
説

話

と

物

語

-

竹
取
物
語
を
中
心
と
し
て

吉

田

比

呂

子

源
氏
物
語
の
絵
合
の
巻
に

｢ま
づ
'
物
語
の
出
で
き
は
じ
め
の
祖
な
る

『竹
取
の
翁
』
に

『う
つ
ほ
の
俊
蔭
』
を
合
は
せ
て
あ
ら
そ

ふ
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
竹
取
物
語
の
こ
と
を

｢物
語
の
出
で
き
は
じ
め
の
祖
｣

と
言
っ
て
い
る
｡
阪
倉
篤
義
民
も

｢竹
取
に
お
け
る

『文

体
』
の
問
題
｣
の
中
で
､
和
文
特
有
の
助
動
詞

｢け
り
｣
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
て
い
る

｢解
説
的
に
物
語
る
｣
叙
述
の
態
度
を
ふ
-
ん

注
Ⅰ

だ
様
式
の
文
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
一
般

的
に
物
語
と
説
話
の
位
置
関
係
は
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
一
つ
と
し
て
説
話
を
含
み
､
説
話
の
特
質

は
口
承

･
書
承
に
よ
る
伝
承
性
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
拝
惰
性

･
象
徴
性

･
高
貴
性

･
構
想
力
な
ど
に
乏
し
-
'
事
件

･

行
動
を
描
出
す
る
批
評
性
を
持
つ
短
編
の
作
品
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
物
語
と
の
大
き
な
違
い
は
潤
色
や
虚
構
の
加
わ
り
方
に
あ
る
と

言
え
る
｡
運
命
や
心
情
の
揺
れ
､
人
間
と
し
て
の
愛
情

･
心
情
を
描
-
こ
と
に
よ
り
､
物
語
は
人
の
世
の
姿
を
語
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

本
稿
は
竹
取
物
語
を
中
心
と
し
て
説
話
が
物
語
性
を
獲
得
す
る
過
程
を
考
え
た
い
｡
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r
説
話
系
列
と
物
語
系
列

こ
こ
で
説
話
系
列
の
竹
取
と
言
っ
て
い
る
の
は
､
院
政
期
に
成
立
し
た
今
昔
物
語
集
の
巻
三
十

一
に
所
載
さ
れ
て
い
る

｢竹
取
翁
､

見
付
け
し
女
の
児
を
蓑

へ
る
語
｣
や
海
道
記

･
古
今
和
歌
集
の
注
釈
書

･
桂
川
地
蔵
記

･
三
国
伝
記
等
々
の
中
に
記
載

･
収
載
さ
れ
て

い
る
竹
取
の
類
話
の
こ
と
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
｡
物
語
系
列
の
竹
取
と
は
竹
取
物
語
と
こ
れ
を
取
り
巻
-
大
和
物
語

･
宇
津
保
物

語

･
源
氏

･
栄
華

･
狭
衣

･
浜
松
中
納
言
物
語
等
々
の
王
朝
物
語
に
引
用
さ
れ
て
い
る
竹
取
の
記
述
の
総
称
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
系

列
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
竹
取
物
語
の
物
語
と
し
て
の
成
立
や
構
成
の
あ
り
方
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

説
話
系
列
の
竹
取
は
今
昔
物
語
集
を
始
め
と
し
て
､
主
人
公

(赫
突
姫

･
天
女
)
は
月
に
帰
ら
ず
､
天
上
や
空
に
帰
っ
て
い
る
｡
説

話
系
列
の
竹
取
の
最
終
場
面
を
列
挙
し
て
み
る
と
､
今
昔
物
語
集
で
は

｢空
よ
り
多
-
の
人
来
り
て
､
輿
を
持
っ
て
来
り
て
､
こ
の
女

を
乗
せ
て
､
空
に
昇
り
に
け
り
｡
｣
と
あ
る
｡
院
政
期
に
成
立
し
た
今
昔
物
語
集
の
女
は
空
に
昇
っ
て
い
る
｡
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
海

道
記
に
は

｢飛
車
を
下
し
て
迎
へ
て
天
に
昇
り
ぬ
｣
と
あ
る
｡
同
時
代
の
古
今
和
歌
集
の
注
釈
書
の
類
に
も
空
に
帰
る
と
あ
る
｡
古
今

和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄

｢吾
は
天
女
な
り
｡
｣
古
今
和
歌
集
大
江
広
貞
注

｢空

へ
こ
の
女
を
率
て
昇
り
に
け
り
｡
｣
宮
内
庁
図
書
寮
本
の

古
今
集
注
の
巻
の
六
の
注
に

｢帝
樺
に
奉
ら
ん
の
志
深
-
て
､
空

へ
こ
の
女
を
率
て
昇
り
に
け
り
｡
｣
巻
十
九
の
誹
詩
歌
の
注
に

｢此
の

娘
を
引
具
し
て
､
天
つ
空

へ
昇
り
け
り
｡
｣
風
葉
和
歌
集
に
も

｢天
の
迎

へ
あ
り
て
昇
り
侍
り
け
る
に
､
｣
と
あ
る
｡
室
町
期
の
説
話
に

も
天
女
､
空
に
帰
る
と
あ
る
｡
桂
川
地
蔵
記

｢彼
レ
ハ
､
上
界
之
天
女
也
｣
三
国
伝
記
｢妾
ハ
上
界
ノ
天
女
也
｡
｣
臥
雲
日
件
録
抜
尤
｢今

昔
レ
坂
二
天
上
】｣
謡
曲
の
富
士
山
に
も

｢時
至
り
け
る
か
天
に
上
り
給
ひ
し
時
､
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
説
話
系
列
の
天
女
･
カ
グ
ヤ

姫
は
鴛
の
巣
の
中
で
発
見
さ
れ
る
も
の
が
多
い
｡
鴛
の
巣
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
卵
を
生
み
鷺
に
育
て
さ
せ
る
と
い
う
事
柄
に
掛
け
た
発
想
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と
命
名
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
カ
グ
ヤ
姫

(鴛
姫
)
は
仮
り
の
親
の
竹
取
翁
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
｡
注
釈
書
や
室
町
期

の
も
の
に
は
仏
教
的
な
色
彩
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
説
話
の
大
筋
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
｡
つ
ま
り
こ
れ
は
か
な
り

固
定
化
し
た
安
定
し
た
伝
承
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
王
朝
物
語
に
引
用
さ
れ
て
い
る
竹
取
物
語
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

一
言
で
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば

大
和
物
語
以
降
､
王
朝
物
語
に
見
ら
れ
る
系
列
の
も
の
は
カ
グ
ヤ
姫
が
月
に
帰

っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
の
形
で
定
着
L
t
王
朝
物
語
の

世
界
で
は
そ
の
形
が

一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
｡
大
和
物
語
の
七
十
七
段
に
八
月
十
五
夜
の
宴
が
催
さ
れ
父
の
帝
の
も
と
へ
行

-
喜
種
を
留
め
る
た
め
に
桂
の
皇
女
が

｢竹
取
の
よ
よ
に
な
き
つ
つ
と
ど
め
け
む
君
は
君
に
と
こ
よ
ひ
し
も
ゆ
-
｣
の
歌
を
歌
っ
た
と

い
う
話
が
あ
る
｡
こ
れ
は
宇
多
院
の
延
喜
九
年

(九

〇
九
年
)
の
こ
ろ
の
話
で
あ
る
か
ら
'
も
う
こ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
月
と
カ
グ
ヤ

