
野
　
坂
　
本
　
物
　
語
　
解
　
題

美
し
い
姫
君
と
貴
公
子
の
悲
恋
物
語
と
い
ぅ
、
こ
れ
も
あ
り
ふ
れ
た
中
世
擬

古
物
語
の
一
つ
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
、
「
む
ぐ
ら
」
な
ど
と
ト

も
に
、
今
後
考
え
て
み
て
い
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
敢
島
神
社
宮
司
野
嬰
元
短
氏

所
相
の
古
写
本
で
、
物
語
名
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
所
蔵
者
の
名
を
冠
し
て
、

仮
に
野
坂
本
物
語
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
現
存
す
る
の
は
一
冊
で
あ
る

が
、
商
に
欠
け
た
部
分
が
あ
る
ら
し
い
。
他
に
所
伝
も
な
い
よ
う
で
お
る
か

ら
、
野
坂
宮
司
の
許
可
を
得
て
闘
字
し
、
原
本
お
よ
び
内
容
に
つ
．
い
て
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

原
本
に
つ
い
て

原
本
の
簡
裁
は
、
横
二
三
c
m
、
縦
二
七
・
四
冒
袋
級
で
、
表
紙
は
空
色

の
紙
表
紙
で
あ
る
。
た
だ
し
表
の
表
紙
は
、
．
浅
音
色
の
表
面
が
剥
げ
落
ち
て
い

う
剥
げ
落
ち
た
ま
ま
で
、
題
芸
も
な
く
、
左
下
方
に
「
司
書
」
と
墨
書
し
て

い
る
。
こ
の
、
「
寄
書
」
が
も
．
と
も
と
の
書
名
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
紙
は
措

紙
五
十
丁
、
最
初
の
二
丁
と
最
後
の
一
丁
と
が
白
紙
で
、
本
文
は
第
三
丁
の
表
か

ら
翠
か
れ
、
墨
付
は
全
部
七
由
十
七
丁
に
な
る
。
二
両
十
三
行
、
一
行
は
二
十

金
　
子
　
金
′
　
拾
　
郎
、

二
、
三
字
前
後
で
、
和
歌
は
一
字
下
げ
に
し
、
一
行
に
一
首
を
記
し
て
い
る
。

虫
損
は
前
半
に
多
く
、
後
半
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
。

呑
写
の
時
期
は
、
奥
に

旦
回
す
六
月
八
日
　
等
房
既
．
八
十
一
才

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
房
頭
は
天
正
十
八
年
一
月
二
十
日
九
十
六
才
で
設

し
て
い
る
か
ら
、
八
十
一
㌃
天
正
三
軒
に
㌢
こ
の
輿
豊
国
甘
分

に
は
虫
損
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
三
の
上
の
一
画
に
当
た
る
部
分
が
欠
け
て
い

る
。
白
は
三
受
た
も
の
彗
天
正
三
年
甘
違
な
l
い
。
星
の
「
房
頭

覚
書
」
　
（
房
環
記
）
の
奥
に
も
、

′

．
天
正
八
年
後
川
月
上
旬
　
　
　
　
　
　
八
十
六
才

柵
守
左
近
衛
将
監
　
房
顕
朝
臣
（
花
押
）

と
あ
っ
て
、
天
正
三
年
の
八
十
一
才
は
確
か
で
あ
る
。
（
続
々
群
書
類
従
所
収

の
房
項
記
に
八
十
八
才
と
あ
る
は
誤
り
）
棚
守
房
覇
は
、
・
野
坂
宮
司
家
の
祖

先
で
、
．
房
顕
に
関
し
て
ほ
、
・
す
べ
て
野
坂
元
定
甥
宮
司
の
御
教
示
を
得
て
執
筆

し
て
い
る
。
房
顕
の
輩
に
成
る
も
の
は
、
こ
の
外
に
、
「
大
内
殿
啓
記
」
「
諾
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神
本
懐
隻
」
壱
和
寺
官
五
十
首
和
歌
」
一
と
文
書
類
が
ぁ
り
．
、
．
「
大
内
殿
軍

記
」
に
は
、

天
正
八
年
卯
月
廿
八
日

八
十
六
才

柵
守
左
近
衛
将
監

の
奥
書
が
あ
る
よ
し
で
あ
る
。
房
顕
記
に
よ
る
と
、
房
顕
は
ト
部
兼
石
か
ら
神

道
伝
援
を
受
け
、
一
様
、
〓
堕
九
倍
、
広
橋
、
飛
鳥
井
、
万
里
小
路
な
ど
の

公
卿
と
の
交
渉
が
あ
り
、
連
歌
龍
堪
能
で
、
大
打
等
隆
の
敢
島
奉
納
万
句
、
高

野
山
蕗
坊
の
連
歌
、
聖
謹
院
下
向
歓
迎
の
千
句
な
ど
に
参
加
し
、
毛
利
家
寄
進

の
天
神
堂
で
月
次
連
歌
を
l
興
行
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
が
ど
う
い
う
事
情
の
も

と
に
雷
等
さ
れ
る
に
到
っ
た
か
は
、
房
固
記
に
も
記
載
が
な
い
が
、
大
内
・
毛

利
を
背
景
と
ナ
る
恵
ま
れ
た
文
化
圏
に
あ
っ
た
こ
と
と
・
房
顕
の
文
学
的
な
素

養
と
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。

等
等
の
状
況
を
．
見
る
と
、
か
な
り
多
量
の
誤
脱
や
雇
複
な
ど
が
あ
っ
て
、
太

文
の
読
解
を
困
難
に
し
て
い
る
部
分
が
少
く
な
い
。
全
部
は
挙
げ
ざ
れ
な
い
の

で
、
そ
の
一
部
を
例
示
し
て
み
る
。
三
字
の
誤
写
は
も
っ
と
も
多
い
。
一
（
括

孤
内
は
正
し
い
．
と
恩
イ
も
の
）

ヽ

　

