
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
冒
頭
に
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
一
つ
の
〈
ね
じ
れ
〉
に
つ
い
て近

　
藤
　
雅
　
子

　
中
世
初
期
に
、
古
い
形
態
か
ら
現
存
す
る
物
語
に
再
編
さ
れ
て
成
立
し
た
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
（
今
と
り
か
へ
ば
や
）
は
、
男

女
の
性
の
入
れ
替
わ
り
を
題
材
と
し
た
作
り
物
語
で
あ
り
、
「
異
母
き
ょ
う
だ
い
の
性
役
割
の
転
倒
と
そ
の
本
来
期
待
さ
れ
る
姿
へ

の
復
帰
」
（
辛
島
正
雄
・
日
本
古
典
文
学
大
事
典
／
明
治
書
院
）
の
物
語
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
で
、
実
際
の
性

別
と
は
異
な
る
ね
じ
れ
た
性
で
成
長
す
る
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
季
節
の
描
写
の
〈
ね
じ
れ
＞
　
　
3
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

に
つ
い
て
、
気
付
い
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。
な
お
、
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
依
拠
し
た
。

　
物
語
は
、
権
大
納
言
大
将
に
二
人
の
「
北
の
方
」
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
異
母
き
ょ

う
だ
い
で
あ
る
男
君
・
女
君
は
瓜
二
つ
で
あ
る
が
、
内
気
な
男
君
は
女
姿
で
、
活
発
な
女
君
は
男
姿
で
成
長
し
て
い
く
。
そ
の
様
子

を
見
て
、
子
ど
も
達
の
父
大
納
言
は
二
人
を
「
と
り
か
へ
ば
や
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
。

　
二
人
の
妻
は
と
も
に
「
北
の
方
」
で
あ
り
、
同
時
期
に
子
を
も
う
け
て
お
り
、
ま
た
権
大
納
言
の
妻
た
ち
に
対
す
る
扱
い
も
平
等

の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
差
が
存
在
す
る
。
作
者
が
、
二
人
の
妻
に
差
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
人
の
妻
、
源
宰

相
の
娘
と
藤
中
納
言
の
娘
の
登
場
の
順
で
あ
る
。
「
源
の
宰
相
と
き
こ
え
し
が
御
む
す
め
」
腹
に
「
い
と
ど
世
に
な
く
玉
光
る
男
君
」

が
、
そ
し
て
「
藤
中
納
言
と
き
こ
え
し
が
御
む
す
め
」
に
「
姫
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
な
る
」
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
順
で
登
場
し



て
き
て
い
る
。
記
述
の
順
序
で
は
、
源
宰
相
の
娘
が
優
位
に
あ
る
。
ま
た
記
述
内
容
も
、
藤
中
納
言
の
娘
の
記
述
に
比
べ
、
源
宰
相

の
娘
の
方
は
、
性
格
な
ど
に
言
及
し
て
あ
り
、
文
章
量
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
源
氏
と
藤
原
氏
と
で
は
、
も
と
皇
族
で
あ

る
源
氏
の
方
が
優
位
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
て
が
わ
れ
た
対
の
屋
が
、
源
宰
相
の
娘
が
東
の
対
の
屋
、
藤
中
納
言
の
娘
が
西
の
対
の
屋

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
森
本
葉
子
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
若
紫
・
玉
婁
や
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
例
か
ら
、
西
の
対
よ
り
東
の
対
の

方
が
格
が
高
い
と
し
て
い
る
（
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
考
ー
逆
転
す
る
二
人
の
北
の
方
1
「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
」
第
二

二
号
）
。

源
宰
相
－
北
の
方

一
T
l
▲
君

権
大
納
言
大
将

一
T
l
L
君

藤
中
納
言
－
北
の
方

（
登
場
人
物
略
系
図
）
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つ
ま
り
、
男
君
の
母
で
あ
る
源
宰
相
の
娘
の
方
が
、
女
君
の
母
で
あ
る
藤
中
納
言
の
娘
よ
り
も
優
位
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

続
く
本
文
で
は
、
「
異
常
性
」
は
男
君
に
、
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
物
語
で
は
、
場
面
設
定
の
後
、
父
大
納
言
が
二
人
の
子
ど
も
の
も
と
を
訪
ね
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
東
の
対
に
男
君
を

訪
ね
、
そ
の
後
に
西
の
対
の
女
君
を
訪
ね
る
。
こ
こ
で
も
前
述
の
通
り
、
男
君
側
、
つ
ま
り
源
宰
相
の
娘
の
方
が
、
女
君
側
の
藤
中

