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谷

粂

一

古
代
に
於
け
る
語
部
の
か
た
JEh
方
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
'
そ
れ
は
今
日
よ
く
わ
か
っ
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
~
平
安
時
代
の
北
山

抄
や
匡
房
の
江
蒙
次
第
に
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
語
部
の
か
た
-
方
が
､

｢
其
青
似
>
成
文
渉
二
歌
聾
TJ
亡
あ
-
'

軌
と
は
何
を
意
味
す
る
か

こ
れ
ま
た
よ
-
わ
か
ら
な
い
も
の
の
~
は
が
ひ
と
も
敵
詞
の
意
と
も
解
さ
れ
る
｡
ほ
が
ひ
人
の
や
う
に
或
は
融
詞
の
や
ぅ
に
調
子
づ
け
､

と
こ
ろ
ん
～
を
歌
の
聾
の
や
う
に
語
っ
た
も
の
ら
し
い
｡
つ
ま
り
'
拝
情
的
要
素
の
多
い
部
分
は
歌
ひ
､
叙
事
的
要
素
の
方
は
句
読
を
き

ち
ん
き
ち
ん
と
切
っ
て
律
調
的
に
と
な

へ
た
の
で
は
あ
る
ま
S
か
と
息
は
れ
る
｡
つ
ま
り
語
部
の
カ
ク
リ
.n
ト
は
全
体
的
に
調
子
を
帯
び

た
コ
イ
キ
ヤ
ア
ル
で
な
い
叙
述
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
へ
る
｡

1
体
日
本
人
些
刃
釆
今
の
や
う
に
話
す
と
い
ふ
と
と
は
出
水
な

か
っ
た
も
の
で
'
オ
シ
ャ
ベ
サ
紘
忌
む
行
為
で
あ
っ
た
｡
貴
人
の
面
前
な
ど
で
改
め
て
物
を
い
ふ
と
き
は
調
子
も
語
童
も
自
然
と
向
ま
っ

~■

て
､
歌
の
言
葉
に
近
S
も
の
と
な
つ
た
ら
し
S
｡
土
佐
日
記
に

｢
舟
と
く
漕
げ
'
日
の
よ
き
に
｣
と
催
せ
ば
揖
取
舟
子
ど
も
に
い
措
く
'

｢
御
舟
よ
り
仰
せ
給
ふ
な
り
｡
あ
さ
ぎ
た
の
出
･で
束
ね
さ
き
に
綱
手
打
や

引
け
｣
と
い
ふ
｡
こ
の
詞
の
歌
の
や
う
な
る
は
揖
取
の
お
の
づ
か
ら
の
詞
な
り
｡

と
あ
る
｡
と
か
く
改
っ
た
他
所
ゆ
き
の
青
葉
に
は
調
子
づ
き
調
子
づ
く
と
歌
言
葉
に
近
づ
く
'
そ
れ
が
カ
ク
リ
.n
I
の
叙
述
で
あ
っ
た
!
.

寮
蟻
し
た
と
こ
ろ
は
節

_を
つ
け
て
歌
ふ
や
う
に
語
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
カ
ク
リ
.n
t
の
系
統
か
ら
遠
く
糸
を
ひ
-
今
日
の
民
辞
で
も
､
ま

｢.1
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ヽ
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だ
か
か
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
意
識
せ
す
ぎ
も
侍

へ
ら
れ
て
ゐ
T
t

｢
む
か
し
む
か
し
そ
の
む
か
し
｣
ビ
調
子
づ
け
た
り
或
る
時
に
は
歌
っ
て

ゐ
る
の
か
と
息
は
れ
る
や
う
な
の
さ

へ
あ
る
｡
と
の
や
う
な
調
子
に
乗
づ
た
約
束
的
な
語
が
昔
話
に
は
ま
だ
侍
森
さ
れ
て
ゐ
た
｡
か
う
し

た
律
調
的
寧

ア
ク
ニ
ッ
ク
が
カ
タ
サ
文
垂
に
侍

へ
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
'
語
物
の
系
統
の
軍
記
物
語
に
七
五
調
の
や
う
な
調
子
に
乗
っ
た
詞

章
が
必
中
挿
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
ふ
｡

.

事
資
力
ク
ワ

.コ
ト
の
口
諭
的
要
素
を
比
較
的
記
銀
し
て
ゐ
る
と
息
は
れ
る
古
事
記
､
出
畢
風
土
記
な
ど
の
文
辞
を
見
る
と
'
カ
タ
タ
と

し
て
の
律
調
的
な
要
素
を
多
分
に
見
出
す
の
で
あ
る
｡
例

へ
ぽ

散
財
詔
二
天
津
日
子
番
能
適
々
塾
命
]
而
.
#
T克

之
石
棺
T
.
押
二
分
天
之
F<
重
多
郎
書
】
而
.
伊
都
能
㌧甜
和
肢
知
和
肢
q
lo
於
二
実
存
橋

】｡
宇
朕
土

産
理
蘇
理
多
々
斯
亘
｡
天
三
降
坐
千
二
竺
紫
日
向
之
高
千
穂
之
久
+
:布
涜
多
気
T｡
故
爾
犬
忽
日
命
.
天
津
久
米
命
O
二
人
政
二
負
天
之
石
靭
T｡