　

ヽ

．

（
l
オ
）
▼
む
ろ
の
い
（
入
）
し
ま
の

ヽ

　

　

ヽ

（
3
オ
）
む
ね
も
ふ
す
（
さ
）
か
り
て
＼

ヽ

　

　

ヽ

？
7
．
オ
）
．
せ
い
（
ん
）
や
う
て
ん

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

（
1
0
オ
）
聞
え
あ
ら
さ
は
（
は
さ
）
ま
は
敷
・

ヽ

一

ヽ

．
（
1
3
ウ
｝
か
く
聞
こ
し
（
え
）
た
ま
へ
る
、

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

（
1
8
ウ
）
古
と
の
ゝ
御
い
う
も
（
も
う
）
と
に
て
、

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

（
2
0
オ
）
宮
の
大
将
（
納
言
）
は

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

∴
訂
ウ
）
お
も
ひ
あ
せ
り
て
き
ゝ
（
云
ひ
）
出
し
事
．

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

品
妄
二
吾
〓
料
言
こ
冒
し
ま
し
し
か
は
、

．
（
3
4
オ
）
中
将
（
納
言
）

′

ヽ

　

　

ヽ

（
3
7
ウ
）
さ
（
た
）
い
．
L
や
う
の
お
あ
せ
ね
ほ
、

ヽ

　

　

ヽ

．
（
亜
ウ
）
う
つ
く
し
く
お
ゝ
（
ひ
）
　
い
て
給
へ
る
を
、

ヽ

　

　

ヽ

（
4
6
ウ
）
御
つ
ほ
ね
む
ね
（
め
）
　
つ
ほ
な
り
、

宛
字
が
若
干
あ
る
。
・

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

（
1
1
ウ
）
け
に
理
へ
事
有
り
）
か
ほ
の

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

（
ほ
ウ
し
こ
れ
に
ま
し
ま
す
時
（
と
閏
）
き
て

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

（
1
7
オ
）
少
将
の
富
（
み
や
）
う
ふ

ヽ

　

　

ヽ

（
2
2
ウ
）
た
ち
送
人
達
）
れ
奉
る
へ
し
と
も

ヽ

　

　

ヽ

（
4
4
オ
）
藤
（
頭
）
の
中
将

脱
字
も
多
い
。

ヽ

（
1
オ
）
．
（
少
）
将
君
にヽ

（
5
オ
）
　
い
と
⊥
身
（
に
）
そ
ふ
こ
⊥
ち
し
て
、

ヽ

（
7
ウ
）
　
い
も
う
（
と
）
君
に
や
．

ヽ

（
1
0
オ
）
彼
し
（
ゝ
）
う
の
内
侍
か
、

．
ヽ

（
1
4
ウ
）
あ
や
し
（
う
）
と
そ
と

ヽ

∴
1
8
オ
）
な
く
し
子
の
む
（
ま
）
れ
出
た
ま
ひ
て
、
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ヽ

（
2
1
オ
）
木
の
葬
（
と
）
共
に

ヽ

　

ヽ

（
2
8
オ
）
し
ろ
へ
し
て
（
一
つ
）
蓮
ナ
の

（
3
1
オ
）
か
、
ゝ
ら
ん
人
を
見
奉
り
（
な
）
は
、

ヽ

（
3
6
ウ
）
在
つ
る
お
（
も
）
か
け
、

ヽ

（
亜
ケ
）
う
ち
あ
や
（
し
）
か
り
て
お
は
す
、

ヽ

（
4
7
オ
）
　
い
（
た
）
つ
ら
に
も
や
成
給
ひ
し
か

空
字
、
竃
軍
も
か
な
り
も
去
。



以
上
は
誤
脱
等
の
例
で
、
比
較
的
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
挙
げ
た
。
そ
れ
に
準

ず
る
も
の
は
こ
の
外
に
多
い
が
、
中
に
は
誤
脱
は
確
か
に
あ
る
と
思
う
が
、
正

し
い
本
文
の
推
測
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
中
特
に
、
か
な
り
の
丑
の
脱

文
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
（
3
6
ウ
）
．
か
ら
（
3
7
オ
）
に
か
け
で
の
次
の
部

分
で
あ
る
。

ヽ

中
宮
げ
、
ま
つ
る
お
（
も
）
か
け
心
に
れ
ゝ
り
て
、
む
か
し
今
の
お
も
ひ
、ヽ

か
き
く
ら
し
を
ほ
し
み
た
れ
て
、
つ
き
せ
す
め
つ
ら
し
け
に
、
い
か
，
′
1

．

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

（
1
）
つ
れ
つ
れ
と
お
は
し
め
さ
れ
め
さ
れ
け
る
に
や
、
面
目
お
は
え
』
な

む
、
し
つ
心
な
か
り
つ
る
を
な
と
の
た
ま
は
す
る
、
中
宮
は
1
袖
の
け
し
き

も
し
ろ
か
ら
む
と
∴

－
易
部
分
は
、
帝
が
花
山
院
の
花
の
宴
に
行
幸
な
さ
っ
た
留
守
に
、
桐
豆
の
中

宮
が
亡
き
愛
人
と
の
問
に
生
ま
れ
た
姫
君
と
密
か
に
会
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
つ

き
せ
す
め
つ
ら
し
け
に
し
ま
で
は
、
わ
が
子
に
会
っ
た
後
の
中
宮
の
感
懐
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
「
い
か
⊥
つ
れ
つ
れ
と
お
は
し
め
さ
れ
け
る
に
や
」
か

