
Title 『松浦宮物語』における先行物語摂取の様相 : 弁少
将の琴伝受と華陽公主との恋の場面をめぐって

Author(s) 中原, 香苗

Citation 詞林. 1994, 15, p. 30-37

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/67346

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
先
行
物
語
摂
取
の
様
相
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一
『松
浦
宮
物
語
」
に
先
行
物
語
の
影
響
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
諸
先
学

に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
と
に

『宇
津
保
物
語
』

と

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
研
究
の
成
果
は
、
萩
谷
朴
氏
訳
注

『松
浦
宮
物
語
』

（角
川
文
庫
、

昭
和
四
十
五
年
）
の
脚
注
や
補
注
に
集
約
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
す
で
に
先
行
物
語
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
場
面
に
も
、

な
お
そ
こ
に
別
の
先
行
物
語
の
影
を
見
出
す
こ
と
が
全
く
不
可
能
な
わ
け

で
は
な
い
。

物
語
の
一
つ
の
柱
で
あ
る
、
巻

一
の
少
将
の
琴
の
伝
受
と
華
陽
公
主
と

の
恋
の
場
面
も

『宇
津
保
物
語
』

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
二
つ
の
物
語

か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
に

は
、
こ
と
に
華
陽
公
主
に
関
し
て
そ
れ
ら
と
は
別
の
先
行
物
語
の
影
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
先

行
物
語

『宇
津
保
物
語
』

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
影
響
を
確
認
し
、
そ

の
上
で
そ
こ
に
従
来
指
摘
の
な
か

っ
た
先
行
物
語
の
影
響
の
見
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
当
該
場
面
に
お
け
る
そ
れ
ら
物
語
の
摂
取

の
様
相
に
つ
い
て
も
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
『松
浦
宮
物
語
』
の
主
人
公
弁
少
将
は
、
遣
唐
使
と
し
て
渡
唐
し
、
唐

帝
に
寵
遇
さ
れ
る
。
八
月
十
三
夜
、
少
将
は
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
て
逍
逸

し
、
山
上
の
楼
で
琴
を
弾
く
老
人
、
陶
紅
英
に
出
会
う
。
少
将
は
老
人
か

ら
琴
を
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
が
、
彼
は
少
将
に
は
日
本
へ
琴
を
伝
え

る
使
命
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
琴
の
伝
授
は
翁
よ
り
す
ぐ
れ
た
琴
の
名
手
、

前
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
仙
人
か
ら
伝
授
を
受
け
た
唐
帝
の
同
母
妹
、
華
陽

公
主
か
ら
受
け
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
老
翁
の
教
え
ど
お
り
に

「
し
や
う
山
」
を
訪
ね
た
少
将
は
、
琴
の
音
に
導
か
れ
て
華
陽
公
主
に
出

会
い
、
彼
女
の
美
貌
に
心
乱
さ
れ
つ
つ
も
、
琴
の
伝
授
を
受
け
る
。
公
主
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も
少
将
に
心
ひ
か
れ
、
琴
の
伝
授
を
終
え
た
十
月
二
日
、
二
人
は
契
り
を

結
ぶ
。
華
陽
公
主
は

「
琴
の
声
の
た
め
に
身
を
減
ぼ
す
」
と
の
予
言
通
り
、

命
を
落
と
す
。

右
の
場
面
で
は
少
将
の
琴
の
伝
授
と
華
陽
公
主
と
の
恋
を
描
く
こ
と
が

主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
華
陽
公
主
と
の
恋
の
局
面
に
関
し
て