琴

】

凧
頚
椎
之
大
刀
1
O
琴

海

天
之
紋
士
弓
山｡
幸
二
挟
H<
之
養
成
見
失

T.
事

由

前
1
而
仕
奉
｡

′

な
ど
は
､
古
事
記
と
し
て
も
最
も
重
要
な

1
で
あ
る
天
孫
降
臨
で
あ
る
か
ら
'
恐
ら
-
神
聖
な
カ
ク
ワ
.コ
ト
と
し
て
重
要
成
し
､
出
奔
る

だ
け
忠
茸
に
文
字
に
移
し
た
も
の
と
思
ふ
｡
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
を
純
藻
文
体
に
表
現
し
た
日
本
書
紀
の
本
文
ビ
比
較
し
て
見
れ
ば
カ
タ
y

tn
ト
の
型
が
旺
㌔

想
像
し
得
た
の
で
あ
る
｡
書
紀
を
見
る
七

こ
こ
が
極
め
て
平
明
な
簡
潔
な
文
と
な
っ
て
'

皇
孫
#
]一天
磐
序
T
｡
且
排
二
分
天
八
重
宅
1G
稜
成
之
遺
別
々
々
而
｡
天
二
降
於
日
向
襲
之
高
千
穂
峯
T英
O
既
而
皇
孫
逆
行
之
状

也
者
｡

則
自
二
横

目
二
上
天
啓
橋
T
｡
女
〓
於
浮
渚
在
平
処
1｡
而
脊
宍
之
空
閉
｡
日
二
頓
丘
]
寛
レ
閉
行
去
｡
到
丁込

吉
田
長
屋
笠
挟
之
崎
】
英
｡

と
あ
る
｡
併
し
ょ
-
見
る
と
'
如
何
に
出
束
る
限
.Je
t鈍
漢
文
化
し
ょ
う
と
望
ん
で
も
'
カ
タ
,
.コ
ト
の
調
子
の
全
部
は
胡
詩
す
る
こ
と
が

不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

｢
稜
威
之
道
別
々
々
而
｣
の
詞
章
な
ど
の
残
存
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ク
リ
tn
ト
の
本
布

の
詞
章
が
窺

へ
た
わ
け
で
あ
る
'
こ
こ
を
古
事
記
で
は
更
に
詳
し
-

韓
二
大
之
石
位
T

ヽ

実
の
石
拓
を
韓
れ

(
て)
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ヽ

押

二分
天

之入喜多
灘
苧

而
ヽ

伊

都
能

知和肢知和

披
き

ヽ

於
二
天
浮
橋
一
｡
宇
肢
士
摩
理
蘇
艶
多
々
斯
弓
一

天
三
隆
盛
千
二
竺
#
'日
向
之
高
千
穂
之
久
士
布
溝
多
束
T

犬
の
八

乗
多

邦
葦
を
押
分
け
て

ヽ

稜
威
の

道
分

き
道
分
き
て

･p
O
Lま

ヽ

q<
の
浮
橋
に

幹
括
り
そ
り
立
た
し
て

筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
接
鰯
之
峰
に
天
降
り
坐
し
き

'

●

亡
書
紀
に
見
え
た
部
分
は
殊
竺

字

1
晋
に
表
し
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
'
そ
れ
だ
け
に
カ
ク
リ
･n
ト
の
姿
は
窺

へ
た
わ
け
で
あ
る
｡

旬
の
長
湾
が
略
定
ま
-
'
句
読
を
き
ち
ん
き
ち
ん
と
切
っ
て
コ
ロ
キ
丁
ル
で
な
S
叙
述
､
こ
れ
が
カ
タ
,
の
特
質
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の

反
覆
が
重
畳
し
て
頗
し
出
さ
れ
る
律
調
兼
は
明
か
に
背
離
又
は
木
酢
に
侍
東
さ
れ
た
形
そ
の
も
の
を
残
し
た
の
に
近
い
こ
と
は
間
違
ひ
た

S
｡
天
石
屋
戸
の
章
も
カ
タ
p
tn
ト
か
ら
い
へ
ば
'
い
ふ
ま
で
も
な
く
重
要
な
侍
東
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
が
,
そ
と
を
古
事
記
で
は

●

科
二
表

命
.
'
令
レ
作
.J八
尺
勾
租
之
富

津
之
御
篇

流
と
株
高

'
召
二
天
党
員
命
布
刀
芸

.
鞘
濯

雛
躍

掛
,
内
二
莞

香
山
孟

宝

之

●

●

肩
需

'

撃

天
香
山
之
天
之
警

晶

蒜

響

酔
,
令
二
占
合
藍

邦
学

芸

鞄

四
~
霊

山
孟

胃
津
-

木
英
-捉
許
士
翼

士
串

が
等

於
二
上
枝
一
,
坂
-

尺
勾
撃

富

津
之
御
須
歪

M

l
･
於
二
中
枝
.,

芸

八
尺
鏡

欄
鞄

-
｡
云
二
於
二
下
枝
一宣

衰

＼

寄

書

等

苧

軌

矧
撃

至

.

ど
あ
る
｡
そ
れ
を
訓
読
し

て

お
旺

●

玉
絶
命
に
科

せ

(て)

ま
が
た
ま

八
尺
の
勾
穂
の
五
首
津
の
御
領
庶
流
の
珠
を
作
ら
し
め
て

●

天
見
屋
命
'
布
刀
諾
命
を
召
び
て

0
0
0
0

.

HL
の
香
山
の
寅
康
男
の
肩
を
内
政
に
故
き
て

･
r
二
･

.,-

.

.
I.
･
&

;
]
/

(
.