ら
は
、
花
の
雲
か
ら
御
帰
り
に
な
っ
た
帝
が
、
中
宮
を
慰
め
る
と
こ
ろ
に
な
．

1
る
。
皐
の
問
に
少
く
と
も
帝
還
御
の
文
が
脱
し
て
お
り
、
、
そ
の
他
に
も
文
の
乱

（
5
オ
）
何
に
い
の
ち
の
ち
な
か
ら
へ
て
、

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

（
6
オ
）
む
め
の
こ
う
ち
き
、
ゝ
な
る
き
な
る
か
た
（
ら
）
き
ぬ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
1
9
オ
）
、
い
か
て
い
か
て
見
侍
へ
き

ヽ

（
2
1
オ
）
女
君
の
見
そ
初
め
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

（
2
8
ウ
）
は
か
な
か
り
け
る
ち
き
り
の
ち
き
力
の
は
と
の
み
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
3
8
ウ
）
う
ゑ
も
御
な
み
た
う
ゑ
も
御
な
み
た
開
せ
た
ま
へ
る
に
も

（
亜
オ
．
）
む
し
も
め
て
た
か
り
し
在
さ
ま
す
か
た
む
な
し
く
て
、
そ
の
両
か

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

ヽ

　

、

　

　

、

、

、

、

け
た
に
め
て
た
か
り
し
御
あ
り
様
す
か
た
む
な
し
く
、
そ
の
お
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

か
け
た
に
遠
さ
か
る
心
ち
し
て

れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

・
も
う
一
か
所
、
こ
れ
は
話
の
筋
に
も
関
係
す
る
の
で
、
予
め
検
討
し
て
お
く

べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
最
後
に
近
く
、
帝
が
桐
重
の
中
宮
が
御
生
み
に
な
っ
た

第
二
皇
子
を
御
鍾
愛
に
な
る
場
面
に
続
く
部
分
で
あ
る
。

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

ま
こ
と
や
と
う
た
ひ
の
、
御
心
ち
に
（
わ
）
か
（
に
）
わ
つ
ら
は
せ
給
ひ

て
、
は
と
な
ぐ
う
せ
た
ま
ひ
し
か
は
、
ゐ
ん
お
は
し
な
け
く
事
か
き
り
な

し
、
た
1
ひ
と
り
も
ち
奉
り
給
へ
れ
は
、
袖
の
玉
ひ
か
り
う
し
な
へ
る
心
ち

し
て
、
お
は
し
な
け
く
御
車
か
き
り
な
し
、
昇
か
は
り
に
こ
の
宮
と
お
ほ
し

め
さ
れ
け
れ
と
、
し
た
ひ
は
い
か
1
と
て
、
す
え
奉
り
拾
ふ
、
此
宮
は
、
今

二
一
年
も
過
な
は
、
我
は
お
り
ゐ
て
、
く
ら
ゐ
を
ゆ
つ
り
奉
ら
む
と
お
は
し

め
し
て
」
一
宮
春
宮
に
い
さ
せ
給
へ
る
（
亜
ウ
「
4
6
オ
）

「
七
う
た
ひ
」
（
当
代
）
の
急
な
崩
御
が
記
さ
れ
、
御
父
の
院
（
朱
健
院
）
の

御
嘆
き
と
、
皇
位
継
承
に
り
い
て
の
御
処
置
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
町
営
」

「
此
官
」
と
あ
る
の
は
、
前
か
ら
の
叙
述
の
続
き
で
二
宮
と
な
る
。
そ
の
二
宮

を
ど
う
ざ
れ
た
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
で
、
一
宮
（
宣
躍
殿
女
御
所
生
の
第
一

皇
子
）
を
春
宮
に
御
定
め
に
な
っ
た
と
な
る
。
（
春
宮
に
な
っ
た
一
宮
が
二
宮

の
誤
写
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
後
に
続
く
春
宮
妃
人
月
の
と
こ
ろ
で
は
っ
き
り

し
て
い
る
）
．
問
題
は
、
二
宮
の
御
処
置
で
あ
る
。
当
代
崩
御
の
後
、
当
代
御
鎚

愛
の
二
宮
を
御
位
に
と
思
わ
れ
た
が
、
次
第
も
い
か
が
と
御
反
省
に
な
っ
た
結

果
、
「
す
え
奉
り
給
ふ
」
と
続
け
ば
、
御
位
は
一
宮
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
後
文
で
一
宮
は
春
宮
と
な
り
、
此
官
は
〓
一
宮
）
、
一
二
年
後
に
は
御

詳
位
を
御
考
え
に
な
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
「
す
え
奉
り
給
ふ
」
彗
二
宮
を

御
位
に
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
が
そ
う
な
れ
ば
、
そ
の
前
の
「
し
た
ひ
は

い
か
ゝ
と
て
」
と
の
問
に
文
脈
の
矛
盾
が
ぺ
る
。
こ
れ
が
問
題
で
、
軽
々
に
扱

え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
．
「
し
た
ひ
は
い
か
1
と
て
」
　
と
「
す
え
奉
り
給
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云
」
の
問
に
、
脱
文
が
あ
↓
た
紅
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
で
く
る
。

．
∴
以
上
が
書
写
の
状
況
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る
。
か
な
り
の
誤
脱
が
あ
り
、

女
意
文
脈
の
把
錠
に
困
難
を
感
ず
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
∴
し
か
し
落
丁
と
か