は
、
佐
野
正
人
氏
が

『浜
松
中
納
言
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て

■
る

（
１
）
。
氏
の
い
わ
れ
る
の
は
次
に
梗
概
を
あ
げ
る

『浜
松
中
納
言

物
語
』
巻

一
の
主
人
公
中
納
言
と
唐
后
の

「
さ
ん
い
ふ
」
で
の
逢
瀬
の
場

面
と
の
関
連
で
あ
る
。

中
納
言
は
春
の
月
の
夜
、
望
郷
の
想
い
に
と
ら
わ
れ
て
逍
通
し
、
老

人
と
童
に
出
会
う
。
そ
し
て
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
琵

琶
の
音
に
誘
わ
れ
て
美
し
い
女

（唐
后
）
を
見
つ
け
、　
一
夜
の
契
り

を
結
ぶ
。

氏
は
、
右
の
場
面
と

『松
浦
宮
物
語
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

「
八
月

十
三
夜
、
陶
紅
英
と
い
う
老
人
の
手
引
き
に
よ
っ
て
少
将
は
華
陽
公
主
を

知
り
、
出
会
う
こ
と
に
な
る
…
…

『浜
松
中
納
言
物
語
』
で
も
后
に
会
う

直
前
に
老
人
と
童
に
出
会
う
場
面
が
小
さ
く
置
か
れ
て
い
る
が
、
定
家
は

そ
の
老
人
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
少
将
の
使
命
と
将
来
を
予
言
す
る
役
割
を
与

え
、
ま
た
山
陰
で
の
春
の
夜
を
ヽ
松
浦
宮
物
語
』
で
秋
の
月
の
夜
に
作
り

か
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
は
専
ら
男

主
人
公
が
老
人
を
介
し
て
女
と
出
会
う
と
い
う
点
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
両
物
語
の
当
該
場
面
に
は
、
そ
の
ほ
か
月
の
夜
の
望
郷
、
楽

の
音
に
導
か
れ
て
の
女
と
の
出
会
い
、
女
の
容
貌
の
描
写

（２
）
な
ど
の

類
似
点
が
存
す
る
。
ま
た
中
納
言
も
弁
少
将
も
、
そ
こ
で
出
会

っ
た
女
と

契
る
、
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
場

面
の
少
将
と
華
陽
公
主
の
恋
に
関
す
る

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
影
響
は
、

公
主
と
の
出
会
い
か
ら
契
り
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
面
で
の
も
う

一
つ
の
主
眼
、
少
将
が
琴
の
秘
曲
を
受
け
る
こ
と

に
関
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り

『宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
巻
の
影
響
が
見
ら

れ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
を
確
認
し
て
お
く
。

『宇
津
保
物
語
」
と

『松
浦
宮
物
語
』
で
主
人
公
が
琴
の
秘
曲
を
受
け

る
ま
で
の
物
語
の
流
れ
を
比
較
す
る
と
、
二
つ
の
物
語
は
①
予
言
者
が
あ

ら
わ
れ
て
男
主
人
公
に
そ
の
音
楽
的
使
命
を
告
げ
、
②
同
時
に
予
言
者
は

主
人
公
が
伝
授
を
受
け
る
べ
き
人
物
を
教
え
、
③
主
人
公
は
予
言
者
の
教

え
に
従
い
秘
曲
伝
授
を
受
け
る
、
と
い
う
類
似
の
構
造
を
も

っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て

『松
浦
宮
物
語
』
の
少
将
が
秘
曲
を
受
け

る
ま
で
の
経
緯
が
、

『宇
津
保
物
語
』
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
知
ら

れ
る
。

こ
こ
で
両
者
の
秘
曲
伝
授
の
経
路
に
目
を
転
じ
る
と
、

『宇
津
保
物
語
』

で
は
仙
人
か
ら
俊
蔭
へ
と
伝
授
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、

『松
浦
宮
物
語
』

で
は
仙
人
か
ら
華
陽
公
主
を
経
由
し
て
少
将
へ
の
伝
授
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

『宇
津
保
物
語
』
で
は
男
主
人
公
が
仙
人
か
ら
直
接
伝
授
を
受
け
て
い

る
の
で
、

『
松
浦
宮
物
語
』
の
仙
人
か
ら
華
陽
公
主
へ
の
伝
授
は

『宇
津

保
物
語
』
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

ま
た
先
に
そ
の
影
響
に
つ
い
て
ふ
れ
た

「浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
関



係
で
は
、
華
陽
公
主
は
琴
の
名
手
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
唐
后
と
共
通
す

