
序

　

浦
島
太
郎
の
話
の
初
め
に
亀
が
現
れ
る
。
こ
れ
に
A
鶴
を
新
た
に
加
え
て
鶴

亀
長
寿
の
諺
と
し
て
利
用
、
こ
こ
に
照
応
さ
せ
る
B
末
尾
を
鶴
亀
夫
婦
の
明
神

垂
迹
に
結
ぶ
祝
儀
作
品
、
こ
れ
が
御
伽
草
子
の
浦
島
で
あ
る
。
首
尾
を
次
に
引

く
。

　　

あ
け
て
悔
し
い
玉
手
箱
、
老
齢
無
惨
の
浦
島
に
悔
い
の
残
る
古
来
の
伝
承
は

こ
う
し
て
鶴
亀
長
寿
の
祝
儀
物
と
化
す
。
古
い
伝
承
の
弱
点
を
在
来
の
諺
と
本

地
物
形
式
を
利
用
し
て
克
服
す
る
。
作
者
は
在
来
の
諺
や
形
式
す
な
わ
ち
既
成

概
念
に
己
の
理
想
を
と
か
し
込
む
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
は
浦
島
文
学
発
展
史

を
離
れ
ず
、文
学
史
と
し
て
は
、単
な
る
浦
島
の
話
よ
り
浦
島
の
話
へ
、で
あ
る
。

　

こ
こ
に
甲
乙
二
つ
の
作
品
が
あ
る
。内
容
が
甲
乙
い
ず
れ
も
浦
島
で
あ
れ
ば
、

甲
乙
の
関
係
は
前
述
の
如
き
か
単
な
る
異
本
関
係
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
翻
案
小

説
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
外
国
作
品
甲
を
日
本
作
品
乙
に
文
化
の
と
か
し
込
み

を
含
め
て
改
作
す
る
が
如
き
文
学
方
法
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
異
な
る
甲
乙
二
つ
の
関
係
が
あ
る
。
甲
が
原
料
素
材
・
乙
が
二
次

製
品
で
あ
る
と
す
る
。
甲
の
単
な
る
継
承
展
開
が
乙
で
は
な
く
、
甲
の
内
容
を

吟
味
批
判
し
て
甲
の
転
移
改
変
、
そ
の
克
服
の
上
に
新
た
に
別
の
作
品
乙
を
成

立
さ
す
方
法
を
と
る
。

　

全
く
の
無
か
ら
有
は
生
ぜ
ず
先
行
素
材
は
存
在
す
る
が
、
在
来
の
本
地
物
形

式
の
一
部
や
諺
を
か
り
た
改
作
と
は
異
な
る
作
品
創
作
の
在
り
方
で
あ
る
。

　

甲
は
浦
島
太
郎
な
ど
、
乙
は
大
蛇
の
現
れ
る
天
稚
彦
の
物
語
す
な
わ
ち
『
七

夕
』、
以
下
、《
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
成
立
す
る
下
地
に
浦
島
な
ど
に
対
す
る
批
判

的
な
作
者
の
ま
な
ざ
し
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
》
と
い
う
点
を
中
心
に
憶
測

の
あ
れ
こ
れ
を
覚
書
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　

  

一　

物
語
の
構
造　

不
幸
の
重
な
る
非
完
結
話
型

　

彦
星
姫
星
、二
つ
の
星
は
実
は
地
上
の
者
で
あ
っ
た
と
七
夕
の
由
来
を
説
く
。

『
七
夕
』
の
荒
筋
を
次
に
略
記
す
る
。

御
伽
草
子
『
七
夕
』
覚
書

白　
石　
一　
美

　

女
が
家
の
前
で
洗
い
物
中
、
蛇
が
現
わ
れ
求
婚
す
る
。
姉
娘
も
中
娘
も
尻
込
す
る

求
婚
を
末
娘
が
応
諾
、
蛇
は
娘
の
援
助
で
人
間
に
変
身
、
結
婚
し
て
楽
し
く
暮
す
。

実
は
「
我
は
海
龍
王
だ
」
と
男
は
身
も
と
を
明
か
し
て
、
女
に
天
へ
の
登
り
方
を
教

え
て
天
に
登
り
去
る
。
後
、
女
も
天
に
登
り
、
男
の
父
が
出
す
難
題
を
男
の
援
助
で

解
決
す
る
が
九
仞
の
功
を
一
簣
に
欠
く
こ
と
あ
り
、
二
人
は
年
に
一
度
七
月
七
日
に

逢
う
こ
と
と
な
る
。（『
天
稚
彦
物
語
』（
２
）

に
拠
る
。
別
称
『
七
夕
』）　
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A
浦
島
太
郎
此
の
亀
に
い
ふ
や
う
、「
汝
生
あ
る
も
の
の
中
に
も
、
鶴
は
千
年
亀
は
万