錯
簡
に
上
る
脱
落
や
乱
れ
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

内
容
に
つ
い
て

こ
の
物
語
に
は
書
名
が
な
い
。
現
存
す
る
物
語
の
一
部
分
で
も
な
い
ら
し
い

か
ら
、
雷
名
の
み
、
あ
る
い
は
書
名
と
和
歌
だ
け
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
散
逸
物

語
の
中
に
該
当
す
る
も
の
を
接
し
て
み
ろ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
物
語
に
は
三
十

九
首
の
和
歌
が
訂
る
昔
、
．
風
葉
和
歌
集
、
さ
瑞
に
は
拾
遺
百
番
歌
合
と
当

っ
て
み
て
も
該
当
す
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
哲
名
だ
け
伝
え
る
物
語
皆
目
の

頓
に
つ
い
て
み
て
も
、
、
そ
れ
と
推
測
す
る
手
掛
り
は
、
今
の
と
ご
ろ
な
い
。
物

語
名
が
わ
か
ら
な
い
・
寺
は
、
作
者
は
も
と
よ
り
成
立
し
た
時
期
を
考
え
る
上

で
も
不
利
で
あ
る
。
外
部
的
な
傍
証
の
援
用
も
で
き
か
ね
る
か
ら
で
あ
る
。
結

局
内
容
に
つ
い
て
み
て
そ
こ
か
ら
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
言
え
る
か
を
導
き
出

す
外
は
な
い
。
、

こ
の
物
語
の
内
容
は
、
′
始
め
に
い
っ
た
よ
う
に
、
美
し
い
姫
君
と
貴
公
子
の

悲
恋
物
語
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
構
想
も
比
較
的
単

純
で
あ
る
。
現
存
す
右
の
は
物
語
の
途
中
か
ら
結
末
ま
で
で
、
前
を
欠
い
て
い

る
こ
と
は
、
前
に
も
触
れ
た
が
、
現
存
部
分
か
ら
推
測
で
き
る
欠
脱
部
分
の
内

容
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

故
授
察
大
納
言
の
一
一
一
條
邸
に
は
、
・
遺
児
の
美
し
い
頗
君
が
、
母
君
、
乳
母
の

宰
相
、
侍
女
少
将
ら
と
心
細
く
暮
し
て
い
る
↓
琴
の
音
を
便
り
に
宮
の
中
納

言
が
尋
ね
よ
り
、
や
が
で
相
思
相
愛
の
仲
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
宮
の
中
納

言
は
、
時
の
大
臣
殿
の
女
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
、
心
に
も
な
ぐ
三
條
邸
へ
は
疎

縁
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
間
に
三
條
邸
で
は
．
′
絹
君
に
女
の
子
が
、
生
ま
れ
、

．
母
君
は
死
去
す
る
。
．
男
の
無
情
を
恨
み
、
処
置
に
窮
し
た
挙
句
、
生
ま
れ
た

女
子
は
叔
母
の
中
納
言
内
侍
に
預
け
て
し
ま
う
。
ま
た
ど
う
い
う
い
き
さ
つ

か
わ
か
ら
な
い
が
、
姫
君
は
大
臣
邸
に
迎
え
ら
れ
、
対
の
臣
に
住
む
こ
と
に

な
る
4
そ
の
後
で
宮
の
中
納
言
が
三
條
邸
を
訪
ね
た
時
は
」
す
で
に
住
む
人

も
な
く
、
僅
か
に
姫
君
の
笠
の
跡
を
残
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
大
臣
邸
盈
貰

ら
れ
た
姉
君
に
対
し
、
大
臣
の
子
の
階
の
大
納
言
は
、
薗
し
い
恩
義
を
燃
や

す
が
、
姫
君
に
丑
父
大
臣
の
訂
い
で
、
春
宮
妃
と
し
て
入
内
す
る
話
が
進
一
ん

で
い
る
。

以
上
が
概
要
で
、
こ
の
外
に
、
殿
の
大
約
盲
、
官
の
中
納
言
、
・
右
大
臣
の
子
の

宰
相
な
ど
が
親
友
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
本
物
語
の
主
人
　
l
一

公
に
な
る
の
は
、
川
條
邸
の
姫
君
と
官
の
中
納
言
と
で
あ
各
が
、
現
存
部
分
で
　
朝

は
、
．
殿
の
大
納
言
と
宰
相
の
恋
愛
が
か
な
り
の
比
重
で
描
か
れ
て
く
る
。
　
　
　
l

筋
を
述
べ
る
前
に
、
登
場
す
る
人
物
の
釆
図
を
掲
げ
て
お
く
。



母　　式

官こ：部

′
偵
君
）

－
宮
ノ
中
納
言
（
大
納
言
）

「
宜
躍
殿
女
御

春
宮
（
帝
）

條
ノ

姫

君

姫
君
（
梅
壷
）

（
春
宮
）

二
ノ
宮
（
帝
）

（
拘
置
中
富
）

北こここ＝こ大

ー
殿
′
大
納
言

（
大
将
）

l
P
女
（
宮
′
中
納
言
要
）

」
宰
相
（
中
納
言
）

－
女
（
殿
ノ
大
納
言
翼
）

釆
図
外
の
主
要
人
物

宰
相
三
位
（
桐
彙
中
宮
乳
母
）

少
将
命
婦
（
同
侍
女
）

式
部
大
輔
（
官
中
納
言
博
）

中
将
君
（
巣
瞳
院
姫
官
侍
女
）

（
以
上
）

甥
存
す
る
本
物
語
の
梗
概
を
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
．

三
煩
の
姫
君
が
春
宮
妃
と
し
て
入
内
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
殿
の
大
納
言
は

邸
内
の
対
の
臣
に
姫
君
を
訪
う
が
、
胞
の
思
い
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
許
の
中
納
言
は
、
捜
し
て
い
る
姫
君
が
大
臣
邸
に
い
る
こ
と
を
′
知