.
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:
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犬
の
香
山
の
犬
の
茨
好
適
を
振
り
て

･'Lワ

●

占

合

へ
ま
が
..Ij
旺
し
め
て

0

0

0

0

天

の

香

山

の
五
百
普
遍
堅
木
を
取
こ
'J
に
こ
じ
て

△

△

ム

<

<

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

●

上

枝

に

八

尺

の
勾
地
の
五
百
津
の
御
領
肺
流
の
.LP
を
取

り

背
け

(
lJ
)

△
△
△

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｡

中
核

に

八
尺
琴
を
取
り
繋
け

(
て
)

△

△

ム

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
｡

下

枝

に

白
市
寸
手
､
苛
丹
寸
手
を
取
り
寮
で
て

16- ･u.I＼･.-1盲

Tl;W書芸腎芸琵㌣
rrノ′

と
私
案
に
依
っ
て
十
行
に
分
け
て
見
る
と
'
切
口
上
式
な
長
さ
を
定
め
句
講
を
き
ち
ん
ノ
＼
ビ
切
っ
て
叙
述
し
て
行
-
カ
ク
リ
の
型
が
現

れ
て
-
る
.｡
各
行
が

一
字
｣
音
に
書
か
れ
て
ゐ
る
か
'
そ
の
行
に

一
々
読
み
方
の
注
が
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
､
如
何
に
注

意
し
て
訓
ま
な
分
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
朗
で
あ
る
か
が
わ
か
る
の
で
あ
-
､
ま
た
そ
れ
だ
け
に
重
要
な
個
所
で
あ
っ
た
と
も
S
へ
た
の
で

あ
る
｡
此
虚
も
よ
-
見

る
と
､

｢
天
香
山
之
虞
男
鹿
之
角
｣

｢
天
香
山
之
天
之
淡

々
加
｣

｢
天
香
山
之
五
百
津
賞
賛
木
｣
と
同

一
構
成
の

対
句
を
重
ね
て
音
調
を
整

へ
た
り
､

｢
於
二
上
枝

】取
著
-
｣

｢
於
二
申
枝
]取
繋
･･･｣

｢
於
二
下
枝
]取
垂
-
｣

ビ
同

1
型
の
句
を
反
復
し

∫

た
り
L
で
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
の
句
の
終
り
が
'

｢
取
り
着
け
て
｣
で
あ
り
'

｢
取
り
繋
け
て
｣
で
あ
っ
て
.
助
詞
テ
の
反
覆
重
昼
の
修
辞
法

か
ら
な
る
の
で
あ
ら
う
と
息

ーは
れ
る
の
は
､
こ
の
同

1
型
の
最
後
の
句
に

｢
而
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
小
へ
る
ビ
息
は
れ

る
｡
同

様

｢
科
壷

組
命

.J
も

｢
玉
組
命
に
離

せ
て
｣
だ
訓
む
べ
き
誓

次
に

｢
召
二
天
見
屋
命
布
刀
王
命
L
tE
｣

と
あ
る
形
か
ら
も
嚢

へ
る
｡

全
体
的
に
見
て
助
詞
テ
の
反
覆
に
よ
る

一
種
の
脚
韻
の
如
き
働
に
よ
り
音
調
を
峯

へ
る
に
役
立
っ
て
ゐ
る
｡
テ
は
文
法
上
は
並
列
を
現
す

健
件
準
の

1
と
い
ふ
け
れ
ど
も
､
カ
タ
サ
tn
ト
に
は
崖

々
畳
ん
で
用
ゐ
ら
れ
る
有
力
な
表
現
仕
方
の

1
で
あ
っ
て
'
出
雲
風
土
記
の
囲
引

l

の
神
話
の



拷
会
志
鍾
紀
之
小二
埼
英

国
之
飴
有
耶
見
者

■

閉
之
飴
有
詔
而

●

童
女
駒
組
折

取
而

●

大
魚
之
友
太
衝
別
而

●

波
多
額
々
貢
横
板
別
而

●

三
日
之
綱
打
桂
而

霜
黒
葛
国
々
耶
々
爾

河
糖
之
毛
々
昏
々
呂
々
爾

関
々
茶
々
引
釆
珪
図

八
倍
米
支
豆
乃
御
埼

_

1

.8

樗
会
意
遮
紀
の
三
崎
を

閥

の
飴
あ
り
ゃ
と
見
れ
ば

●

園
の
飴
あ
り
と
詔
り
給
ひ
て ●

童

女
の
胸
組
取
ら
し
て

●

大
魚
の
鰭
衝
き
別
け

て

幡
薄
穂
振
り
別
け
て

●

三
技
の
網
打
ち
掛
け
て ●

需
異
宕

絞
る
や
繰
る
や
に

河
賠
β
も
そ
ろ
も
そ
ろ
に

開
架
国
衆
と
引
き
衆
徒
へ
る
園
は

八
橋
米
杵
築
の
御
崎

な
り

の
対
句
脚
確
の
反

撃
真
昼
の
中
に
も
見
る
と
と
が
的
乗
る
.
殊
に
こ
り
風
土
記
の
1
節
は
緯
い
て
北
門
任
侠
之
困
､北
門
艮
波
カ
国
.高
志

之
都
々
乃
三
埼
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
国
を
引
い
た
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
場
合
も
そ
れ
ぞ
れ
皆
右
の
と
全
く
同
嗣
章
の
繰
返
し
を
し

て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
ー
カ
ク
リ
.Tl
ト
そ
の
ま
ゝ

が
相
当
忠
賓
に
記
鎖
さ
れ
た
も
の
i
)考

へ
ら
れ
る
｡
そ
の
中
に
や
は
り
助
詞
テ
の

重
塵
す
る
試
た
見
る
こ
亡
は
並
列
'
段
件
法
以
外
に
今
迄

の
規
範
文
法
以
前
の
テ
の
職
能
を
考
へ
L･t
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
妊
な
い
か
｡