納
言
の
娘
よ
り
も
優
位
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。



問
題
に
な
る
の
は
、
父
大
納
言
の
見
た
、
男
君
の
描
写
で
あ
る
。
本
文
中
「
姫
君
」
と
あ
る
の
は
、
男
君
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
い
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ら
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う

　
　
春
の
つ
れ
づ
れ
、
御
物
忌
に
て
の
ど
や
か
な
る
昼
つ
方
、
姫
君
の
御
方
に
渡
り
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
御
帳
の
う
ち
に
ぞ
箏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
タ
ご
ろ
く

　
琴
を
忍
び
や
か
に
弾
き
す
さ
び
た
ま
ふ
な
り
。
女
房
な
ど
こ
こ
か
し
こ
に
群
れ
居
っ
つ
、
碁
、
双
六
な
ど
打
ち
て
、
い
と
つ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
き
ら
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
た
ら

　
つ
れ
げ
な
り
。
御
几
帳
押
し
や
り
て
、
「
な
ど
か
く
の
み
埋
も
れ
て
は
。
盛
り
な
る
花
の
に
ほ
ひ
も
御
覧
ぜ
よ
か
し
。
御
達
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
し
　
　
　
た
け

　
も
あ
ま
り
い
ぶ
せ
く
も
の
す
さ
ま
じ
げ
に
思
ひ
て
は
べ
る
は
や
」
と
て
、
床
に
押
し
か
か
り
て
居
た
ま
へ
ば
、
御
髪
は
丈
に
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
ψ
・
さ
　
　
　
　

い
　
　
　
　
　
　
　

け
し
さ
　
　
　
　
　
　
　
つ
そ

ノ
寸
は
か
り
余
り
た
れ
ば
、
花
薄
の
穂
に
出
で
た
る
秋
の
気
色
お
ー
え
て
、
裾
つ
き
の
な
よ
な
よ
と
な
び
き
か
か
り
つ
つ
、
物

　
　
あ
ふ
ざ

語
に
扇
を
広
げ
た
る
な
ど
こ
ち
た
く
言
ひ
た
る
ほ
ど
に
は
あ
ら
で
、
こ
れ
こ
そ
な
つ
か
し
か
り
け
れ
、
い
に
し
へ
の
か
ぐ
や
姫

　
け
ぢ
か

も
気
近
く
め
で
た
き
方
は
か
く
し
も
や
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
目
も
く
れ
つ
つ
、
近
く
寄
り
た
ま
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
め

「
こ
は
、
い
か
で
か
く
の
み
は
な
り
果
て
た
ま
ふ
に
か
」
と
、
涙
を
一
目
浮
け
て
、
御
髪
を
か
き
や
り
た
ま
へ
ば
、
…
…

　
父
大
納
言
は
、
男
君
の
居
丈
に
あ
ま
る
長
い
髪
を
見
て
、
「
花
薄
の
穂
」
を
連
想
し
、
「
秋
の
け
し
き
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
部
分
つ
い
て
主
要
注
釈
書
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
季
節
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

　
　
・
　
「
新
釈
と
り
か
へ
ば
や
」
　
　
（
田
中
新
一
・
田
中
喜
美
春
・
森
下
純
昭
／
風
間
書
房
）

　
　
　
　
　
「
花
薄
の
穂
に
出
で
た
る
秋
の
け
し
き
」
1
毛
筋
が
き
れ
い
に
整
っ
て
い
る
様
を
い
う
か
。

　
　
・
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
　
　
（
今
井
源
衛
・
森
下
純
昭
・
辛
島
正
雄
校
注
／
岩
波
書
店
）

　
　
　
　
　
「
花
薄
」
は
す
す
き
の
尾
花
。
髪
が
き
れ
い
に
そ
ろ
っ
て
い
る
様
。

　
　
・
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
　
　
（
三
角
洋
一
・
石
埜
敬
子
校
注
訳
／
小
学
館
）

　
　
　
　
　
「
花
薄
」
は
、
穂
の
出
た
薄
。
髪
の
裾
が
ふ
っ
さ
り
と
し
て
毛
筋
が
揃
っ
て
い
る
さ
ま
の
形
容
。

　
　
＊
　
講
談
社
学
術
文
庫
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
（
1
）
」
（
桑
原
博
史
／
講
談
社
）
と
、
中
世
王
朝
物
語
全
集
「
と
り
か
へ
ば
や
」
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（
友
久
武
文
・
西
本
寮
子
校
注
訳
／
笠
間
書
院
）
は
と
も
に
注
記
な
し
。