り
」
恋
嘉
に
心
を
痛
め
て
い
る
。
苦
し
い
夢
の
中
に
姫
君
が
現
わ
れ
、

た
ね
ま
き
し
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
な
て
し
こ
の
花
の
あ
た
り
を
た
つ
ね
て
も
み

、

よ
と
読
む
の
で
、
≡
條
邸
で
見
た
姫
君
の
筆
の
跡
も
思
い
合
わ
さ
れ
、
さ
て
は

二
人
の
問
に
撫
子
の
よ
う
な
子
ど
も
が
あ
っ
た
の
か
と
知
る
の
だ
っ
た
。
入

内
の
日
に
な
っ
て
、
殿
の
大
納
言
は
胸
の
思
い
を
打
ち
明
け
る
が
、
姫
君
の

答
え
は
な
く
、
大
臣
殿
の
美
々
し
い
経
営
で
入
内
し
て
し
ま
っ
た
。
御
局
は

桐
塁
で
」
春
宵
の
御
寵
愛
は
一
方
で
な
い
。
春
宮
に
は
、
先
に
入
内
し
た
宜

招
殿
と
の
問
に
若
宮
も
お
ら
れ
る
が
、
今
は
拘
置
の
み
御
寵
愛
に
な
っ
て
い

．
る
。○

親
友
の
宰
相
は
、
時
や
侍
従
内
侍
に
通
っ
て
い
る
が
、
あ
る
時
そ
こ
で
美

し
い
女
．
の
子
を
見
た
。
官
の
中
納
言
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
素
性
を
尋
ね
た

、
．
が
、
数
え
て
く
れ
な
い
。
こ
の
話
を
宰
相
か
ら
聞
い
た
官
の
中
納
言
l
ほ
、
さ

て
は
わ
が
子
か
と
思
い
当
る
の
だ
っ
た
。
そ
伊
母
の
こ
と
は
宰
相
に
も
秘
し

て
語
ら
な
か
っ
た
が
、
．
今
は
こ
の
撫
子
の
こ
と
の
み
が
恋
し
く
．
、
宰
相
に

頼
ん
で
市
街
を
捜
す
が
、
い
い
返
事
が
な
い
。
こ
の
ご
ろ
官
の
中
納
言
は
、

大
臣
殿
の
女
の
と
こ
ろ
へ
も
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。

．
〇
御
誘
位
が
あ
っ
て
（
　
先
層
は
朱
雀
院
と
な
ら
れ
、
春
宮
が
位
に
つ
か
れ

た
。
桐
豆
は
宜
躍
殿
を
越
え
て
中
宮
に
な
っ
た
。
除
目
が
行
わ
れ
て
、
殿
の

大
納
言
は
大
隠
、
．
宮
の
中
納
言
は
大
納
言
、
宰
相
は
中
納
言
に
な
っ
た
。
宮

．
の
大
納
言
は
依
然
と
し
て
撫
子
に
一
会
え
な
い
で
い
る
が
、
為
る
時
、
侍
従
内
侍
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の
局
に
立
ち
寄
り
、
偶
然
来
合
わ
せ
て
い
た
わ
が
子
壌
子
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
後
的
豆
中
宮
の
侍
女
少
将
命
婦
の
局
に
忍
ん
で
行
き
、
疎
縁
に
な

っ
、
た
事
情
や
、
一
ユ
條
邸
で
残
っ
く
い
た
笹
の
跡
を
見
た
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま

で
の
苦
し
い
思
い
を
訴
え
、
中
宮
へ
の
文
を
托
し
た
。

○
富
秒
大
納
言
は
つ
い
に
柄
気
に
な
り
、
秋
の
深
く
な
る
ま
ま
に
重
く
な
る

は
か
り
で
あ
る
。
父
の
式
部
姻
官
や
母
翠
町
・
昏
い
て
平
癒
の
祈
繭
を
続

け
、
殿
の
大
将
や
中
納
言
も
ね
ん
ご
ろ
に
見
舞
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
中
納
言

に
対
し
て
中
宮
と
の
秘
事
を
告
白
し
た
後
、
間
も
な
く
宮
の
大
納
言
は
病
死

L
C
し
ま
っ
た
。
人
々
の
悲
嘆
は
い
う
ま
で
も
な
い
㌻
桐
壷
中
富
の
御
嘆
き

も
深
い
が
そ
れ
を
御
覧
に
な
っ
た
帝
は
、
日
項
不
審
に
思
っ
て
い
た
の
は
、

さ
て
は
官
の
大
納
言
と
関
係
が
あ
っ
た
た
め
か
と
思
い
当
た
ら
れ
た
が
、
中

宮
を
苦
し
め
ま
い
と
、
御
呑
め
に
も
な
ら
な
い
。
亡
き
人
の
追
啓
は
、
中
納

言
と
中
宮
に
届
け
ら
れ
た
。
母
宮
と
御
侍
の
式
部
大
輔
は
出
家
し
た
。
母
賞
・

は
故
人
の
居
室
に
残
る
歌
に
よ
っ
、
て
遺
児
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
・
．

〇
年
が
改
ま
？
て
春
霞
の
立
ち
わ
た
る
項
、
殿
の
大
将
と
中
納
言
は
、
連
れ

立
っ
て
亡
き
官
の
大
納
言
邸
を
訪
問
し
た
。
そ
の
帰
路
、
朱
雀
院
で
美
し
い

姫
官
を
垣
間
見
た
。
中
宮
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
二
人
と
も
強
く
心
を
引