ち
ゃ
う
ど
今
日
で
も
人
に
よ
る
と
話
に
調
子
づ
-
･場
合
ー
や
た
ら

｢
さ
う
し
て
｣

｢
さ
う
し
て
｣
と
蓮
華
し
た
カ
ー

｢
･･･に
よ
っ
て
･･･に

ょ
っ
て
-
こ

と
重
ね
込
む
人
を
見
受
け
る
｡
何
か
そ
の
折
は
話
に
律
調
味
さ
へ
感
す
る
の
で
あ
っ
て
'
助
詞
テ
の
職
能
も
全
-
同
じ
範
喝

に
屠
す
べ
き
'
つ
ま
り
文
章
語
で
は
改
-
口
頭
に
用
ゐ
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
助
詞
テ
は
今
日
で
も
種
々
の
間
超
を
も
っ
て
ゐ

17
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る
｡
｢
-
し
て
下
さ
と

の
や
う
な
場
合
の
テ
は
動
詞
に
掩
う
て
名
詞
化
す
る
役
目
を
な
し
て
ゐ
る
.
庶
民
物
語
の
テ
の
用
例
は

｢
榛
の
細

●

●

■

長
に
艶
や
か
な
る
掻
練
と
り
添
へ
て
紘
姫
君
の
御
料
な
り

(玉
W
)
｣
｢
臥
し
て
も
起
き
て
も
涙
の
干
る
問
な
く

(観
法
)
｣
の
や
う
に
名
詞

此
す
る
の
が
あ
っ
て
今
日
よ
れ
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
名
詞
化
す
る
テ
は
占
代
の
託
宣
の
言
葉
が

ま

っ

L
る

し

好
く
我
が
前
を
沈
め

奉

ら
ば
我
こ
1
に
葺
き
験
を

出
し
て

ひ
ひ
ら
ぎ

旺
こ

比

比

丘

木

の
八
尋

枠

根

底
附
か
ぬ
閥

を
ご
め

主
上

鎮

子

の
眉

引

き
の
図

く

し
げ

十五
匝

か

け
や
く
閉

苫
杜
宝
あ
る
白
会
新
羅
の
詞
を

I)'])=

丹
波
も
ち
て
平
伏
け
賜
は
む

ビ
播
磨
風
土
記
逸
文
に
見
え
る
や
う
に
名
詞
を
羅
列
し
て
行
-
.
こ
の
や
う
な
例
は
記
紀
を
通
じ
て
い
-
つ
か
奉
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
が

.1L

こ
の
解
り
に
く

い
荘
重
な
し
か
も
漂
砂
た
る
表
現
こ
そ
カ
タ
リ
ゴ
ト
系
列
の
古
形
で
あ
る
こ
と
を
想
ふ
時
'
何
か
こ
の
名
詞
化
す
る
テ
に

遠
い
時
代
の
面
影
が
残
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ほ
れ
る
の
で
あ
る
｡

･

と
に
か
-
助
詞
テ
は
文
章
語
で
な
-
'
律
調
味
を
帯
び
さ
せ
る
作
用
を
な
す
口
頭
語
で
あ
っ
た
.
従
っ
て
和
歌
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

少
い
｡
流
石
に
歌
よ
み
は
他
の
語
と
異
る
気
分
を
敏
感
に
察
し
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
｡
無
名
抄
に
あ
る
有
名
な
話
と
し
て
ー
基
俊
'
俊
鶴

ヽ

の
.71人
が
張
合
っ
て
ゐ
た
頃
'
陪
財
上
人
の
虚
で
俊
相
が

｢
秋
の
碁
の
心
｣
と
い
ふ
題
に

｢
明
け

山
と
も
狗
秋
風
の
音
信
れ
て
の
べ
の
け

し
き
よ
面
が
は
り
す
な
｣
と
い
ふ
歌
を
作
っ
た
｡
名
は
隠
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
ー
俊
続
だ
悟
っ
た
基
俊
が
難
じ
て

｢
5
か
に
も
歌
は
こ
し

ヽ

の
句
の
す
ゑ
に
'
て
文
字
す

へ
つ
る
に
'
は
か
ば
か
し
き
事
な
し
ー
さ

▲
へ
て
い
み
じ
-
き

▲
に
く
き
物
な
り
｣
と
テ
の
字
の
あ
る
の
む

非
難
し
た
｡
俊
報
収
何
と
も
い
は
な
か
つ
た
が
'
其
の
座
に
ゐ
た
琳
腎
が
'

｢
そ
の
讃
歌
こ
そ
'

1
つ
お
ぼ
え
侍
れ
｣
だ
反
駁
し
た
と
こ

-18
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ろ｢SでSで乗性らん｡よもよろしを歌にはあらじ｣といつたのに'保守瀧の基俊にとつては軸とも尊巣する紀貫之..Q｢さくら散る木の下風はさむからで｣と｢はてのて文字をながながと詠じ｣たのでこれには基俊はすっかり参った

●

といふのである｡この場合は基俊は負けてはゐるが~保守派で古雅の侍銃を重んずる彼の如き歌人に亡つては､テが歌言葉として｢5みじ′＼き▲にくき｣耳障りする語であづたことは5へたのである｡それだけに1方からいへば口頭語であったと認むべきであらう｡殊にテを重塵して行-､のはどうしても口頭語としての美であって'文章層としての

美ではあり得ない｡無名草子の中に｢うきなみ物語｣を批評した保に

またたかのぶの作りたるとて'うきなみとかやこそ.殊の外に心入れて作りけるほど見えて'あはれに侍れど､そもなどか､･

ヽヽヽヽヽヽ

ことばづかひなどてつゞけにて'いと心ゆきて覚え侍らず

とある｡散伏した物語故よ-わからないが~続け方が助詞のテを用ゐるとどが多過ぎるのが文章体として面白くない

と難じたものらしい｡また瀕氏物語青木に見える漠単著の娘の言葉として有名な合話の箇所に

ふb?).TJくねもru･つやく｡.