姫
と
竹
取
の
翁
の
話
が
定
着
し
流
布
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
宇
津
保
物
語
の
内
侍
の
か
み
の
巻
に
も
朱
雀
帝
が
以
前
か

ら
思
い
焦
が
れ
て
た
俊
蔭
の
娘
に
逢
瀬
の
約
束
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
｢十
五
夜
に
か
な
ら
ず
御
迎

へ
を
せ
む
｡｣
と
い
っ
て
い
る
帝

に
対
し
て
尚
侍
の
か
み

(俊
蔭
の
娘
)
は
'
｢そ
れ
は
か
ぐ
や
姫
こ
そ
さ
ぶ
ら
ふ
べ
か
ん
な
れ
｡
｣
と
か

｢子
安
貝
は
､
近
-
さ
ぶ
ら
は

む
か
し
｡
｣
な
ど
と
答
え
て
い
る
｡
帝
も
こ
の
や
り
取
り
の
中
で

｢
こ
こ
は
'
珠
の
枝
贈
り
て
さ
ぶ
ら
は
む
か
し
｣
な
ど
と
言
っ
て
竹
取

物
語
の
内
容
を
強
-
意
識
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
源
氏
物
語
の
手
習
の
巻
で
は
浮
舟
と
尼
君
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
に
｢
か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
た
り
け
む
竹
取
の
翁
よ
り
も
'
め
づ
ら
し
き
心
地
す
る
に
'
｣
な
ど
と
言

っ
て
い
る
L
t
絵
合
の
巻
な
ど

に
は

｢火
鼠
の
思
ひ
片
時
に
消
え
た
る
も
'
｣
と
か

｢庫
持
の
皇
子
の
'
ま
こ
と
の
蓬
莱
の
深
き
心
も
知
り
な
が
ら
'
い
つ
は
り
て
珠
の

枝
に
庇
を
つ
け
た
る
過
ち
と
な
す
｡
｣
な
ど
当
時
の
竹
取
物
語
の
受
容
の
様
子
を
示
し
て
い
る
｡
栄
花
物
語
の
楚
王
の
夢
で
は

｢今
宵
の

月
ぞ
､
ま
こ
と
に
か
ぐ
や
姫
の
空
に
昇
り
け
む
そ
の
夜
の
月
か
-
や
と
見
え
た
る
｡
｣
な
ど
と
言

っ
て
い
る
｡
浜
松
中
納
言
物
語
の
巻
四

で
も
吉
野
姫
君
に
つ
い
て

｢竹
の
中
よ
り
見
つ
け
た
り
け
む
か
ぐ
や
姫
よ
り
も
'
こ
れ
は
な
は
珍
し
う
あ
り
が
た
き
心
地
し
て
｣
と
あ
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る
｡
夜
の
寝
覚
の
巻

1
に
も
､
｢
む
ら
雲
の
中
よ
り
望
月
の
さ
や
か
な
る
光
を
見
つ
け
た
る
心
地
す
る
に
､｣
と
あ
り
､
竹
取
の
翁
の
家

と
カ
グ
ヤ
姫
の
名
前
を
出
し
て
い
る
｡
狭
衣
物
語
は

｢妹
捨
な
ら
ぬ
月
の
光
｣
と
か

｢竹
の
中
に
も
尋
ね
侍
り
な
ま
し
｡
｣
な
ど
と
あ

る
｡
こ
れ
ら
の
物
語
の
中
で
十
五
夜

･
望
月

･
月
の
光

･
竹
の
中

･
竹
取
の
翁

･
カ
グ
ヤ
姫
が

一
つ
の
物
語
の
構
成
要
素
と
し
て
明
確

に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
か
る
｡
竹
取
物
語
と
は
月
の
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
物
語
な
の
だ
と
王
朝
物
語
世
界
で
は
考
え
ら
れ

て
い
た
と
言
え
る
｡

そ
れ
で
は
物
語
系
列
の
月
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
と
説
話
系
列
の
天
上
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
と
は

一
体
何
が
原
因
で
二
つ
に
分
岐
し
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
説
話
と
王
朝
物
語
と
の
噂
好
の
差
で
あ
り
興
味
の
差
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
王
朝
物
語
世
界
と
説
話

の
世
界
を
支
え
て
い
た
人
々
の
噂
好
の
差
が
こ
れ
ら
の
伝
承

(こ
の
場
合
書
承
も
含
め
て
考
え
て
い
る
｡
)
の
過
程
の
中
で
物
語
の
ス
タ

イ
ル
を
変
え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
大
和
物
語
以
後
､
宇
津
保

･
源
氏

･
栄
花

･
浜
松
中
納
言

･
夜
の
寝
覚

･
狭
衣

に
至
ま
で
王
朝
物
語
の
世
界
で
は
月
と
カ
グ
ヤ
姫
の
物
語
の
ス
タ
イ
ル
で
定
着
し
流
布
し
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
月
に
帰
る
カ

グ
ヤ
姫
の
ス
タ
イ
ル
と
天
上
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
ス
タ
イ
ル
は
､
前
者
は
王
朝
物
語
の
世
界
で
変
形
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
'
後
者
は
説

話
の
世
界
で
繰
り
返
し
伝
承
さ
れ
つ
づ
け
た
｡
享
受
者
の
噂
好
に
よ
っ
て
物
語
化
さ
れ
伝
承
さ
れ
つ
づ
け
た
も
の
と
説
話
と
し
て
伝
承

さ
れ
つ
づ
け
た
も
の
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

日

月
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
誕
生

物
語
系
列
に
見
ら
れ
る
月
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
支
え
て
い
た
の
は
当
時
の
宮
廷
社
会
で
行
な
わ
れ
て
い
た
行
事
に

そ
の
原
形
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
八
月
十
五
夜
に
行
な
わ
れ
て
い
た
観
月
の
宴
で
あ
る
｡
仲
秋
の
観
月
の
宴
の
際
に
作
詩
さ
れ
た
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漢
詩
文
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る

｢
田
氏
家
集
｣
と
い
う
集
が
あ
る
｡
｢田
氏
家
集
｣
は
島
田
忠
臣
の
承
和

(八
三
四
年
)
頃
か
ら
の
作
品

が
収
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
家
集
の
中
に

｢
八
月
十
五
夜
宴
月
｣
と
か

｢
八
月
十
五
夜
惜
月
｣
と
い
っ
た
題
名
を
持
つ
漢
詩
が
あ
る
｡

ま
た
､
菅
原
道
真
に
も

｢本
朝
文
粋
｣
所
収
の

｢満
月
光
嘩
成
陳
中
庭
之
玉
島
｣
と
い
う
作
品
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
承
和
あ
た

り
か
ら
貞
観

(八
五
九
年
)
頃
に
は
､
か
な
り
盛
ん
に
宮
廷
で
観
月
の
宴
と
い
う
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
か
る
｡

延
喜
九
年

(九

〇
九
年
)
の
日
本
紀
略
の
八
月
十
五
夜
の
記
事
と

｢本
朝
文
粋
｣
の
巻
八
所
収
の
菅
原
淳
茂
の

｢月
影
満
秋
池
｣
も
観

月
の
宴
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
良
い
資
料
で
あ
る
｡
本
来
､
八
月
十
五
日
と
い
う
日
は
農
耕
の
節
目
で
収
穫
月
で
あ
る
こ
と
か

