の
引
用
本
文
は
、
野
口
元
大
校
注
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
竹
取
物

語
』
の
関
係
資
料
に
拠
る
。 

 
 

 

（
12
）
『
今
昔
物
語
』
の
引
用
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集(

平
成
14
・
小
学
館)

に
拠
る
。 

（
13
）
北
村
英
子
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟
」
『
古
代
中
世
文
学
論
考

第
十
五
集
』（
平
成
17
・
新
典
社
） 

 ※ 

そ
の
他
、
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』(

中
央
公
論)

・
馬
淵
和
夫
監
修
・
有
賀
嘉

寿
子
編
『
今
昔
物
語
自
立
語
索
引
』
（
笠
間
索
引
叢
刊
39
）
・
馬
渕
和
夫
監
修
『
今

昔
物
語
集
漢
字
索
引
』
（
笠
間
索
引
叢
刊
40
）
・
上
阪
信
男
編
『
九
本
対
照
竹
取
翁

物
語
語
彙
索
引
・
本
文
編
・
索
引
編
』
（
笠
間
索
引
叢
刊
75
）
等
を
使
用
し
た
。 

※ 

引
用
本
文
に
つ
い
て
は
、
ル
ビ
等
を
省
略
し
た
個
所
が
あ
る
。 

  
 

付
記 

 
 
 
 

本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
特
別
研
究
助
成
費
に
よ
る
研
究
の
成

果
で
あ
る
。 