月頃風病霊きに堰へかねて.趣熱の革率を服していと臭きによりて'なむえ対面賜はらぬ

といふのがある｡極端な例であるだけに作者だしてはこの食詰体には殊史と注意して描いたものと思ふ｡そこに右のやうにこのテ文字の多く見えるのは'やは-かかる低い身分の者が改まって物を言ふとき自然口頭に多く見えたこと堅不してゐる｡それにしても日本にはカクリごとそのものの純粋な記録は飴少にもない｡女章語と口頭語亡の問題はかか皇息味に於てなかなか調べに-いが'皇町時代耶蘇合畢林から出た｢天茸本平家物語｣は当時平家物語が琵琶串師達によって語られてゐた様子を充分に残してゐる点甚だ貴重な資料なのであるが'それは大体の篇次を流布本に依ってゐる.右馬之允~書1枚校ふたりの対話風の口語体で編まれ'右馬之允がまき方で菩1桧校がカタルのであるが
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AJ
の
后
托
丁
度
笑
め
ば
､
百
の
射
生
ず
る
ほ
ど
の
美
人
で
あ
っ
た
に
よ
っ

て
.
脚
立
う
れ
し
い
こ
と
に
し

て
そ
の
事
と
.は
う
常
に
蜂
火
を
あ
げ
ら
れ

●

た
に
よ
っ
て
'
皆
人
馳
せ
集
れ
ど
も
何
事
も
な
け
れ
ば

と
語
り
手
の
語
る
地
の
文
に
は
'
此
虚
ば
か
-
で
収
な
く
テ
の
反
覆
は
目
立
つ
の
で
あ
る
｡
こ
こ
を
流
布
本
に
見
る
と

(伝
)

一
度
笑
め
ば
百
の
姫
有
け
り
0
酔
王
是

を
嬉
し
き
事
に
L
絶
て
'
其
事
と
な
く
寓
に
蜂
火
を
揚
げ
給
ふ
｡
諸
侯
水
に
怨
な
し
.

ど
な
っ
て
助
詞
タ
は

1
個
所
見
え
る
だ
け
で
あ
る
｡

或
は

｡

1)せ
ん

｡

●

●

さ
う
あ
っ
て
'
忠
盛
ほ
御

前

で
舞
ほ
れ
て
ご
ざ
っ
た
れ
ば
'
公
卿
達
が
こ
の
人
を
あ
ざ
け
っ
て
'
拍
子
を
か
へ
て
伊
勢
瓶
子
ほ
酔
瓶

な
り
と
云
う

て

●

は
や
さ
れ
て
ご
ざ
っ
た
｡

と
い
ふ
と
こ
ろ
が
流
布
本
に
は

●

忠
盛
又
御
前
の
召
し
に
舞
抹
れ
げ
る
に
'
人
々
相
子
を
か
へ
て
伊
勢
板
子
性
酢
瓶
な
り
と
ぞ
は
や
さ
れ
け
る
O

と
あ
っ
て
僅
か
テ
の
使
用
が

1
個
所
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
五
個
所
と
な
っ
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
語
る
た
め
に
紘
如
何
に
助
詞
テ
の

使
用
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
と
思
は
れ
る
｡
こ
の
テ
の
反
覆
重
垂
す
る
表
現
法
は
文
章
法
か
ら
い
へ
ば
ー
決
し
て
巧
な
も
の

と
紘
い
へ
な
い
｡
人
に
よ
っ
て
は
不
快
を
感
ず
る
で
あ
ら
う
｡
け
れ
ど
も
そ
の
助
詞
テ
の
含
む

1
句

1
旬
を
切
口
上
式
に
相
手
に
得
心
さ

せ
て
行
く
や
う
に
活
用
す
る
カ
ク
リ
Tn
ト
特
有
の
禽
話
体
の
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
抑
揚
が
あ
る
か
ら
別
に
テ
が

連
携
し
て
も
嫌
味
に
は
感
じ
ら
れ
す
'
却

っ
て
調
子
づ
い
て
聴
く
者
に
は
響
く
の
で
あ
る
｡
記
録
は
新
し
い
が
'
八
丈
島
の
八
郎
為
朝
侍

詮
の
根
接
と
な
っ
て
ゐ
る
か
と
息
は
れ
る
益
女
の
カ
タ
サ
ゴ
ト
が
あ
る
｡
往
昔
の
カ
ク
リ
tn
ト
も
か
く
も
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
､
そ
の
カ
ク
ワ
tn
･L
の
中
で
も
最
も
感
銘
深
い
胎
戦

の
と
こ
み
の
侍

へ
が
､

;

._30._
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0
0
0
0

E
I細
の
高
地
申
す
と
て

0
0
0
0

上
繭
玉
ぜ
ん
た

て

(
で

?)
申
し
出
す

●

十
や
三

人
と
申
し
で
は

0
0
0
0

京
の
殿

ま
で
申
し
出
す

7
1
は

(
日
本
)
の
撃

え
か
も
う
い
け
や

(
り
･)