ら
.観
月
の
宴
と
し
て
宮
廷
の
行
事
化
す
る
以
前
に
も
庶
民

(民
間
)
の
収
穫
祭
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
｡
し

注
2

か
し
､
こ
れ
ら
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
観
月
の
宴
は

｢
中

秋
名
月
と

『竹
取
物
語
』
｣
の
中
で
奥
津
春
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
中

注
3

国
と
の
交
流
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
行
事
で
あ
り
文
芸
的
興
味
で
あ
る
｡
こ
の
輸
入
さ
れ
た
行
事
は
､
文

徳

天
皇

(八
五

〇
～
八
五
七

午
)
の
頃
か
ら
始
ま
り
､
宇
多

(八
八
七
～
八
九
六
年
)
醍
醐

(八
九
七

～
九
二
九
年
)
の
頃
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
､

こ
れ
を
背
景
に
し
て
竹
取
の
八
月
十
五
日
に
月
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
物
語
の
筋
が
案
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
観
月
の
宴
で
竹
取
の
不
死
の
薬
を
焼
-
と
い
う
内
容
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
｢月
令
広
義
｣
の
巻
十

0
0
0

五
の
八
月
の
条
に
は

｢十
五
日
､
中
秋
節
､
秋
九
十
日
､
是
日
為
中
秋
､
是
夕
月
中
天
是
正
､
乃
太
陰
朝
元
､
宜
守
夜
焼
香
｣
と
あ
る
｡

八
月
十
五
夜
に
は
香
を
焼
-
と
い
う
風
習
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
蛇
足
だ
が
不
死
の
薬
を
焼
-
こ
と
と
香
を
焼
-
起
源
と
を

重
ね
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
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且

天
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
背
景

説
話
の
中
で
伝
承
さ
れ
続
け
た
天
に
帰
る
カ
グ
ヤ
姫
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
前
述
の
論
文
の
中
で
奥
津
氏
は
日

本
の
神
話
は
太
陽
神
話
で
あ
る
こ
と
､
月
の
信
仰
が
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
､
農
耕
儀
礼
と
関
連
す
る
の
は
太
陽
神
で
あ
る

こ
と
な
ど
合
わ
せ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
｡
古
代
か
ら
天

へ
帰
る
神

･
天
女
の
話
や
天
っ
神
の
子

･
穀
霊
神
の
話
は
数
多
-
あ
る
｡
丹
後

国
風
土
記
逸
文

(古
事
記
裏
書
)
の
奈
具
の
社
の
天
っ
乙
女
の
話
は
中
世
的
要
素
が
か
な
り
入
り
込
ん
で
は
い
る
が
典
型
的
な
白
鳥
処

女
説
話
で
あ
る
｡
こ
の
天
っ
乙
女
は
説
話
の
中
で
は
太
陽
神
に
付
属
す
る
穀
霊
神
ト
ヨ
ウ
ケ
の
大
神
と
解
釈
さ
れ
縁
起
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
｡

記
紀
に
見
え
る
神
の
天
上
帰
還
の
話
は
神
代
紀
上
の
第
五
段
の
本
文
に

｢伊
莫
諾
尊

･
伊
笑
再
等
-
-
共
に
日
の
神
を
生
み
ま
つ
り

ま
す
｡
大
日
肇
貴
と
競
す
｡

一
書
に
云
は
-
天
照
大
神
と
い
ふ
｡
此
の
子
､
光
華
明
彩
し
-
し
て
､
六
合
の
内
に
照
り
徹
る
｡
『久
し
-

此
の
国
に
留
め
ま
つ
る
べ
か
ら
ず
｡
自
づ
か
ら
富
に
早
に
天
に
送
り
て
､
授
-
る
に
天
上
の
事
を
以
っ
て
す
べ
し
』｣こ
こ
で
は
地
上
で

生
ま
れ
た
太
陽
神
が
天
上

へ
行
-
と
い
う
話
で
あ
る
｡
こ
の
天
照
大
神

(オ
ホ
ヒ
ル
メ
)
と
い
う
太
陽
の
女
神
の
神
性
や
表
象
の
語
り

方
に
注
目
し
て
み
よ
う
｡
太
陽
の
女
神
は

｢光
華
明
彩
し
-
し
て
､
六
合
の
内
に
照
り
徹
る
｣
と
い
う
表
現
で
太
陽
の
光
り
方
を
述
べ

て
い
る
｡
こ
の
光
り
方
と
竹
取
物
語
の
カ
グ
ヤ
姫
の
光
り
方
や
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
カ
グ
ヤ
姫
と
火
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
｡

㈱

光
と
火
と
カ
グ
ヤ
姫

竹
取
物
語
に
は
主
人
公

(光
る
存
在
)
カ
グ
ヤ
姫
に
関
連
し
て
光
と
火
が
物
語
の
各
所
に
出
て
来
る
｡
ま
ず
､
竹
取
物
語
の
冒
頭
カ
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グ
ヤ
姫
の
登
場
の
場
面
で
｢そ
の
竹
の
中
に
､
本
光
る
竹
な
む

一
筋
あ
り
け
る
｡
-
-
筒
の
中
光
り
た
り
｡
｣
と
あ
る
｡
カ
グ
ヤ
姫
の
発

見
は
光
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
カ
グ
ヤ
姫
の
容
姿
に
つ
い
て
も

｢
こ
の
児
の
容
貌
の
け
う
ら
な
る
こ
と
､
世
に
な
-
､
家
の

内
は
暗
き
所
な
-
光
り
満
ち
た
り
｣
と
あ
る
｡
こ
の
光
り
方
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡
さ
て
難
題
の
答
え
に
対
し
て
の
判
定
に
も
光
が

関
連
す
る
｡
最
初
の
難
題
石
作
皇
子
の
仏
の
御
石
の
鉢
と
次
の
車
持
皇
子
の
蓬
莱
の
玉
の
枝
､
三
番
目
の
阿
部
の
右
大
臣
の
火
鼠
の
皮

衣
の
判
定
は
カ
グ
ヤ
姫
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
判
定
の
仕
方
に
注
意
し
た
い
｡

仏
の
石
の
鉢
に
対
し
て
カ
グ
ヤ
姫
は
開
口

一
番

｢光
や
あ
る
｣
と
言

っ
て
見
て
い
る
｡
石
の
鉢
に
光
が
あ
る
か
な
い
か
が
本
物
か
ニ

セ
物
か
の
判
断
の
拠
り
所
で
あ
り
､
光
る
こ
と
が
本
物
と
判
断
す
る
条
件
な
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は

｢蛍
ば
か
り
の
光
だ
に
な
し
｣
と

カ
グ
ヤ
姫
は
判
断
し
､
｢置
-
露
の
光
｣
の
歌
と

｢白
山
に
あ

へ
ば
光
の
失
す
る
か
と
｣
の
歌
の
贈
答
の
歌
の
後
に
掛
詞
的
な
諺
の
解
釈

で
し
め
く
く

っ
て
い
る
｡

庫
持
皇
子
の
蓬
莱
の
珠
の
枝
の
作
り
話
の
中
に
も
珠
の
枝
の
生
え
て
い
た
場
所
を

｢照
り
輝
-
木
ど
も
立
て
り
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

偽
計
の
暴
露
は
工
匠
の
訴
状
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
現
実
味
を
持
た
せ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
も
カ
ブ
ヤ
姫
は
光
り
輝
-
物
を
求
め
て