る
け
れ
ど
も

（
３
）
、
公
主
が
秘
曲
伝
授
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
華
陽
公
主
が
仙
人
か
ら
秘
曲
を
受
け
る
と
い
う
趣
向
は
ど

こ
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『松
浦
宮
物
語
』
で
女
性
で
あ
る
華
陽
公
主
が
秘
曲
の
伝
授
を
受
け
て

い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
女
主
人
公
中
の
君
が
、
そ
の
筆
の
技
量
に
よ

り
天
人
か
ら
琵
琶
の
手
を
伝
授
さ
れ
る
と
い
う

『夜
の
寝
覚
』
の
い
わ
ゆ

る
天
人
降
下
事
件
が
想
起
さ
れ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
と

『夜
の
寝
覚
』

で
は
、
現
実
の
伝
授
と
夢
に
お
け
る
伝
授
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

女
性
が
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
霊
物
か
ら
秘
曲
を
授
け
ら
れ
る
、
と
い
う

点
が

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

「松
浦
宮
物
語
』

の
華
陽
公
主
と
、

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
連

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
華

陽
公
主
の
造
型
に
つ
い
て

『夜
の
寝
覚
』
の
影
響
に
言
及
さ
れ
た
論
考
は
、

今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、

「松

浦
宮
物
語
』
の
華
陽
公
主
に
は

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
が
影
を
落
と
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
節
で

は
こ
の
二
人
の
女
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

三
『夜
の
寝
覚
』
の
巻

一
冒
頭
に
位
置
す
る
天
人
降
下
事
件
は
、
太
政
大

臣
の
中
の
君
が
十
三
才
の
折
の
八
月
十
五
夜
、
彼
女
が
私
邸
の
管
絃
の
宴

で
弾
い
た
筆
の
琴
の
音
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
応
し
た
天
人
が
、
そ
の
夜
の

夢
に
あ
ら
わ
れ
て
彼
女
に
琵
琶
の
手
を
教
え
、
さ
ら
に
天
人
は
翌
年
の
十

五
夜
の
夢
に
も
あ
ら
わ
れ
、
残
り
の
手
を
教
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
ヶ
に
、
霊
物
が
秘
曲
を
伝
授
す
る
と
い
う

話
は
、

「古
事
談
』

『十
訓
抄
』
な
ど
に
の
せ
ら
れ
て
著
名
な
廉
承
武
が

村
上
天
皇
に
秘
曲
を
伝
授
し
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
類
し
た
説

話
は
、
種
々
の
形
で
流
動
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
で

（
４
）
、
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
説
話
が

『夜
の
寝
覚
」
と

『松
浦
宮
物
語
』

の
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ら
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
華
陽
公
主
と
中
の
君
の
類
似
点
は
こ
の
一
点
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
以
下
で
は
、
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
類
似
点

を
探
る
こ
と
と
す
る
。

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
、
天
人
か
ら
秘
曲
伝
授
を
う
け
る
と
同
時

に
予
言
を
与
え
ら
れ
る
が
、
最
初
の
伝
授
の
時
に
天
人
は
、

今
宵
の
御
筆
の
琴
の
音
、
雲
の
上
ま
で
あ
は
れ
に
ひ
び
き
聞
え
つ
る

を
、
訪
ね
ま
う
で
来
つ
る
な
り
。
お
の
が
酪
琶
の
音
郵
ぎ
日
ぷ
べ
ぎ

人
、
，天
の
■
日
ば
君
一‘人
な
む
も
０
し
れ
ま
び
け
覆
。
‐Ｊ
測
Ы
創
劉

べ―
劃
割
り
習
の
剣
引
測
引
「
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、
国
王
ま

で
伝
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り

（
５
）

と
中
の
君
に
告
げ
る
。

こ
こ
に
破
線
を
施
し
た
部
分
に
は
、
中
の
君
が
天
人
の
秘
曲
を
伝
え
る

べ
き
人
物
で
あ
る
と
い
う
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
節
で
言
及
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し
た
弁
少
将
の
使
命
と
似
通
っ
て
い
る
。