二
ほ
の
か
.た
き
の
寄
せ
来
れ
や

,

●

千
ぞ
う
小
舟
を
押
し
浮
け
て●

夜
の
ま
忍
び
て
や
さ
し
や
な ●

山
ほ
う
し
の
び
て
や
さ
し
や
な

●

共
に
L
く
れ
て
や
さ
し
や
な ●

水
無
き
島
え
馳
せ
つ
け
て

●

人
見
の
石
に
腰
か
け
て

●

水
に

か
ら
れ

て
こ

い
か
れ
て

●

抹
た

き
り
お
れ
て
は

た
き
か

(
9
･
)

中
の
AJ

L
ま
の
水

と
り
て

･

君
が
ぞ
う
ふ
と
あ
け
ち
も
の
…
三

と
こ
れ
ま
た
常
に
反
覆
菜
塾
し
て
行
-
修
辞
法
を
用
ゐ
'
音
調
を
垂

へ
て
ゐ
る
｡

反
覆
し
て
行
き
な
が
ら
少
し
づ
･
撃

へ
て
行
く
｡

殊
に

助
詞
テ
に
よ
る
重
畳
の
事
は
よ
-
古
事
記
や
風
土
記
の
持
味
に
類
似
し
て
ゐ
る
｡
か
う
し
た
盛
り
上
り
せ
り
上
っ
て
積
ま
れ
て
ゆ
く
重
畳

の
調
子
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
時
は
限
か
な
い
律
調
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡

21∵
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規
泰
民
間
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
昔
革
に
も
'
よ
き
停
乗
者
達
は
か
か
る
カ
ク
リ
tn
ト
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
を
意
識
せ
や
と
も
日
然
に
保
持
し
て

ゐ
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
最
近
に
出
た
岩
倉
市
郎
氏
の

｢
蒲
原
郡
昔
話
｣
の
中
に
は
岩
倉
氏
の
絶
大
な
努
力
に
よ
っ
て
速
記

を
も
っ
て
侍
東
者
の
カ
タ
ル
そ
の
ま

ゝ
の
口
渇
L
が
保
存
さ
れ
た
二
つ
の
話
が
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
1
の

｢
か
ち
-
1
山
｣
を
見
る

と
,
.
そ
の
語
り
出
し
が

●
●
●
●

●
●
●
●

爺
さ
と
導
き
が
あ
っ
た
て
ん
が
の
'
雪
が
長
う
降
ら
な
い
で
ゐ
た
ん
だ
ん
が
'爺
さ
山

へ
-

所
木
山

へ
木
切
り
行

っ
た
て
ん
が
の
'
さ
う
し
て
ま
あ

●

●

●

切
っ
て
ゐ
た
処
が
猪
が
田
て
来
て
'
木
の
た
つ
こ
つ
に
上
っ
て
'
爺
さ
あ
の
木
の
切
り
や
う
爺
fL･あ
の
木
の
切
り
や
う
と
言
う
て
笑
ふ
の
で
'

爺
さ

●

●

●

●

●
●

●

●

●

が
業
焼

い
て
'
芹
か
つ
ね
で
追
う
て
行
け
ば
逃
げ
て
行
く
て
ん
が
'
さ
う
し
て
何
厚
も

--
爺
さ
を
笑
ひ

-
1
し
て
ほ
っ
か
け
れ
ば
逃

げ
て
行
く
て

●
●
●

ん
が

の

と
語
ら
れ
て
ゐ
る
｡

｢
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
｣
の
嵩
の

｢
あ
っ
た
て
ん
が
の
｣
を
時
折
挿
ん
で
調
子
Jだ
と
と
の
へ
る

7
万
-
助
詞
テ

を
連
績
し
て
カ
ク
ワ

の
旬
調
を
調

へ
て
ゐ
る
の
が
窺
捻
れ
る
｡
更
に
こ
れ
よ
り
先
の
部
分
を
見
る
と

1
官
目
立
っ
て
テ
が
反
覆
重
畳
し
て

ゐ
る
｡

●

●

●

さ
う

し
て
置
い
て
木
を

タ
コ
ン
-

と
伐
っ
て
ゐ
た
処
が
'
約
万
知
ら
ん
で
其
処

へ
飛
上
っ
て
､
叉
や
っ
ぱ
り

爺
さ
あ
の
木
の
切
り
や
う
と
芋
‥う
て

●

●

爺
さ
を
馬
庫
に
L
た
と
い
の
.
今
度
ほ
ほ
た
い
て
呉
れ
よ
う
と
思
う
TJ
･

y
の
/
＼
と
･賢
:う

て
,
斧
た
が
,ズ
て
行

っ
た
処
が
-

勿
論
か
か
る
.カ
タ
サ
方
が
ー
昔
な
が
ら
の
重
き
姿
と
.は
い
へ
な
い
に
し
て
も
'
そ
の
冒
ひ
廻
し
の
中
に
於
け
る
助
詞
テ
の
重
鎮
振
り
扶
義

に
掲
げ
た
諸
例
と
対
比
し
て
'
カ
ク
リ
.n
ト
に
如
何
に
必
要
な
用
語
で
あ
っ
た
か
が
想
像
さ
れ
､
こ
の
特
殊
な
使
用
語
を
通
じ
て
遠
5
古