い
る
｡

阿
部
の
右
大
臣
の
火
鼠
の
皮
衣
の
真
偽
の
判
定
に
は
火
が
使
わ
れ
カ
グ
ヤ
姫
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
｡
皮
衣
は

｢金
青
の
色
な
り
｡

毛
の
末
に
は
黄
金
の
光
さ
し
た
り
｡
宝
と
見
え
､
麗
し
き
こ
と
並
ぶ
べ
き
も
の
な
し
｡
｣
と
あ
る
｡
真
偽
の
判
定
の
た
め
に
カ
グ
ヤ
姫
は

｢火
の
中
に
う
ち
-
べ
て
焼
か
せ
給
ふ
に
､
め
ら
め
ら
と
焼
け
ぬ
｣
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
火
に
焼
か
れ
燃
え
て
し
ま

っ
た
皮
衣
に
対
し
て
､
｢
さ
れ
ば
こ
そ
異
物
の
皮
な
り
｣
と
判
断
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
三
つ
の
難
題
の
答
え
の
品
物
は
本
物
で
あ
れ
ば
光

り
輝
-
も
の
で
あ
り
､
火
に
焼
け
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡
庫
持
皇
子
の
場
合
や
や
変
形
し
て
い
る
が
カ
グ
ヤ
姫
が
光
る
物
を
求
め
て

い
た
こ
と
と
品
物
の
真
偽
の
判
定
を
彼
女
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
､
共
通
し
て
い
る
｡
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後
半
の
二
つ
の
難
題
に
対
し
て
は
カ
グ
ヤ
姫
の
判
断
が
表
れ
て
い
な
い
が
､
宝
物
の
性
質
と
し
て
如
意
宝
珠

(夜
光
る
玉
)
の
象
徴

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
い
え
る
｡
龍
の
頚
の
玉
も
子
安
貝
も
異
国
の
品
物
で
は
な
い
が
夜
光
る
玉

(光
る
玉
)
の
発
想
が
繰
り
返
し
繰

り
返
し
使
用
さ
れ
話
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
光
る
物
を
求
め
る
竹
物
語
の
カ
グ
ヤ
姫
を
表
現
す
る
場
合
､
｢光
り
満
ち
て
､
け
う
ら
に
て
居
た
る
人
あ
り
｡
｣
と
か
｢
か

-
や
姫
､
き
と
影
に
な
り
ぬ
｣
な
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
｡
彼
女
自
身
光
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の

こ
と
は
今
昔
物
語
集
に
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
｡
カ
グ
ヤ
姫
の
発
見
の
際
に
｢茎
の
中
に

一
の
光
あ
り
｡
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
カ

グ
ヤ
姫
が
光
そ
の
も
の
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
｡
今
昔
物
語
集
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
竹
取
物
語
の
中
で
も
カ
グ
ヤ
姫
が
光

っ
て
い

る
こ
と
を
物
語
世
界
の
中
で
事
実
と
し
て
描
い
て
い
る
｡
竹
取
物
語
で
は
カ
グ
ヤ
姫
は
常
に
光
る
物
を
求
め
､
そ
れ
を
難
題
と
し
て
科

し
て
い
る
｡
竹
取
物
語
は
そ
の
全
編
を
通
し
て
光

(火
)
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
説
話
性
を
残
存
さ
せ
た
形
で
物
語
と
し
て
構
成
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

㈲

光
る
人
物
の
系
譜
と
表
現

こ
こ
で
光
り
方
に
つ
い
て
､
光
る
人
物
等
に
共
通
点
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
上
代
で
は
前
述
し
た
天
照
大
神
(オ
ホ
ヒ
ル
メ
)

な
ど
の
太
陽
女
神
の
光
り
方
を

｢光
華
明
彩
し
-
し
て
､
六
合
の
内
に
照
り
徹
る
｡
｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
天
の
岩
戸
を
開
い
た
時
の
古

事
記
の
表
現
に
も
｢高
天
の
原
も
葦
原
中
国
も
自
ら
照
り
明
り
き
｡
｣
と
あ
る
｡
日
本
書
記
第
七
段

一
書
第
三
の
天
の
岩
戸
の
条
で
も
｢別

に
引
き
開
け
し
か
ば
､
日
神
の
光
､
六
合
に
満
み
き
｡
｣
と
あ
る
.
古
代
の
も
う

1
人
の
光
る
人
物
は
允
恭
記
･允
恭
紀
に
登
場
す
る
衣

通
郎
女
で
あ
る
｡
衣
通
郎
女
は
古
事
記
で
は
割
注
に

｢御
名
を
衣
通
王
と
負
は
せ
る
所
以
は
､
其
の
身
の
光
､
衣
よ
り
通
り
出
づ
れ
ば

な
り
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
日
本
書
紀
で
も

｢容
姿
絶
妙
れ
て
比
無
し
｡
其
の
艶
し
き
色
､
衣
よ
り
徹
り
て
晃
れ
り
｡
｣
と
あ
る
｡
こ
の

光
を
伴
な
う
二
人
の
人
物
を
描
写
す
る
場
合
に
微
妙
な
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
太
陽
神

(オ
ホ
ヒ
ル
メ

･
天
照
大
神
)
の
場
合
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は
､
た
だ
光

っ
て
い
る
だ
け
で
な
-
六
合
の
内

･
高
天
の
原

･
葦
原
中
国
と
い
っ
た
広
い
範
囲
を
光
で
み
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
単
に
美
女
を
形
容
す
る
場
合
に
は
た
だ
光
を
発
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
記
紀
の
段
階
で
は
双
方
と
も

光
る
こ
と
を
話
の
中
で
事
実
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
は
共
通
し
て
持

っ
て
い
る
｡

中
古
の
王
朝
物
語
の
宇
津
保
物
語
の
中
で
の
光
を
使
用
し
た
人
物
の
描
写
は
､
俊
蔭
の
娘
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で

｢十
二
三
に

0
0
0
0

な
る
年
､
容
貌
更
に
い
ふ
か
ぎ
り
な
し
｡
あ
た
り
光
り
輝
き
て
､
見
る
人
陰
き
ま
で
み
ゆ
｣
と
あ
る
｡
容
貌
の
美
し
き
の
程
度
と
し
て

旺
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
と
言
う
表
現
で
使
わ
れ
て
い
る
｡
も
う
こ
の
場
合
は
上
代
の
話
の
中
で
見
ら
れ
る
光
り
輝
-
人
物
の
表

現
の
よ
う
に
光
こ
と
を
事
実
と
し
て
描
き
､
実
際
に
光
り
輝
い
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
美
貌
の
程
度
の
甚
だ
し
い
こ

と
を
示
す
比
境
的
な
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
兼
雅
に
つ
い
て
も
俊
蔭
の
巻
に

｢玉
光
り
輝
-
撃
髪
子
の
御
馬
副
多

-
わ
た
り
給
ふ
.
｣
と
あ
り
､
以
下
仲
忠

･
忠
こ
そ
女

1
宮

･
犬
宮
に
つ
い
て
も

｢玉
光
り
輝
-
｣
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

｢玉
光
り
輝
-
｣
と
い
う
よ
う
に
玉
の
よ
う
に
光
る
と
い
う
比
境
的
表
現
と
し
て
､
も
う
す
で
に
こ
の
段
階
で
慣
用
化
し
て
い
る
｡
特