か
れ
た
。
あ
く
る
夜
、
殿
の
大
将
は
、
中
納
言
を
田
し
抜
い
て
、
こ
の
姫
宮

を
自
邸
に
奪
い
帰
り
、
中
宮
に
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
を
慰
め
る
の
だ
っ

た
r

O
中
宮
は
わ
が
子
撫
子
が
懐
L
く
V
帝
の
花
山
院
の
花
宴
に
行
幸
の
留
守
に

御
召
し
に
な
っ
た
。
二
月
頃
か
ら
中
宮
御
懐
任
の
徴
が
あ
っ
て
、
商
は
御
慰

め
の
た
め
、
殿
の
大
将
、
中
納
言
な
ど
に
命
じ
て
管
態
の
御
遊
び
を
な
さ
っ

た
。

○
式
石
和
富
は
亡
き
大
型
呂
の
忘
れ
崇
兄
の
綺
子
を
ヨ
し
て
い
た
が
、
よ
う

・
ノ

や
ぐ
対
画
す
る
こ
と
が
で
き
、
．
そ
れ
か
ら
時
・
々
来
る
よ
う
に
な
っ
号
こ
の

宮
へ
は
、
御
孫
の
一
宮
　
（
宜
耀
殿
女
御
腹
）
　
も
時
々
御
見
え
に
な
っ
て
い

る
。
．
一

〇
中
納
言
は
、
今
は
殴
の
大
将
の
妻
と
な
っ
て
い
る
朱
雀
院
の
姫
官
が
忘
れ

が
た
く
、
時
艦
ほ
、
大
将
邸
に
忍
ん
で
垣
間
見
も
し
た
が
、
遂
げ
ら
れ
な
い

恋
泉
の
苦
し
さ
に
、
い
っ
そ
遁
世
を
と
し
き
り
に
思
っ
て
い
る
。

〇
十
月
晦
日
中
富
の
御
産
が
あ
っ
て
、
若
宮
が
御
誕
生
に
な
っ
た
‥
帝
の
御

寵
愛
は
、
一
宮
以
上
で
あ
る
。
そ
の
帝
は
突
如
崩
観
に
な
．
っ
た
。
朱
怯
院
の

御
計
ら
い
で
、
中
宮
腹
の
若
宮
が
御
即
位
に
な
り
、
．
一
宮
は
春
宮
と
な
ら
れ

た
。
春
宮
妃
に
は
、
幼
な
馴
染
の
撫
子
の
姫
君
が
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
花
や

か
さ
に
引
き
か
え
＼
中
納
言
は
晴
れ
る
問
の
な
い
物
思
い
に
沈
み
、
出
家
を

の
み
願
っ
て
い
る
が
、
亡
き
宮
の
大
納
言
の
苦
悩
が
、
し
み
じ
み
恩
い
合
わ

さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

．
以
上
が
梗
概
で
あ
る
が
、
－
1
．
の
後
に
、

「
か
ゝ
る
あ
り
か
た
き
し
ゆ
く
せ
の
め
て
た
さ
を
、
後
の
世
の
人
に
見
せ
た

て
ま
つ
ら
む
と
て
容
留
ぬ
」

と
い
う
宜
子
地
の
一
文
が
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
を
閉
じ
て
い
る
。

歌
は
三
十
九
首
あ
る
が
、
そ
の
配
分
を
見
る
と
、

富
の
中
納
言
（
大
納
言
）
　
　
2
3
首
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宰
相
．
（
中
納
言
）
㍉

殿
の
大
納
言
・
（
大
将
）
l

侍
従
内
侍

三
條
ノ
姫
君
（
拘
置
中
富
）

宮
の
中
納
言
妄

言
の
中
納
言
母

7
首

4
首

2
首」

首

1
首

1
首



と
な
っ
て
い
て
、
官
の
中
納
言
が
ず
ば
抜
け
て
多
い
。
こ
の
人
を
主
人
公
に
し

て
い
る
こ
と
と
∵
そ
の
点
よ
く
照
応
し
て
い
る
。
そ
れ
甘
対
し
て
女
主
人
公
の

三
琴
姫
君
（
桐
重
中
宮
）
′
の
．
一
首
は
、
あ
ま
り
に
少
い
。
欠
け
て
い
る
前
半
の

三
債
邸
で
の
不
如
意
な
恋
の
場
面
に
は
、
・
か
な
り
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、

そ
れ
と
も
男
よ
乃
ず
っ
と
少
か
っ
た
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
の
極
端
な
対
照
は
、

・
こ
の
物
語
が
、
女
性
よ
り
も
男
性
の
心
情
叙
述
に
重
い
比
重
が
か
け
ら
れ
、
男

性
の
側
の
慕
情
・
迷
い
・
白
票
な
ど
が
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
照
応

J
L
て
い
受
宰
相
（
中
納
言
）
の
歌
が
主
人
公
に
次
い
で
多
い
の
も
、
同
じ
ケ

ー
ス
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
内
客
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
話
の
ポ
．
イ
㌣
を
も