事
記
の
昔
か
ら
今
日
に
到
る
カ
タ
少

tn
ト
の
侍
銃
の
姿
を
窺
ひ
知
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
こ
の
カ
タ
ル
行
為
が
記
録
さ
れ
普
請
さ
れ
る
も
の
に
撃
っ
て
も
'
カ
ク
リ
tn
ト
に
見
た
律
調
味
は
保
存
さ
れ
て
残
さ
れ
た
o
疏
詞

宣
命
に
見
え
る

･-22-
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高
q<
原
に
紳
留
り
坐
す
皇
親
紳
魯
企
'
紳
魯
芙
之
命
以
ち
て

(命
以
珪
)
､
皇
御
孫
之
命
を
天
津
高
御
韓
に
L牌
せ
て

(坐
氏
)
､
天
津
璽
の
索
敵
を
捧

●

げ
持
ち
賂
ひ
て

(賜
天
)
､
冒
寿
ぎ
宣
た
ま
ひ
し
く
'
日義

が
宇
都
の
御
子
皇
御
孫
之
命
ー
比
の
天
津
高
掛
率
に
坐
L
iJ

(坐
氏
)
､
天
津
日
嗣
を
寓

千
税
の
長
鉄
に
,
大
入
洲
誓

原
之
閥
を
安
警

平
け
晶

窒

せ
と
妄

さ
し
奉
り
脇
ひ

一+JCgE野
天
琵

量
を
以
ち
1'J
(氏
)
,

審
問
ひ
し
磐

●

板
木
の
立
ち
'
草
の
可
肢
葵
を
も
冒
止
め
て

(冨
止
氏
)
･･･.
(大
殿
祭
)

な
ど
が
そ
の
一
例
で
,
明
瞭
に
節
奏
的
修
軒
が
存
在
し
て
ゐ
㌣

し
か
も
そ
れ
が
宣
命
書
き
の
氏
,
天
を
用
ゐ
て
,
助
詞
テ
を
重
ね
る
律

調
を
示
し
て
呉
れ
る
｡
枕
詞
が
カ
タ
リ
ブ
ト
と
同
じ
道
を
辿
っ
て
派
生
し
費
達
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
音
読
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
も

売
木
の
型
は
残
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
音
読
さ
れ
る
も
の
に
も
'
そ
れ
ム
ー

の
節
奏
的
修
群
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
同
様
に
カ
タ

サ
ゴ
ト
か
ら
聾
生
し
展
開
し
た
モ
ノ
ガ
ク
リ
に
律
調
の
性
質
'
節
奏
的
修
解
の
見
え
る
の
は
当
然
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

1
方
で

吐
筆
鎖
し
た
も
の
を

｢
物
語
｣
と
呼
稀
す
る
や
う
に
や
▲

固
定
し
か
ゝ

つ
て
ゐ
L･4
が
ら
民
間
で
は
ま
だ
ま
だ
古
来
の
姿
を
残
し
て
ゐ
た
と

認
め
ら
れ
ー
そ
れ
が
新
猿
斐
記
や
薬
塵
成
抄
口
侍
集
に
見
え
る
モ
ノ
ガ
ク
リ
な
る
名
稀
で
呼
ば
れ
た
萎
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

(
津

●

軽
民
俗
第
二
披
拙
稿

｢
物

語と
物
語
る
日
｣
)

宮
廷
貴
族
の
人
々
の
間
に
､
紋
に
筆
録
さ
れ
た
も
の
が
物
語
だ
と
考

へ
ら
れ
て
来
た
時
代

で
さ
へ
､
や
は
り
そ
の
名
辞
の
故
郷
の
印
象
は
充
分
に
失
ほ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

源
氏
物
語
を
見
る
と
物
語
は

1
人
で
よ
む
だ
け
で
は
な
く
､
カ
タ
ル
に
近
い
行
為
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
.
苗
木
の
雨
夜
品
定
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

保
に
'

｢
童
に
侍
-
し
時
'
女
房
な

ど
の
物
語
読
み
L
を
聞
き
て
､
い
と
あ
ば
れ
に
悲
し
く

心
探
き
こ
と
か
な
と
'
涙
を
さ
へ
な
む
お

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
し
侍
り
｣
と
あ
り
'
登
略
に
も

｢
こ
の
頃
を
さ
な
き
人
の
､
女
房
な
ど
に
時
々
讃
ま
す
る
を
た
ち
き
け
ば
も
の
よ
く
い
ふ
も
の
の
世
に

あ
ん
べ
き
か
な
｣
と
あ
る
｡
ま
た
同
巻
に

｢
姫
君
の
御
前
に
て
'
此
の
せ
な
れ
た
る
物
語
な
ど
な
読
み
を
か
せ
た
ま
ひ
そ
｣
と
も
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

併
し
幼
き
人
々
だ
け
で
は
な
い
｡
紫
式
部
日
記
に

｢
う
ち
の
う

へ
の
源
氏
の
物
語
人
に
よ
ま
せ
拾
ひ
っ
.
閲
し
め
し
け
る
に
｣
な
ど
と
い

っ
て
臥
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
､
多
く
の
場
合
何
人
か
が
集
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
音
読
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
'
ち
ゃ
う
ど
後
世
辻
で
行
は

23L.t.../_･t.一tL･r.A
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れ
た
太
平
記
薄
み
と
同
様
な
方
法
'
や
は
り
そ
こ
に
モ
ノ
ガ
タ
ル
停
滞
は
残
存
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
｡
嵯
峨
の
か
よ
ひ
ぢ
に