0
0

に
忠
こ
そ
･
女

一
宮
･
犬
宮
に
対
し
て
は
､
｢玉
光
り
輝
-
や
う
｣
と
い
う
表
現
が
頻
出
し
こ
の
美
貌
を
表
現
す
る
言
い
回
し
が
完
成
さ

注
4

れ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
｡
藤
田
加
代
氏
が

∃

か
が
や
-
』
主
人
公
と

『か
を
る
』
主
人
公
』
｣
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､

古
代
の
説
話
で
は
天
日
槍
や
豊
玉
姫
そ
し
て
日
の
神
の
御
子

(火
遠
理
命
)
に
は
日

(太
陽
)
と
か
が
や
き
と
玉
の
関
連
性
と
連
想
が

顕
著
に
見
ら
れ
る
｡
源
氏
物
語
の
光
り

･
か
が
や
-
人
物
､
光
源
氏

･
冷
泉
院

･
藤
壷
の
三
人
に
も

｢玉
光
り
輝
き
｣
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
藤
壷
の
こ
と
を

｢
か
が
や
-
日
の
宮
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
､
王
朝
物
語
の
中
に
も
古
代
の
説

話
世
界
に
見
ら
れ
た
玉

･
光
る

･
か
が
や
-

･
目

(太
陽
)
と
い
っ
た
連
想
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
発
想

を
基
に
し
た
美
貌
を
表
現
す
る
人
物
の
表
現
は
平
安
後
期
の
作
品
で
よ
り

一
層
完
成
さ
れ
た
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は

説
話
か
ら
物
語

へ
と
展
開
す
る
作
品
の
内
部
に
起

っ
た
変
化
に
伴
う
現
象
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
説
話
か
ら
物
語

へ
と
い
う
変
化
に
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伴
な
い
語
や
表
現
は
よ
り
具
体
的
に
な
り
事
実
か
ら
比
倫

へ
と
変
化
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡

夜
の
寝
覚
の
巻

1
で
は
幼
い
中
の
君
の
様
子
を

｢
こ
よ
ひ
の
月
の
光
に
も
お
と
る
ま
じ
き
ま
し
て
､
筆
の
琴
を
ひ
き
給
ふ
.
｣
と
言
っ

て
い
る
｡
巻
の
二
で
も
中
の
君
に
つ
い
て
､
｢
な
ほ
め
づ
ら
か
な
る
光
り
そ
ひ
給

へ
る
心
地
し
て
､
あ
さ
ま
し
き
ま
で
'
う
つ
-
し
げ
な

る
を
見
る
に
､
｣
と
あ
る
｡
巻
の
五
で
は
寝
覚
上
の
美
し
き
を

｢
か
ば
か
り
､
筋
ご
と
に
光
を
は
な
つ
や
う
に
て
'
う
ち
や
ら
れ
､
｣
と

髪
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
帝
が
寝
覚
上
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も

｢
ひ
か
り
か
か
や
-
な
ど
は
､
か
か
る
を
言
う
な
り
け

り
と
ぞ
み
え
し
｡
｣
と
あ
り
､
巻
の
二
の
ち
ご
の
君

(姫
君
)
の
こ
と
を
大
納
言
が

｢夜
光
り
け
ん
玉
は
か
-
や
｣
と
姫
の
顔
立
を
言

っ

て
い
る
｡

狭
衣
物
語
で
は
巻

一
に
狭
衣
の
姿
を

｢光
り
か
が
や
き
給
ふ
御
か
た
ち
を
ば
さ
る
物
に
て
､
心
は
へ
､
真
し
き
御
才
な
ど
は
､
｣
と
評

し
た
り
'
｢御
装
束
な
ど
立
ち
居
つ
-
ろ
い
給
ひ
て
､
い
だ
し
立
て
給

へ
る
に
､
又
､
今
日
､
光
さ
し
添
う
心
地
し
て
､
め
で
た
う
見
え

給
え
り
｡
｣
な
ど
と
あ
る
｡
巻
の
三
に
も
狭
衣
の
美
し
き
を

｢あ
た
り
苦
し
き
ま
で
光
り
輝
-
や
う
に
て
見
え
給

へ
ば
｣
と
い
っ
て
い

る
｡
狭
衣
物
語
に
な
る
と
外
見
に
関
し
て
は
装
束
や
立
居
ふ
る
ま
い
･
有
様
な
ど
に
つ
い
て
も

｢光
る
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
光

る
と
い
う
内
容
が
詳
細
に
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
'
外
見
以
外
の
心
ば

へ
や
学
問

の
才
能
な
ど
を
含
め
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
を

｢光

･
光
り
輝
-
｣
と
な
ど
の
表
現
で
現
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
え
る
｡
こ

注
5

注
6

の
よ
う
な
傾
向
は
浜

松

中
納
言
物
語
の
中
納
言
や
吉
野
姫
君

･
尼
姫
の
様
子
の
描
写
や
有
明
け
の
別
れ
や
と

り

か
へ
ば
や
物
語
の
表
現

に
も
見
ら
れ
る
｡
ま
た
､
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
宰
相
中
将
の
様
子
は
､
月
の
光
と
対
比
し
な
が
ら
表
現
す
る
方
法
を
使
っ
て
い
る
｡

以
上
､
平
安
後
期
の
物
語
の
中
で

｢光
る

･
光
｣
と
い
っ
た
容
姿
美
の
形
容

･
表
現
の
特
徴
は
容
姿
に
つ
い
て
は
単
に
美
貌
を
意
味

す
る
表
現
で
は
な
-
装
束
や
立
居
ふ
る
ま
い
･
髪
の
様
子
な
ど
よ
り
具
体
的
に
な
り
､
｢光
る
･
光
｣
は
象
徴
的
な
表
現
と
し
て
洗
練
さ

れ
､
月
影
な
ど
と
も
対
比
さ
せ
る
と
い
う
手
法
も
現
わ
れ
る
｡
そ
し
て
内
容
に
つ
い
て
も
才
能
や
心
ば

へ
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
も
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表
現
す
る
と
い
っ
た
傾
向
も
み
ら
れ
る
｡
｢光
る
･光
｣

と
い
う
容
姿
美
の
表
現
が
平
安
後
期
に
至

っ
て
表
現
範
囲
が
拡
大
し
た
こ
と
を

こ
れ
ら
の
用
例
は
示
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
比
喰
表
現

(光
る

･
光
)
の
表
現
範
囲
の
拡
大
は
､
歴
史
物
語
で
あ
る
栄
華
物
語
に
も

っ
と
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
｡

注
7

栄

華

物
語
で
は
白
い
色
と
光
を
重
ね
合
わ
せ
る
手
法
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
外
に
栄
華
物
語
の
こ
の
表
現
に
関
し
て
の
特
徴
と
し
て
は
､

威
勢
や
権
威

･
権
力
の
象
徴
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
｡
巻
三
十
九
の
布
引
の
滝
で
は
白
河
天
皇
の
御
幸
の
様
子

に

｢儀
式

･
有
様
･
こ
の
度
は
ま
し
て
今

一
際
光
添
ひ
て
響
き
て
人
ら
せ
給
ふ
｡
｣
と
あ
っ
た
り
､
巻
六
の
か
か
や
-
藤
壷
の
彰
子
入
内

の
場
面
な
ど
に
も

｢
こ
の
御
方
藤
壷
に
お
は
し
ま
す
に
､
御
し
っ
ら
ひ
も
､
玉
も
少
し
磨
き
た
る
は
光
の
ど
か
な
る
様
も
あ
り
､
こ
れ