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、

「宇
津
保
物
語
』
に
も
こ
れ
と
類
似
の
設
定

が
存
す
る
の
で
、

『夜
の
寝
党
』

『松
浦
宮
物
語
」
に

『宇
津
保
物
語
』

を
加
え
た
三
者
の
関
係
を
探
る
た
め
に
比
較
を
行
う
と
、
次
の
よ
う
に
な

２つ
。

予
言
者
　
楽
器
　
　
音
楽
的
使
命
を
も

っ
た
者

『宇
津
保
物
語
』
　

天
人
　
　
琴
　
　
　
　
　
俊
蔭

（男
主
人
公
）

『夜
の
寝
党
』
　
　
天
人
　
　
琵
琶
　
　
　
　
中
の
君

（女
主
人
公
）

『松
浦
宮
物
語
』
　

陶
紅
英
　
琴
　
　
　
　
　
弁
少
将

（男
主
人
公
）

左
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
と

『宇
津
保
物
語
」
と
の
共
通
点
は
み
ら
れ

る
も
の
の
、

「夜
の
寝
覚
」
と

『松
浦
宮
物
語
」
と
の
間
に
は
要
素
の
上

で
全
く

一
致
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
前
節
で
は
、

『
松
浦
宮
物

語
』
の
主
人
公
の
音
楽
的
使
命
を

『宇
津
保
物
語
』
の
影
響
と
し
て
扱
っ

た
が
、

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
の
天
人
の
予
言
に
つ
い
て
も

『宇
津
保

物
語
』
の
影
響
を
想
定
す
る
の
が
よ
い
よ
う
で
あ
る

（６
）
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
破
線
部
に
み
ら
れ
る

『夜
の
寝
覚
」
と

『松

浦
宮
物
語
』
の
類
似
は
、
両
者
に
影
響
関
係
が
あ
る
た
め
に
生
し
た
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

『宇
津
保
物
語
』
か
ら
摂
取
し
た
結
果
と
し
て
生

し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

『夜
の
寝
覚
」
と

『
松
浦
宮
物
語
』
の
関
係
で
問
題
と
す
べ
き

は
、
傍
線
を
施
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
中
の
君
が
伝
授
を
受
け

る
の
は
前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
華
陽
公
主

の
場
合
も
、

女
の
身
な
れ
ど
前
の
世
に
琴
を
な
ら
ひ
て
、
し
ば
し
こ
の
世
に
や
ど

り
給
へ
る
ゆ
ゑ
に
、
お
の
づ
か
ら
さ
と
り
あ
り
て
、
そ
の
て
を
仙
人

に
伝
へ
給
へ
り
。

（７
）

と

「前
の
世
に
琴
を
な
ら
」
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
仙
人
か
ら
琴
の
秘
曲
を

授
け
ら
れ
た
と
い
う
叙
述
が
み
え
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
も

『夜
の
寝
党
』
の
中
の
君
と
同
様
、
前
世
か

ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
秘
曲
を
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

華
陽
公
主
と
中
の
君
は
、
前
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
秘
曲
を
受
け
る
と

い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
と
い
え
よ
う
。

中
の
君
は
、
翌
年
の
伝
授
の
際
に
も
天
人
か
ら
予
言
を
受
け
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
予
言
は
、

あ
は
れ
、
あ
た
ら
人
の
、
い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ

べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な

と
い
う
彼
女
の
宿
世
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、

「夜
の

寝
覚
』
の
主
題
と
構
想
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
物
語
の
中
で
中
の
君
の

体
験
す
る
数
々
の
悲
運
と
不
幸
を
予
言
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（８
）
。

一
方
、

「松
浦
宮
物
語
」
で
も
、
少
将
と
の
契
り
を
結
ぶ
場
面
で
、

『琴
の
こ
ゑ
に
よ
り
て
か
な
ら
ず
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
ゆ
ゑ
と
も
な
る
べ

し
』
と
、
仙
人
の
を
し
へ
し
を
思
へ
ば

と
、
か
つ
て
仙
人
が
彼
女
に
告
げ
た
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
る
よ
う
に
、