｢
庶
民
は

●ヽ
ヽ
ヽ

じ
め
ん
と
て
講
師
に
と
て
女
あ
る
じ

(河
悌
尼
)
を
よ
ぼ
る
｡
す
の
う
ち
に

て土
ま
る
｡
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
､
よ
の
つ
ね
の
人
に
ょ

む
に
は
に
や
｣
と
あ
っ
て
､
.阿
俳
尾
の
巧
み
な
朗
読
調
に
驚
嘆
し
て
ゐ
る
.
音
読
し
て
聞
か
せ
る
と
と
が
物
語
の
性
質
と
し
て
忘
却
し
得

な
5
年
両
で
あ
っ
た
の
だ
｡
そ
れ
だ
け
に
カ
タ
サ
ゴ
J･
の
律
詞
美
が
物
語
に
侍
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
5
こ
と
で
あ

っ
た
o
喪
氏
物
語
を
よ
-
見
る
と
､
例

へ
ば

●

い
で
田
少
の
外
な
る
御
事
に
こ
そ
と
て

こ

こ
ろ
も
て
革
の
や

ど
り
を
い
と
へ
ど
も
な
は
す

ゞ
鼠
の
芦
ぞ
ふ
り
せ
ぬ

●

●

5

5

●

●

な

ど
甲

え
給
ひ
て
'
琴
の
御
聾
召
し

て
｢

笥

u
恵

ふ
｡
宮
間
数
疎
ひ
き
お
と
た
り
給
ひ

て
'
御
琴
に
獅
心
い
れ
給

へ
り
.
月
さ

LH
で
て
､

●

●

●

5

い
と
花
や
か
な
る
程
土
足
な
る
に
'
空
を
う
ち
眺
め
て
'
世
の
中
さ
軸
ざ
ま
に
つ
け
て
は
か
な
く
移
り
替
る
有
様
も
思
し
つ
5.
け
ら
れ
て
､例

割

引

7京
な
る
晋
'
か
き
鳴
ら
し
給
ふ
｡

(
鈴
量
)

な
ど
は
巻
の
名
の
由
る
と
と
ろ
と
し
て
'
こ
の
葛
で
は
最
も
中
心
と
な
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
が
'
そ
こ
が
助
詞
テ
の
連
続
重
畳
し
て
成

立
ち
､
テ
の
宝
典
が

1
息
づ
-
そ
の
時
を
畢
青
か
'
五

･
七
晋
の
快
調
で
止
め
て
､
明
ら
か
に
朗
読
の
折
の
調
子
づ
く
鼻
面
が
眼
に
浮
ぶ

′ 24

や
う
で
あ
る
.
同
様
な
例
は

伊
都
'
聖
哲
大
子
の
百
済
よ
り
得
た
ま
へ
り
け
る
金
剛
子
の
ず
ず
の
互
の
巽
東
L
た
る
'

や
が
て
そ
の
団
よ
り
入
れ
た
り
け
る
箱
の
か
･1
め
い
た
る

●

●

●

●

を
'
す
き
た
る
袋
に
入
れ
て
'
五
葉
の
枝
に
つ
け
て
'
樹
瑠
璃
の
衰

ど
も
に
御
車
ど
も
入
れ
て
'
藤
樫
な
ど
に
つ
け
て
'
処
に
つ
け
た
ろ
御
贈
物

ど

も
捧
げ
奉
り
た
ま
ふ

(薄
紫
)

に
も
見
え
る
｡
文
淡
的
に
盟

蹴
記
さ
れ
る
用
法
で
あ
ら
う
が
'
造
り
物
の
形
容
に
調
子
づ
く
ど
作
者
も
朗
語
調
と
な
っ
て
､
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
自
ら
な
る
停
銃
は
此
虚
に
現
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡
助
詞
)h
ば
か
り
で
な
く
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昔
の
上
手
ど
も
の
た
り
-
-

に
か
け
る
に
､
延
茸
の
御
手
づ
か
ら
事
の
心
等
か
せ
た
ま
へ
る
に
'

又
わ
が
御
世
の
事
も
か
か
せ
た
ま
へ
る
巻
に
'
か

の
帝
宮
の
下
り
た
ま
ひ
L
m
の
大
権
殿
の
儀
式

(
絵
今
)

の
如
き
も
あ
る
｡
助
詞

こ
も
嚢
の
出
雲
風
土
記
の
カ
ク
リ
一コ
ト
に
見
え
た
や
う
に
､
口
穎
語
と
し
て
特
殊
な
役
割
を
な
す
語
で
あ
る
｡

｢
さ
う
し
て
｣

｢
さ
う
し
て
｣
と
連
喪
す
る
人
達
に
対
し
て

｢
さ
う
だ
か
ら
に
｣
｢
さ
う
だ
か
ら
に
｣
だ
い
ふ
人
の

1
群
の
あ
る
こ
と
を
･

想
起
す
る
｡
テ
に
し
て
も

三
に
し
て
も
見
る
文
字
に
よ
る
文
章
法
か
ら
す
れ
ば
､
か
か
る
葺
複
重
塾
は

一
種
の
嫌
味
を
催
す
失
敗
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
'
語
っ
た
-
'
朗
読
し
た
り
し
て
聞
か
せ
る
文
革
に
な
る
と
'
こ
の
重
複
が
却
っ
て

l
種
の
感
情
の
た
か
ま
り
を
さ
へ

表
し
て
-
る
の
で
あ
る
｡
私
は
こ
の
助
詞
テ
の
用
法
の
検
討
に
よ
っ
て
遠
い
語
部
の
昔
の
か
た
-
方
が
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
信

す
る
の
で
あ
る
｡
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