◎∈）rう

匿
記
し
て
み
る
と
、

官
の
中
納
言
七
三
燦
の
塵
君
と
の
深
い
純
愛
。

そ
の
間
l
こ
愛
の
結
晶
（
撫
子
の
姫
君
）
が
あ
る
。

①
男
が
大
臣
の
婿
に
迎
え
ら
れ
、
心
な
ら
ず
疎
放
に
な
っ
た
こ
と
が
悲
劇
の

因
と
な
り
、
二
人
は
別
れ
別
れ
に
な
る
。
　
　
－

④
　
男
は
、
失
恋
の
苦
悩
を
負
っ
て
病
死
す
る
。

⑦
　
女
は
、
悲
嘆
の
中
に
も
幸
運
に
恵
ま
れ
、
壷
官
紀
・
中
宮
と
な
り
、
御
子

∴
は
帝
位
に
つ
せ
、
男
と
の
間
の
子
も
春
宮
妃
と
な
る
。

と
な
り
∴
し
れ
が
中
心
で
、
こ
れ
に
殿
の
大
納
言
と
宰
相
と
の
恋
愛
が
副
次
的

に
絡
ん
で
く
l
る
・
l
こ
う
整
理
し
て
み
て
中
世
擬
古
物
語
玖
中
に
、
こ
れ
に
項
似

す
る
主
題
の
作
品
を
捜
し
て
み
る
｛
　
「
む
ぐ
ら
し
と
翌
日
物
語
が
近
似
し
」

や
や
離
れ
て
「
海
人
の
刈
義
」
が
あ
る
。
「
海
人
の
刈
藻
」
は
、
す
で
に
東

宮
妃
と
な
っ
t
い
石
女
君
と
密
通
し
て
若
君
が
生
ま
れ
る
受
し
ろ
に
大
き
な
相

違
が
あ
る
。
そ
の
点
「
む
く
ら
】
′
に
し
ろ
、
忍
音
物
語
に
し
ろ
、
本
物
語
と
と

・
も
に
よ
り
道
義
的
で
あ
る
。
l、

′

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

「
む
ぐ
ら
」
と
忍
音
物
語
で
は
、
こ
の
物
語
に
よ
り
近
い
の
は
「
む
ぐ
ら
」
の

方
で
あ
る
。
忍
音
物
語
の
方
か
ら
見
る
と
、

母
の
尼
と
陀
び
住
居
を
し
て
い
る
女
主
人
公
の
姫
官
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
か

ら
男
主
人
公
の
四
位
少
将
と
相
愛
の
仲
に
な
る
。
姫
官
は
少
将
に
か
く
ま
わ

れ
て
．
若
君
音
で
生
む
が
、
小
将
は
父
内
大
臣
の
た
め
政
略
結
婚
を
強
い
ら
れ
、

姫
宮
と
の
間
を
割
か
れ
て
し
ま
う
。
少
将
は
、
失
恋
の
苦
悩
か
ら
世
を
墟

れ
て
横
川
に
象
る
が
、
姫
宮
の
方
は
、
帝
の
御
寵
愛
を
受
け
て
中
富
と
な

り
」
御
子
は
春
宮
と
な
っ
て
、
行
末
の
繁
栄
を
約
束
さ
れ
る
。
少
将
と
の
問

の
若
君
は
、
累
進
し
て
中
将
に
な
る
。

と
い
う
の
が
骨
子
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
の
が
男
の
子
で
あ
り
、
男
性
が
死
ぬ
の

で
な
く
て
田
家
す
る
点
は
、
．
「
海
人
の
刈
藻
」
玖
系
統
で
あ
る
が
、
．
男
女
の
純

愛
に
田
発
す
る
点
で
、
「
海
人
の
刈
藻
」
と
区
別
さ
れ
、
む
し
ろ
本
物
語
に
近
似

す
る
。
翌
場
人
物
を
節
約
し
、
筋
を
簡
明
に
し
て
い
る
点
で
は
、
特
に
本
物
語

の
手
法
に
似
て
い
る
。

「
む
ぐ
ら
」
の
方
は
、
骨
子
の
点
で
本
物
語
と
も
っ
と
も
近
似
す
る
。
相
思
相

愛
の
女
（
右
大
臣
の
先
妻
の
子
）
と
男
l
（
内
大
臣
の
子
の
大
将
）
と
の
問
に
は
、
姫

君
ま
で
あ
る
が
、
男
の
母
親
に
よ
っ
て
仲
を
割
か
れ
、
男
は
悲
嘆
の
中
に
病
死

し
、
女
は
帝
寵
を
得
て
女
御
と
な
り
、
．
未
め
で
た
く
繁
栄
す
る
と
い
う
に
あ

る
∵
」
れ
に
は
、
女
の
側
に
は
、
克
（
僧
都
）
・
妹
（
春
宮
妃
）
、
と
と
も
に
継

母
の
虐
待
を
受
け
る
と
い
う
継
子
物
の
要
素
が
加
わ
り
、
二
人
の
仲
を
割
い
た

男
の
母
は
、
そ
の
非
道
の
た
め
に
、
春
宮
の
前
の
妃
で
あ
っ
た
娘
（
大
将
妹
）

が
不
運
に
陥
り
、
自
分
も
大
将
の
死
と
と
も
に
頓
死
す
る
と
い
っ
た
報
復
が
あ

り
、
さ
ら
に
男
は
ハ
　
清
水
寺
の
霊
夢
に
よ
っ
て
、
兵
踪
し
た
女
の
行
荷
を
知

り
、
女
君
ほ
山
井
寺
を
建
立
す
る
な
ど
、
本
物
語
に
は
な
い
潤
色
が
あ
る
4
し

か
五
言
点
昔
物
警
き
わ
空
近
い
譜
が
あ
る
。
土
．
笠
む
ぐ
ら
k
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一
．