は
照
り
輝
き
て
､
｣
な
ど
の
表
現
が
あ
る
｡
善
仁
親
王
の
様
子
に
も
や
は
り
､
単
に
美
し
い
と
言
う
の
で
は
な
-
親
王
の
前
途
が
洋
々
と

し
て
い
る
こ
と
を
言
う
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
､
光
る
人
物
の
系
譜
と
表
現
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
上
代
で
は
説
話
内
の
事
実
と
し
て
光
る
人
物
が

描
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
人
物
の
光
り
方
の
中
で
太
陽
神
に
関
連
す
る
人
物
の
光
り
方
は
竹
取
物
語
の
カ
グ
ヤ
姫
の
光
り
方
の
表
現

と
共
通
し
て
い
る
｡
今
昔
物
語
集
の
竹
取
で
は

｢笠
の
中
に

一
つ
の
光
あ
り
｡
｣
と
あ
り
､
こ
れ
は
主
人
公
の
女
自
身
が
光
で
あ
っ
た
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
カ
グ
ヤ
姫
が
難
題
を
出
し
求
め
た
品
物
は
光
る
物
で
あ
り
､
玉

･
火

･
日
を
意
味
す
る
存
在
で
あ
り
､

玉

･
火

･
日

･
光
の
連
想
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
｡
竹
取
物
語
で
は
今
昔
の
竹
取
よ
り
も
間
接
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
カ
グ
ヤ
姫
は

や
は
り
､
実
際
に
光
る
存
在
と
し
て
話
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
玉

･
火

･
光

･
日
を
求
め
た
存
在
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
｡
こ
こ
で
は
宇
津
保
物
語
以
降
見
ら
れ
た

｢光
る

･
光
｣

の
容
姿
美
の
比
喰
表
現
化
は
見
ら
れ
な
い
｡
つ
ま
り
竹
取
物
語
の

｢光

る

･
光
｣

の
表
現
は
事
実
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
説
話
的
な
使
わ
れ
方
と
言
え
る
｡
話
の
中
で
事
実
と
し
て

｢光
る

･
光
｣

が
使
わ
れ

な
-
な
っ
た
時
､
象
徴
化

･
比
喰
表
現
化
し
た
時
に
､
初
め
て
表
現
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
物
語
性
を
獲
得
し
物
語
化
し
た
言
う
こ
と
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が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢光
る

･
光
｣
と
い
う
表
現
は
前
述
し
た
よ
う
に
平
安
後
期
に
な
る
と
よ
り

一
層
顕
著
に
比
倫
表
現
と
し

て
完
成
さ
れ
細
部
に
わ
た
り
表
現
さ
れ
た
り
'
人
物
の
内
面
に
対
し
て
も
使
用
さ
れ
た
り
す
る
｡

一
方
美
的
表
現
と
し
て
は
光
と
色
彩

を
重
ね
た
り
す
る
方
法
も
行
な
わ
れ
る
｡
ま
た
'
権
力

･
権
勢
の
象
徴
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢光
る
･
光
｣
は
説
話
世

界
で
は
神
秘
的
事
実
の
表
現
で
あ
っ
た
が
'
物
語
世
界
で
は
事
実
と
し
て
で
は
な
-
'
こ
れ
を
合
理
化
し
た
形
で
比
喰
表
現
と
し
て
展

開
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
竹
取
物
語
は
そ
の
表
現
レ
ベ
ル
に
お
い
て
説
話
世
界
の
表
現
を
引
き
ず

っ
て
い
る
と
言
え
る
｡

脚

力
グ
ヤ
姫
の
正
体

光
る
物
を
求
め
る
竹
取
の
カ
グ
ヤ
姫
の
そ
の
光
り
方
は
太
陽
神
の
光
り
方
と
共
通
し
て
い
る
｡
彼
女
は

｢光
り
満
ち
て
､
け
う
ら
に

て
居
た
る
人
あ
り
｡
｣
で
あ
り
､
｢
か
ぐ
や
姫
'
き
と
影
に
な
り
ぬ
｣
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る
｡
単
に
光
だ
け
で
な
-
光
が
満
ち
る
存

在
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
影
と
い
う
光
り
方
が
彼
女
の
正
体

(姿
)
な
の
で
あ
る
｡
竹
取
物
語
の
構
成
も
光
る
物
を
求
め
'
光
の
有
無

が
真
偽
の
判
断
基
準
と
な
る
形
で
作
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
糸
口
と
し
て
カ
グ
ヤ
姫
の
名
前
と
影
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
少
し
考
え
て

み
よ
う
｡
竹
取
以
外
の
カ
グ
ヤ
姫
は
す
べ
て
天
上
に
帰

っ
て
い
る
｡
月
に
は
帰

っ
て
い
な
い
｡
前
述
し
た
よ
う
に
王
朝
の
観
月
の
宴
な

ど
の
行
事
が
反
映
し
た
結
果
の
変
形
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
で
は
玉

･
火

･
光

･
日
の
連
想
の
幅
の
中
に
彼
女
の
正
体
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
'
光
り
方
の
表
現
か
ら
考
え
て
も
太
陽
お
よ
び
太
陽
に
関
わ
る
神
話
的
人
物
で
は
な
い
か
?
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

帝
に
捕
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
時
カ
グ
ヤ
姫
は

｢
さ
と
影
｣
に
な
っ
た
と
あ
る
｡
こ
れ
は
彼
女
の
正
体
を
現
わ
し
た
描
写
と
考
え
ら
れ
る
｡

注
8

そ
れ
で
は
影
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
光
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
?
光
と
は
違
う
光
り
方
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
国

語

語
柔
史
研
究
会

で
発
表
し
た

｢古
代
の
光
感
覚
と
色
感
覚
-

カ
ゲ
を
中
心
に
-

｣
の
中
で
結
論
と
し
て
上
代
で
は

｢
カ
ゲ
｣
は
赤
系
統
の
色
彩
を
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注

9

ア
カ

タ
ロ

シ
ロ

ア
ヲ

伴
な
っ
た
光
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
｡
早
-
か
ら
佐

竹

昭
広
氏
が
上
代
日
本
語
の
色
彩
に
つ
い
て
｢
明

-
暗

｣

｢
顕

-

漠

｣

と

い
う
光
の
二
系
列
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
上
代
日
本
語
で
は
光
に
よ
っ
て
色
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
上
代
の
色
彩
語
は
光
感
覚
の
語
と
い
っ
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
す
る
な
ら
ば
光
感
覚
語
は
色
彩
感
覚
語
で
あ
っ
た
と

も
言
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
光
感
覚
の
語
で
あ
る

｢
カ
ゲ
｣
に
は
色
彩
感
覚
語
の
1
面
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
｡
万
葉
集
･
古
事
記
･
日
本
書
紀
等
の
上
代
の
文
献
の

｢
カ
ゲ
｣
を
検
討
し
た
結
果
'
｢
カ
ゲ
｣
は
赤
系
列

(黄
も
含
む
)
色
彩
を
伴

な
っ
た
発
光
や
光
を
意
味
す
る
語
と
し
て
上
代
人
は
捉
え
て
い
た
と
い
え
る
｡
カ
ブ
ヤ
姫
の
名
前
は
｢
カ
ガ
ヨ
ヒ
｣