彼
女
に
も
仙
人
に
よ
る
予
言
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
公
主
自
身
の

述
懐
の
中
で
、
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こ
の
世
に
命
を
う
け
た
る
こ
と
い
く
ば
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
、
こ
の
か

た
に
み
だ
れ
あ
ら
ば
、
か
な
ら
ず
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
べ
き
我
身
な
れ
ど
、

と
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
の
予
言
の
内
容
は
、
彼
女
は
、

「
」
の
か

た
」

（愛
情
の
方
面

¨
角
川
文
庫
訳
）
に
乱
れ
が
あ
る
と
、
命
を
落
と
す

運
命
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
華
陽
公
主
が
弁
少
将
と
契

る
こ
と
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
華

陽
公
主
に
は
、
こ
の
よ
う
に
男
性
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
減

ぼ
す
と
い
う
運
命
が
予
言
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
中
の
君
へ
の
天
人
の
予
言
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
に
は
天
人

（仙
人
）
か
ら
不
幸
な
運
命
が
予
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
通
じ
る
と

い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
華
陽
公
主
は
中
の
君
と
重

な
り
合
う
の
で
あ
る
。

両
者
の
類
似
点
と
し
て
は
、
も
う

一
点
、
伝
受
の
際
の
年
令
が
あ
げ
ら

れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
中
の
君
が
伝
授
を
う
け
た
時
期
は
、
彼
女
が
十

二
才
の
折
の
八
月
十
五
夜
で
あ

っ
た
。
華
陽
公
主
が
伝
授
を
受
け
た
時
期

に
関
し
て
は
、

い
は
け
な
く
て
こ
の
山
に
物
忌
し
給
ひ
け
る
秋
の
月
の
夜
、
仙
人
く

だ
り
て
こ
の
琴
を
を
し
へ
け
る
に
よ
り
て
、
八
月
九
月
の
つ
き
の
さ

か
り
に
は
、
か
な
ら
ず
か
の
山
に
こ
も
り
て
、
こ
の
ね
を
な
ら
し
た

ま
ふ
。

と
い
う
叙
述
が
み
え
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
華
陽
公
主
が

は
じ
め
て
伝
授
を
受
け
た
の
は
、

「
秋
の
月
の
夜
」
で
あ
る
の
で
、

『夜

の
寝
党
』
の

「
八
月
十
五
夜
」
と
は
秋
の
月
の
夜
と
い
う
点
で
一
致
す
る

（９
）
。
そ
の
際
の
公
主
の
年
令
に
つ
い
て
は
、

「
い
は
け
な
く
て
」
と

あ
る
の
み
で
明
示
は
な
く
、
本
文
中
か
ら
は
彼
女
が
何
才
の
時
に
伝
授
を

受
け
た
か
を
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
前
掲
引
用
文
に
記
さ
れ
る
、
公
主
が
琴
を
教
え
ら
れ
た
こ
と

を
機
縁
と
し
て
毎
年

「
し
や
う
山
」
に
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、

公
主
自
身
が

「
こ
の
所

（筆
者
注

¨
「
し
や
う
山
」
）
を
し
め
て
、
こ
の

し
ら
べ
を
な
ら
ふ
こ
と
七
年
に
な
り
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝

受
時
の
年
令
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

陶
紅
英
は
公
主
を
紹
介
す
る
際
に
、

「
か
れ
は
年
は
じ
め
て
廿
」
と
彼

女
の
現
在
の
年
令
が
二
十
才
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
先
の
公
主

の
発
言
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
華
陽
公
主
が

「
し
や
う
山
」
の
楼
に
こ
も

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
物
語
中
の
現
在
か
ら
は
七
年
前
の
、
彼
女
が
十

二
才
の
時
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
主
が
毎
年

「
し
や
う
山
」
に
こ
も
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
琴
の
伝
授
を
受
け
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
女
が
は
じ
め
て
伝
授
を
受
け
た
時
期
と
、
そ