・
で
強
調
さ
れ
る
の
は
」
女
君
の
幸
運
に
お
る
。
女
御
か
う
女
院
と
な
り
、
御
子

は
帝
位
に
つ
く
。
春
宮
妃
と
な
義
妹
君
滝
∵
中
富
と
な
り
、
そ
や
御
子
は
春

宮
に
な
る
川
見
の
僧
都
は
法
務
大
僧
正
と
l
な
り
、
父
右
大
臣
催
太
政
大
臣
と
な

る
ご
と
ぺ
で
、
l
「
ひ
き
か
へ
め
つ
ら
し
き
は
と
の
御
こ
と
寸
は
、
よ
の
た
め

し
に
か
き
と
⊥
む
る
人
お
庵
か
る
へ
し
、
春
宮
の
御
母
、
い
圭
は
女
院
と
き
こ

ゆ
、
こ
の
こ
ろ
は
、
こ
の
御
ゆ
か
り
よ
り
憶
か
の
さ
い
わ
い
な
か
り
け
り
」

、
と
評
し
、
他
に
二
か
所
同
趣
旨
の
評
が
お
っ
て
、
女
君
の
未
繁
昌
が
硬
調
さ
れ

る
。
ネ
れ
に
対
し
て
、
悲
恋
に
死
ん
だ
大
将
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

か
。
軒
と
よ
り
大
将
と
の
恋
愛
が
中
心
問
題
と
し
て
扱
云
れ
、
女
君
は
、
厚
い

帝
寵
の
中
で
も
忘
れ
が
た
く
追
懐
し
、
親
し
か
っ
た
春
宮
も
常
に
な
つ
か
し
が

っ
て
い
る
。
大
将
と
そ
の
死
は
決
し
て
軽
く
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り

′
鴇
、
そ
の
死
に
非
常
な
意
味
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

・
院
の
一
の
宮
、
む
月
の
う
ち
．
に
つ
か
せ
給
ぬ
、
砂
か
訃
か
．
か
中
か
か
聖
か

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

l
将
は
う
せ
給
に
し
な
り
け
り

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
ぁ
る
。
大
将
の
死
は
．
′
女
君
の
「
め
て
た
さ
」
あ
た
め
の

も
の
だ
と
い
ヶ
の
で
あ
る
。
女
君
の
幸
澤
を
実
現
す
る
た
吟
の
男
の
死
で
あ

り
、
男
の
死
を
鶴
性
に
し
て
、
女
の
幸
運
が
成
就
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
・

「
む
ぐ
ら
」
の
主
題
の
核
心
は
、
笑
に
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
ぁ
る
。

′
野
坂
本
物
語
が
「
む
ぐ
ら
」
に
近
い
と
い
ト
の
も
、
「
む
ぐ
ら
」
の
主
題
の

核
心
と
す
る
と
・
こ
ろ
に
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
ぁ
る
。
本
物
語
の
最
後
に
、
一

か
．
ゝ
る
あ
り
か
た
き
し
ゆ
く
せ
の
め
て
た
さ
を
、
後
の
世
の
人
に
見
せ
た
く

ま
つ
ら
む
と
で
書
留
ぬ
・

と
あ
る
こ
と
は
、
前
場
も
挙
げ
た
。
こ
の
結
び
は
実
は
唐
突
で
あ
っ
て
、
梗
概
で

記
し
た
よ
．
う
に
、
こ
の
前
に
は
，
親
友
の
ヰ
納
言
が
、
亡
き
官
の
大
納
言
の
苦

封
を
忍
い
や
り
な
が
ら
、
這
け
ち
れ
な
い
わ
が
恋
に
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

／

る
。
そ
れ
を
「
か
ゝ
、
る
あ
り
か
た
き
し
ゆ
ぐ
せ
の
め
で
た
さ
」
と
い
t
う
は
ず
は

な
い
。
こ
こ
は
「
む
で
ら
」
．
の
最
後
に
1
「
た
し
そ
の
ゝ
ち
彗
こ
の
御
ゆ
か
り

の
こ
と
の
み
、
ふ
て
た
き
た
め
し
に
て
…
…
」
と
女
君
の
幸
運
を
評
し
て
い
る

よ
う
に
、
三
煩
の
姫
君
の
幸
運
を
祝
福
し
た
も
の
で
、
．
「
む
ぐ
ら
」
と
同
℃
強

潤
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
男
君
の
死
に
つ
い
て
は
、
r
む
ぐ
ら
」
が
行

っ
た
よ
う
な
草
子
地
に
よ
る
意
味
付
け
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
見
ら
れ
な
い

け
れ
ど
も
、
筋
の
違
び
、
男
の
死
の
重
い
扱
い
方
か
ら
い
っ
て
、
「
む
ぐ
ち
」

の
テ
ー
マ
の
核
心
か
ら
少
し
も
離
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
官
の
大
納
言

の
死
に
よ
っ
て
、
三
樵
の
姫
君
の
幸
運
が
成
就
し
た
と
い
う
点
に
、
本
物
語
の

テ
ー
マ
の
核
心
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
の
追
求
と
い
う
点
に
限

っ
て
い
え
ば
、
【
む
ぐ
ら
し
よ
り
も
い
っ
そ
う
単
純
化
し
た
構
想
だ
し
．
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

皇
題
の
点
か
ら
野
坂
本
物
語
が
「
む
ぐ
ら
」
や
、
さ
ら
に
忍
昔
物
語
と
同
好

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
か
ら
本
物
語
の
制
作
の
時
期
を
導
く
こ
と

は
、
実
は
容
易
で
な
い
。
い
う
と
す
れ
ば
確
証
の
な
い
推
測
を
い
う
だ
け
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
た
だ
「
む
ぐ
ら
」
的
主
題
を
扱
っ
．
た
擬
古
物
語
の
一
つ
だ
と
い

ぅ
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
う
七
た
主
題
が
、
中
世
物
語
と
し
て
ど

ん
な
意
味
を
持
つ
か
、
こ
う
し
た
主
題
が
社
会
の
ど
ん
な
状
況
下
に
存
在
し
碍

た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
期
待
し
た
い
と
恩
苓

－
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大
学
文
学
部
教
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