･

｢
カ
グ
ッ
チ
｣

･
｢
カ

ギ
ロ
ヒ
｣

･
｢玉
カ
ギ
ル
｣

･
｢
カ
ガ
｣

な
ど
と
同
根
の
語
で
あ
る
｡
上
代
の
カ
ゲ
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
'
太
陽
に
向
い
面
す
る
方
向
を

影
面

(か
げ
つ
お
も
､
か
げ
と
も
)
と
言
い
｡
火
の
神
の
名
を
カ
グ
ッ
チ
と
言
い
｡
万
葉
集
の
歌
や
記
紀
の
歌
謡
の
中
に
も
特
に
赤
-

見
え
る
朝
の
光
や
夕
碁
の
光
を
朝
日
カ
ゲ

･
夕
日
カ
ゲ
と
言

っ
て
い
る
｡
枕
詞
で
あ
る
茜
さ
す
や
赤
ら
引
-
な
ど
の
存
在
｡
カ
ギ
ロ
ヒ

(陽
炎
)
も
や
は
り
光
り
か
が
や
-
朝
ヤ
ケ
･タ
ヤ
ケ
の
意
味
で
､
表
記
も

｢炎
｣

な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
被
枕
の
句
も

｢僚
｣

が
使
わ
れ
燃
え
る
と
い
う
意
味
を
現
わ
す
も
の
が
多
い
｡
こ
れ
ら
の
例
を
見
た
だ
け
で
も
上
代

｢
カ
ギ
｣

･
｢
カ
グ
｣
･
｢
カ
ゲ
｣
と
い
う

語
は
'
日

･
光

･
炎

㈹な
ど
と
関
連
が
深
い
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
ま
た
､
光
と
い
う
語
と
は
違
う
意
味
領
域
を

ア

ア

持
つ
光
り
方
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
上
代
で
は
明

け
と
赤

け
と
い
う
光
を
意
味
す
る
語
と
色
彩
を
意

味
す
る
語
が
未
分
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
､
影

(カ
ゲ
)
系
列
の
光
を
意
味
す
る
語
の
意
味
領
域
に
色
彩
語
と
し
て
の
性
格

が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
カ
ゲ
は
赤
系
列
の
色
彩
を
伴
な
っ
た
光
を
意
味
し
て
い
た
語
な
の
で
あ
る
｡
さ
て
､
カ
グ
ヤ
姫

0
0

の
名
前
に
話
を
も
ど
す
と
カ
グ
ヤ
姫
の
カ
グ
も
ま
た
､
日

･
光

･
炎

㈹と
い
う
赤
い
色
彩
を
伴
な
っ
た
光
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

カ
グ
ヤ
姫
が

｢き
と
カ
ゲ
｣

に
な
っ
た
の
は
彼
女
の
正
体
で
あ
る
赤
い
光
の
姿
に
な
っ
た
の
で
あ
り
'
日

･
光

･
炎

㈹に
関
連
す
る
彼

女
の
姿
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
関
連
し
て
説
話
の
中
に
見
ら
れ
る
カ
ブ
ヤ
姫
の
名
前
の
表
記
に
も

〓
疋
の
解
釈
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
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0
0

0
0

0

れ
る
｡
海
道
記
で
は

｢女
を
赫
突
姫
と
い
ふ
｡
｣
と
し
て
い
る
｡
聖
徳
太
子
伝
拾
遺
抄
で
も

｢此
名
ヲ
赫
焚
妃
｣
三
国
伝
記

｢赫
屋
姫
｣

0
0

古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
｢赫
突
姫
｣
な
ど
の
例
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
中
世
の
文
献
で
は
あ
る
が
名
前
の
用
字
に
も
カ
ゲ

(カ

グ
)
と
い
う
語
に
対
し
て
赤
い
色
と
言
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢赫
｣
は
も
ち
ろ
ん
火
が
ま
っ
か
に
か
が

や
-
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
カ
グ
ヤ
姫
の
正
体
は
や
は
り
太
陽
お
よ
び
太
陽
に
関
わ
る
神
話
的
人
物
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

㈲

竹
取
物
語
の
物
語
性

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
竹
取
物
語
は
表
現
に
お
い
て
も
､
内
容
に
お
い
て
も
説
話
的
で
あ
り
説
話
性
を
引
き
ず

っ
て
い
る
と

言
え
る
｡
そ
れ
で
は
こ
の
物
語
の
物
語
性
と
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
説
話
系
列
の
今
昔
物
語
集
の
竹
取
の
話
の
構
造
は
､

｢今
は
昔
､
口
天
皇
の
御
世
に
､
｣
で
始
ま
り
､
｢而
る
間

･
而
る
間

･
而
る
間

･
其
の
時

･
其
の
後
｣
と
い
う
時
間
の
羅
列
と
助
動
詞

｢
ケ
リ
｣
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
説
話
は
時
間
を
話
の
軸
に
し
て
事
柄
を
語
る
の
で
あ
る
｡
今
昔
の
結
び
に
も

｢此

0

る
希
有
の
事
な
れ
ば
､
此
-
語
り
博

へ
た
る
と
や
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
竹
取
物
語
の
カ
グ
ヤ
姫
の
昇
天
の
部
分
は

｢
ケ

リ
｣
と
い
う
語
り
の
枠
か
ら
開
放
さ
れ
､
説
話
世
界
の
枠

(時
間
を
基
軸
に
し
た
構
成
)
か
ら
も
開
放
さ
れ
て
い
る
｡
竹
取
物
語
と
今

昔
の
竹
取
の
大
き
な
違
い
は
翁
と
の
別
れ
の
部
分
に
は
っ
き
り
し
た
姿
勢
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
竹
取
の
カ
グ
ヤ
姫
の
昇
天

は
心
の
動
き

･
心
情
の
変
化
を
軸
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
｡
行
動
も
心
情
の
変
化
に
伴
な
っ
た
形
で
描
い
て
い
る
｡
竹
取
物

語
は
そ
の
最
終
場
面
で
や
っ
と
物
語
性
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
｡
カ
グ
ヤ
姫
の
昇
天
の
場
面
の
心
情
表
現
を
追

っ
て
み
る
と
カ
グ
ヤ
姫

は
月
を
見
て
最
初
は
､
｢常
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
｡
い
み
じ
-
泣
き
給
ふ
｡
｣
と
あ
る
が
､
翁
に
月
に
帰
る
こ
と
を
告
白
す
る



15

時
に
は
､
｢
い
た
-
泣
き
給
ふ
｡
人
目
も
今
は
つ
つ
み
給
は
ず
泣
き
給
ふ
｡
｣
と
な
る
｡
こ
こ
で
は
翁
に
対
し
て
も
心
遣
い
を
見
せ
る
よ

う
に
な
る
｡
別
れ
の
場
面
で
は
心
を
惑
わ
し
､
手
紙
を
書
き
地
上
に
残
す
人
々
に
心
を
配
る
カ
グ
ヤ
姫
の
心
情
や
行
動
が
次
々
と
描
か

れ
て
ゆ
-
｡
翁
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
｡
翁
は
理
由
も
判
か
ら
ず
泣
-
姫
を
心
配
し
､
告
白
さ
れ
て
か
ら
は
.｢泣
-
こ
と

か
ぎ
り
な
し
｣
と
い
う
さ
ま
に
な
り
老
化
す
る
｡
別
れ
に
際
し
て
は
､
｢心
惑
ひ
て
泣
き
伏
し
｣
別
れ
た
後
に
は