れ
を
機
縁
と
し
て

「
し
や
う
山
」
に
こ
も
る
よ
う
に
な

っ
た
時
期
と
の
間

に
さ
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

と
す
れ
ば
、
公
主
が
伝
授
を
受
け
た
の
は
、
彼
女
が

「し
や
う
山
」
に

こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た

一
～
二
年
前
ぐ
ら
い

・
と
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
中
の
君
の
伝
受
時
の
年
令
と

一
致
は
し
な
い
も
の
の
、
そ

の
差
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
も
華
陽
公
主
と
中
の
君
と
の
近
さ
を
認
め
る
こ
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と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
華
陽
公
主
と
中
の
君
に
つ
い
て
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
霊
物
か
ら
の

秘
曲
伝
受
の
ほ
か
、
前
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
る
伝
受
、
不
幸
な
運
命
の
予

言
、
伝
受
時
の
年
令
、
の
あ
わ
せ
て
四
点
に
つ
い
て
両
者
が
類
似
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
両

者
に
影
響
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
す

な
わ
ち
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
華
陽
公
主
に
は

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君

の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、

「松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
弁
少
将
は
華
陽
公
主
か
ら
八

月
十
四
日
と
九
月
十
三
夜
の
三
度
に
わ
た

っ
て
伝
授
を
受
け
る
が
、
こ
の

点
に
関
し
て
も

『夜
の
寝
覚
』
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
の
君
は
、
十
二
才
の
八
月
十
五
夜
と
翌
年
の
同
夜
に
天
人
か
ら
琵
琶

の
伝
授
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
と
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
華
陽
公
主
か
ら

少
将
へ
の
伝
授
と
が
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、

『夜
の
寝
覚
』
で
は
最
初
の
年
の

伝
授
の
後
、
天
人
が
、

こ
の
残
り
の
手
の
、
こ
の
世
に
伝
は
ら
ぬ
、
い
ま
五
つ
あ
る
は
、
来

年
の
今
宵
く
だ
り
来
て
教
へ
た
て
ま
つ
ら
む

と
語
り
、

『松
浦
宮
物
語
』
で
も

一
度
め
の
伝
授
を
終
え
た
華
陽
公
主
が
、

こ
の
の
こ
り
の
て
は
、
九
月
十
二
夜
よ
り
い
つ
よ
に
な
む
つ
く
す
べ

き

と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
回
の
伝
授
を
予
告
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま

た
こ
の
両
者
の
予
告
に
は
、
文
辞
的
な
類
似
も
み
ら
れ
る
の
で
、
両
者
に

な
ん
ら
か
の
関
連
の
あ
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

伝
授
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
二
年
に
わ
た
っ
て
の
も
の
と
、
同

一
年
内

の
も
の
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
伝
授
は

「
八

月
十
四
夜
」

「九
月
十
三
夜
」
と
い
う

「秋
の
満
月
の
こ
ろ
の
夜
」
で
、

『夜
の
寝
覚
』
の

「
八
月
十
五
夜
」
と
近
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
に
両
書
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
今
ま
で

検
討
し
て
き
た
よ
う
な
華
陽
公
主
と
中
の
君
が
直
接
対
応
す
る
形
と
は
異

な
り
、

『松
浦
宮
物
語
』
は
、

『夜
の
寝
覚
』
の
天
人
か
ら
中
の
君
へ
の

伝
授
を
、　
一
代
後
の
伝
授
へ
と
ず
ら
し
て
摂
取
し
た
と
い
う
関
係
が
看
取

さ
れ
よ
う
。

以
上
、
華
陽
公
主
の
造
型
を
中
心
に

『松
浦
宮
物
語
』
へ
の

「夜
の
寝

覚
』
の
影
響
を
指
摘
し
た
。

『夜
の
寝
党
』
は

「源
氏
釈
』

『源
氏

一
品

経
表
自
』
な
ど
に
そ
の
名
が
見
え
、
ま
た

『無
名
草
子
」
に
紙
幅
を
費
や

し
て
批
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
受
容
の
あ
と
が
確
認
で
き
る
作
品
で
あ