髪
の
形
容
に
「
花
薄
」
を
用
い
る
例
は
、
『
枕
草
子
』
「
野
分
の
ま
た
の
日
こ
そ
」
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
角
川
文
庫
『
枕
草
子
（
下
）
』
一
九
一
段
よ
り
引
用
）

　
　
野
分
の
ま
た
の
日
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。
立
蔀
、
透
垣
な
ど
の
乱
れ
た
る
に
、
前
栽
ど
も
、
い
と
心
苦

　
し
げ
な
り
。
大
き
な
る
木
ど
も
も
倒
れ
、
枝
な
ど
吹
き
折
ら
れ
た
る
が
、
萩
、
女
郎
花
な
ど
の
上
に
よ
こ
ろ
ば
ひ
伏
せ
る
、
い

　
と
思
は
ず
な
り
。
…
…
（
中
略
）
…
…
も
の
あ
は
れ
な
る
け
し
き
に
見
い
だ
し
て
、
「
む
べ
山
風
を
」
な
ど
言
ひ
た
る
も
心
あ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
ゐ
も
の

　
と
見
ゆ
る
に
、
十
七
、
八
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
、
…
…
（
中
略
）
…
…
薄
色
の
宿
直
物
を
着
て
、
髪
色
に
、
こ
ま
こ
ま
と
う
る
は

　
　
　
　
　
　
を
ば
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ

　
し
う
、
末
も
尾
花
の
や
う
に
て
、
丈
ば
か
り
な
り
け
れ
ば
、
衣
の
裾
に
は
つ
れ
て
袴
の
そ
ば
そ
ば
よ
り
見
ゆ
る
に
、
：
：
：

　
『
枕
草
子
』
で
は
、
秋
だ
か
ら
、
髪
の
描
写
に
秋
の
尾
花
を
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
こ
の

場
面
の
季
節
は
春
な
の
で
あ
る
。
父
大
納
言
は
、
春
に
花
薄
の
穂
を
連
想
し
、
「
秋
の
気
色
」
ま
で
も
感
じ
た
。
こ
れ
が
、
「
異
常
」

な
の
で
あ
る
。
『
礼
記
』
「
月
令
」
を
意
識
し
、
季
節
の
流
れ
を
重
ん
じ
て
い
た
古
代
人
に
と
っ
て
、
春
の
季
節
に
こ
の
秋
の
描
写
は

明
ら
か
に
お
か
し
い
。
特
に
こ
の
場
合
、
「
ズ
レ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
百
八
十
度
〈
ね
じ
れ
〉
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
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こ
の
部
分
で
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
〈
ね
じ
れ
〉
が
表
れ
て
い
る
。

　
陰
陽
五
行
説
で
は
、
「
東
－
春
」
・
「
西
ー
秋
」
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
「
少
女
」
で
実
現
す
る
光
源
氏
の
六

条
院
が
、
こ
の
陰
陽
五
行
説
を
意
識
し
て
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
植
田
恭
代
氏
は
『
源
氏
物
語

事
典
』
（
大
和
書
房
）
で
、
六
条
院
の
構
造
の
思
想
的
な
根
拠
に
「
易
教
」
の
方
位
観
を
あ
げ
る
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。



ま
た
曲
豆
島
秀
範
氏
も
、
同
書
に
お
い
て
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
象
徴
す
る
町
に
住
む
女
性
と
融
合
さ
せ
て
四
季
を
司
ろ
う
と
す
る
六

条
院
の
構
想
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
辰
己
（
南
東
）
は
「
春
の
町
」
で
紫
の
上
の
住
ま
い
で
あ
り
、
未
申
（
南
西
）
は
「
秋

の
町
」
で
秋
好
中
宮
の
住
ま
い
に
な
っ
て
お
り
、
「
東
ー
春
」
・
「
西
ー
秋
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
て
取
れ
る
。

　
し
か
し
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
父
大
納
言
が
「
東
の
対
」
に
い
る
男
君
に
、
春
な
ら
ぬ
「
秋
の
け
は
ひ
」
を
感
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
陰
陽
五
行
説
に
み
る
照
応
関
係
に
合
致
せ
ず
、
ま
さ
に
百
八
十
度
〈
ね
じ
れ
〉
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
冒
頭
部
分
で
は
、
優
位
な
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
の
源
宰
相
の
娘
腹
の
男
君
の
方
に
の
み
、
現
実
の
季
節
や
場
所
と
ね
じ
れ
た
表
現

が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
権
大
納
言
の
二
人
の
子
ど
も
の
異
常
性
は
、
男
君
の
方
に
よ
り
強
く
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
父
親
と
し
て
の
権
大
納
言
の
落
胆
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
博
士
前
期
課
程
二
年
）