｢血
の
涙
を
流
し
て
惑

ふ
｣
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
つ
い
に
は
病
と
な
る
｡
こ
の
場
面
で
は
事
柄
や
時
間
の
推
移
が
物
語
を
展
開
さ
せ
て
は
い
な
い
｡
た
だ
カ

グ
ヤ
姫
と
翁

･
周
囲
の
人
々
の
心
情
の
動
き
や
変
化
､
そ
れ
に
伴
な
う
行
為
や
行
動
を
話
の
中
心
に
据
え
て
展
開
し
語
っ
て
い
る
｡
こ

れ
と
は
対
照
的
に

｢
ケ
リ
｣
と
時
間
を
話
の
中
心
に
据
え
て
事
柄
を
語

っ
て
い
た
車
持
皇
子
の
ウ
ソ
話
の
構
造
は
説
話
の
方
法
を
駆
使

し
て
い
る
と
言
え
る
｡
カ
グ
ヤ
姫
の
昇
天
は
心
情
を
基
軸
に
し
て

｢
ケ
リ
｣
や
時
間
の
枠
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

㈹

結
論

竹
取
物
語
は
そ
の
物
語
の
中
で
前
半
部
は
説
話
性
を
持
ち
つ
つ
構
成
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
た
｡
後
半
部

(特
に
昇
天
の
部
分
)
で
は

説
話
か
ら
物
語

へ
と
変
化
し
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
｡
源
氏
物
語
の
中
で

｢物
語
の
出
で
き
は
じ
め
の
祖
な
る
｣
と
言
わ
れ
て

い
た
竹
取
物
語
は
､
そ
の
内
部
に
説
話
性
と
物
語
性
を
共
存
さ
せ
､
昇
天
の
部
分
で
物
語

へ
と
変
化
し
た
物
語
な
の
で
あ
る
｡
話
の
変

化
を
説
話
か
ら
物
語

へ
と
い
う
流
れ
の
中
で
話
の
レ
ベ
ル
･
表
現
の
レ
ベ
ル
･
話
の
構
造
や
内
容
の
レ
ベ
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で

本
稿
は
捉
え
て
み
た
｡

注
1

日
本
古
典
文
学
大
辞
典

岩
波
書
店
刊
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物
語

･
説
話
の
項
目

研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
①
物
語
文
芋

研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
③
説
話
文
学

明
治
書
院
刊

注

2

中
秋
名
月
と

『竹
取
物
語
』

奥
津
春
雄

早
稲
田
実
業
高
校
研
究
紀
要

4

一
九
六
九
年
刊

注
3

平
安
朝
の
年
中
行
事

塙
書
房
刊

山
中
裕

第
二
章
秋
の
行
事
観
月
の
宴
の
項

注
4

r
ひ
か
る
』
『
か
が
や
-
』
主
人
公
と

『
か
を
る
』
主
人
公

高
知
女
子
大
国
文
l
'
藤
田
加
代

1
九
七
五
年
十
二
月
刊

他
に
も
湯
原
美
陽
子
氏
の
｢容

姿
美
に
表
れ
た

『光
』
の
系
譜
‖
古
事
記
に
み
ら
れ
る

｢光
の
美
｣
の
意
味
す
る
も
の
｣
ヵ
リ
タ
ス
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
19

一
九
八
四
年
刊
と

｢容

姿
美
に
表
れ
た

『光
』
の
系
譜
王
朝
物
語
の
主
人
公
に
み
ら
れ
る
光
の
美
の
示
す
も
の
｣
実
践
国
文
学
27

一
九
八
五
年
刊
な
ど
が
あ
る
｡

注

5

中
納
言
の
様
子
巻

一

｢
い
み
じ
-
用
意
し
給

へ
る
か
た
ち
あ
り
さ
ま
'
光
る
や
う
に
見
ゆ
る
を
｣
と
か

｢
さ
ま
か
た
ち
､
ま
こ
と
に
光
を
放

つ
や
う
な

る
を
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
も

｢気
高
-
け
う
ら
に
'
あ
た
り
も
光
る
心
ち
す
る
さ
ま
は
'
な
を
た
ぐ
ひ
な
-
思
ひ
出
で
ら
れ
tL

と
あ

る
｡
巻
四
で
は
尼
姫
の
様
子
を
細
部
に
わ
た
り
表
現
し
て
い
る
｡
｢
八
尺
の
御
ぐ
L
を
掻
き
垂
れ
て
'
色
々
の
御
衣
を
た
ち
重
ね
つ
つ
'
昔
な
が
ら
の

御
あ

り
さ
ま
に
ひ
き
つ
-
ろ
ひ
た
ら
ん
は
'
こ
の
項
今
を
盛
り
に
'
い
と
ど
い
か
に
光
を
放

つ
心
ち
し
て
､
目
も
あ
や
に
か
か
や
か
ま
し
｣
と
あ
る
｡

注
6

月
の
光
を
浴
び
て
い
る
宰
相
中
将
の
様
子
を

｢織
物
の
直
衣

･
指
貫
に
紅
の
艶
こ
ぼ
る
ば
か
り
な
る
を
脱
ぎ
か
け
て
'
い
と
さ
さ
や
か
に
見
ゆ
れ
ど
'

若
-
を
か
し
げ
に
て
'
月
影
に
光
る
ば
か
り
め
で
た
-
見
え
｣
と
あ
る
｡

注

7

巻
二
十
八
の
わ
か
み
づ
で
は
章
子
内
親
王
五
十
日
祝
の
場
面
で

｢白
-
お
は
し
ま
す
様
は
'
雪
に
光
を
そ

へ
た
ら
ん
様
に
ぞ
お
は
し
ま
す
｡
｣
な
ど
と
あ

る
｡
巻
二
十
五
の
み
ね
の
月
の
寛
子
の
様
子
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に

｢
た
だ
影
の
や
う
に
な
ら
せ
給

へ
る
も
の
か
ら
'
御
色
の
白
-
う
る
は
し
-
光
か
に
お

は
し
ま
す
｡
｣
と
あ
り
'
白
き
が
光
る
と
い
う
表
現
が
目
に
つ
-
｡

注
8

一
九
八
九
年
九
月
十
六
日
に
国
語
語
嚢
史
研
究
会
に
て
発
表
し
た
｡
｢古
代
の
光
感
覚
と
色
感
覚
-
カ
ゲ
を
中
心
に
-
｣
は
国
語
語
嚢
史
の
研
究
第
十

一

集
和
泉
書
院
刊
に
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
｡

注
9

国
語

･
国
文
第

24
巻

一
九
五
五
年
刊
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｢古
代
日
本
語
に
於
け
る
色
名
の
性
格
｣

佐
竹
昭
広

引
用
本
文
は
大
系
本
古
典
文
庫

･
群
書
類
従
等
を
使
用
し
た
｡

そ
の
他
参
考
文
献

｢竹
取
物
語
に
お
け
る

｢文
体
｣
の
問
題

阪
倉
篤
義

国
語

･
国
文
第
25
巻

一
九
五
六
年
刊

｢
か
ぐ
や
姫
の
本
質
に
つ
い
て
｣

三
品
彰
英

三
品
彰
英
論
文
集
三

神
話
と
文
化
史

7
九
七

一
年
刊

一
九
八
九

･
十

一
月
二
十
四
日
稿