る

（１０
）
。

「松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
定
家
も
、

「松

浦
宮
物
語
」
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
選
し
た
と
思
わ
れ
る

『拾
遺
百
番
歌
合
』

に

『夜
の
寝
覚
』
の
和
歌
を
多
く
採
り
、
ま
た
後
に
物
語
を
選
出
す
る
際

に
も

『夜
の
寝
党
』
を
あ
げ
る

（
『
明
月
記
』
天
福
元
年

〈
一
二
三
二
〉

二
月
二
十
日
条
）
な
ど
、
こ
の
物
語
を
高
く
評
価
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

『松
浦
宮
物

語
』
に
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な

『夜
の
寝
覚
』
の
影
響
の
あ
る
こ
と
を

認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
華
陽
公
主
に
は
、
仙
人

（天
人
）
か
ら
秘
曲
を
受
け
る



女
性
、
不
幸
な
運
命
を
背
負
っ
た
女
性
と
し
て
の
中
の
君
の
姿
が
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

天
人
に
よ
り
不
幸
な
宿
世
を
予
言
さ
れ
た

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
、

そ
の
予
言
ど
お
り
苦
悩
に
み
ち
た
人
生
を
送
る
。

一
方
、
少
将
と
の
契
り

に
よ
っ
て
昇
天
し
た
華
陽
公
主
は
、
日
本
に
転
生
し
、
少
将
と
再
会
し
て

そ
の
子
を
身
ご
も
る
こ
と
に
な
る
が
、
夫
に
別
の
女
性

（郡
皇
后
）
の
影

を
感
じ
取
り
、
そ
の
た
め
に
夫
へ
の
不
信
と
嫉
妬
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

本
節
で
考
察
し
た
華
陽
公
主
と
中
の
君
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
両
者
の

抱
え
る
苦
悩
は
、
互
い
に
全
く
無
関
係
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
日
本
に

転
生
し
た
後
に
弁
少
将
と
の
愛
に
苦
悩
す
る
と
い
う
華
陽
公
主
の
不
幸
は
、

彼
女
が

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
の
姿
が
投
影
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
す

で
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
る
と
、

『夜
の
寝
覚
』
は
、
秘
曲
伝
授
の
場
面
で
華
陽
公
主

に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
彼
女
の
転
生
後
の
人
生
に
ま
で
影
を

落
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
華
陽
公
主
の
造
型
に
及
ぼ
し

た
影
響
は
無
視
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
以
上
、
本
稿
で
は
巻

一
の
少
将
の
琴
伝
受
、
華
陽
公
主
と
の
恋
の
場
面

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
場
面
に
は
従
来
指
摘

さ
れ
て
い
た

『浜
松
中
納
言
物
語
』

『宇
津
保
物
語
』
の
ほ
か

『夜
の
寝

覚
』
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

そ
し
て
当
該
場
面
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
物
語
の
受
容
に
は
、

『松

浦
宮
物
語
』
が
こ
れ
を
構
築
す
る
際
に
、
ま
ず

『宇
津
保
物
語
』
の
主
人

公
へ
の
琴
の
伝
授
と

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
主
人
公
と
唐
后
の
恋
の
場

面
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
を
矛
盾
な
く
接
合
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に

『夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
か
ら
摂
取
し
た
、
少
将
の
恋
の
相
手
と
な
り
得

る
、
仙
人
か
ら
琴
の
秘
曲
を
受
け
た
女
性
と
し
て
の
華
陽
公
主
を
造
型
し

た
、
と
い
う
経
緯
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
華
陽
公
主
の
造
型
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

『夜
の
寝
覚
』
が
、

そ
の
後
の
華
陽
公
主
の
運
命
を
も
規
定
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
、

前
節
の
末
尾
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
は
ヽ
こ
の
よ
う
に
先
行
物
語
を
巧
み
に
物
語
の
中
に

取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
を
造
型
し
、
場
面
を
構
成
し
て
い
る
。

各
場
面
や
登
場
人
物
ご
と
に
先
行
物
語
の
摂
取
の
様
相
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
、
本
稿
で
行
な
っ
た
よ
う
な
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、

『松
浦
宮
物
語
』
独
自
の
物
語
の
方
法
な
り
仕
組
み
な
り
が
、
よ
り

明
確
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
稿
も
そ
う
し
た
試
み
の
一
環

と
し
て
、

『
松
浦
宮
物
語
』
を
読
み
解
く

一
助
た
り
得
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（１
）

「
『
松
浦
宮
物
語
』
論
―
新
古
今
時
代
の
唐
土
―
」

（
『
日
本
文

芸
論
叢
』
八
、
平
成
二
年
）
。

（
２
）
萩
谷
朴
氏
訳
注

『松
浦
宮
物
語
』
補
注

〔九
七
〕
に
指
摘
が
あ
る
。
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（３
）
菊
地
仁
氏
も
、
華
陽
公
主
は
琴
の
名
手
で
あ
る
点
か
ら

『浜
松
中

納
言
物
語
』
の
唐
后
を
連
想
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
「物
語
作

家
と
し
て
の
藤
原
定
家
―
松
浦
宮
物
語
の
位
置
付
け
―
」

「国
学
院

雑
誌
』
昭
和
五
十
六
年
二
月
）
。

（４
）
鈴
木
弘
道
氏

「
天
人
降
下
事
件
」

（
『寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
』

〈塙
書
房
、
昭
和
四
十
年
〉
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
５
）
本
文
の
引
用
は
、

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。

（６
）
鈴
木
弘
道
氏
注
４
前
掲
論
文
、
雨
宮
隆
雄
氏

「
『夜
の
寝
覚
』
の

構
想
と
作
者
に
つ
い
て
―

「
月
の
都
」
の
天
人
降
下
の
設
定
意
義
を

め
ぐ

っ
て
―
」

（
『平
安
文
学
研
究
』
五
十
、
昭
和
四
十
八
年
）
、

石
川
徹
氏

「寝
覚
物
語
に
及
ぼ
し
た
宇
津
保
物
語
の
影
響
」

（
『帝

京
大
学
文
学
部
紀
要
』

（国
語
国
文
学
編
）
十
六
、
昭
和
五
十
九
年
）

坂
本
信
道
氏

「
音
楽
伝
承
諄
の
系
譜
―

『源
氏
物
語
』
明
石

一
族
か

ら

『夜
の
寝
覚
』
へ
―
」

（
『文
学
』
昭
和
六
十
三

・
四
）
な
ど
。

（７
）
本
文
の
引
用
は
前
掲
注
２
書
に
よ
る
。
そ
の
中
で
萩
谷
氏
は

「仙

人
に
伝
へ
給
へ
り
」
の

「
に
」
は
動
作
の
起
点
を
示
す
格
助
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
仙
人
か
ら
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
時
代
は
下
る
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
楽

書

『文
机
談
』
な
ど
に
は
、

「～
か
ら
」
と
解
す
べ
き

「
に
」
の
用

例
が
散
見
さ
れ
る
。

（８
）

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
解
説
な
ど
。

（９
）
た
だ
し
、
鈴
木
氏
が
前
掲
注
４
論
文
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
八

月
十
五
夜
な
ど
の
明
月
の
夜
に
、
霊
等
が
現
わ
れ
て
、
人
に
琵
琶
や

筆
等
を
教
え
る
と
い
う
話
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

『夜
の
寝
覚
』
と

『松
浦
宮
物
語
』
も
そ
う
し
た

一
連
の
秘
曲
伝
授

説
話
の
共
通
要
素
と
し
て
、
伝
授
の
時
期
が

「
八
月
十
五
夜
」

「
秋

の
月
の
夜
」
と
な
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
１０
）

『夜
の
寝
党
』
の
受
容
に
つ
い
て
は
、

「
日
本
古
典
文
学
大
系
』

解
説
、
野
口
元
大
氏

『夜
の
寝
党
研
究
』

（笠
間
書
院
、
平
成
二
年
）

参
照
。

（な
か
は
ら

ｏ
か
な
え
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