　

年
と
て
、
い
の
ち
久
し
き
も
の
な
り
、
…
…
」（
１
）（P.605

）

B
浦
島
は
鶴
に
な
り
、
…
…　

め
で
た
き
た
め
し
に
も
鶴
亀
を
こ
そ
申
し
候
へ
。
…
…

　

其
の
後
浦
島
太
郎
は
丹
後
の
国
に
浦
島
の
明
神
と
顕
は
れ
、
衆
生
済
度
し
給
へ
り
。

　

亀
も
同
じ
所
に
神
と
あ
ら
は
れ
、
夫
婦
の
明
神
と
な
り
給
ふ
。
め
で
た
か
り
け
る

　

た
め
し
な
り
。（P.611

）



　

年
に
一
度
ゆ
え
二
人
の
幸
福
は
完
結
せ
ず
、
日
常
的
幸
福
は
な
い
。
因
み
に
幸

福
完
結
す
る
原
始
話
型
は
「
姫
が
鬼
の
た
め
に
難
儀
、
そ
こ
に
王
子
が
現
わ
れ

て
鬼
を
退
治
、
二
人
は
結
婚
、
め
で
た
し
」
型
で
あ
り
、
完
結
型
の
一
つ
『
鉢
か

づ
き
姫
』
は
、
女
中
奉
公
先
の
若
息
子
が
求
婚
、『
七
夕
』
同
様
親
の
出
す
難
題

即
ち
兄
嫁
た
ち
と
の
嫁
比
べ〈
資
格
試
験
〉の
結
果
、合
格
し
て
結
婚
に
至
る
。『
七

夕
』
終
末
部
で
難
題
は
ク
リ
ア
、
だ
の
に
幸
福
な
る
結
婚
は
訪
れ
ぬ
。

　

物
語
中
間
部
で
『
七
夕
』
の
男
は
女
を
残
し
て
天
上
に
去
る
。
中
間
部
で
（
男

の
正
体
を
覗
く
な
ど
し
て
）
話
を
永
遠
の
別
離
で
結
べ
ば
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー
の
『
夕

鶴
』（
鶴
の
草
子
）
に
近
い
趣
向
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
話
を
続
け
る
の

で
（
女
に
天
上
登
り
を
教
え
る
趣
向
あ
る
に
せ
よ
）
途
中
で
男
に
去
ら
れ
末
尾
に

も
不
幸
、
言
わ
ば
不
幸
を
二
度
重
ね
た
非
完
結
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
年
に
一
度

七
月
七
日
の
古
来
の
伝
承
に
創
作
し
た
中
間
部
が
重
な
っ
て
作
品
に
深
々
と
し
た

余
韻
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　

  

二　

物
語
の
発
端
と
出
逢
い
の
場

　
「
昔
、
長
者
の
家
の
前
に
」
女
が
洗
い
物
中
、
大
蛇
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
冒
頭

両
者
出
逢
い
の
場
は
地
上
の
〝
天
の
川
〟（
洗
い
場
の
細
か
い
記
述
は
無
い
が
長

者
の
家
付
近
の
川
辺
か
）
と
思
う
。
末
尾
を
七
月
七
日
の
天
の
川
に
結
び
、
天
上

の
二
星
は
実
は
も
と
も
と
地
球
の
蛇
と
女
で
あ
っ
た
か
に
見
え
る
。

　

Ａ
奈
良
絵
本
『
七
夕
』（
３
）

と
Ｂ
近
世
初
期
（
元
和
・
寛
永
頃
）
写
と
さ
れ
る
『
七

夕
之
本
地
』（
４
）

冒
頭
の
画
面
を
比
較
す
る
に
、
Ａ
川
中
に
杓し
ゃ
く
し子
を
持
つ
女
に
川
岸

よ
り
文
を
口
に
咥
え
渡
さ
ん
と
す
る
蛇
・
Ｂ
広
い
水
面
よ
り
文
を
咥
え
た
蛇
が
現

わ
れ
て
岸
辺
の
女
が
こ
の
文
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
図
を
描
く
。
A
B
と
も
に

絵
に
長
者
の
家
を
描
か
ず
、
文
に
川
を
記
述
し
な
い
。
川
を
描
け
ば
場
の
細
か
い

文
章
表
現
は
不
要
で
あ
り
、
絵
と
文
は
相
互
補
完
の
表
現
関
係
か
。

　

Ａ
全
体
は
天
に
雲
、
中
部
に
陸
地
と
樹
木
、
下
半
に
川
・
女
・
蛇
、
川
は
左
上

よ
り
右
下
に
流
れ
て
川
中
に
足
も
と
ほ
ど
の
広
さ
の
島
あ
り
、
こ
こ
に
女
が
立
っ

て
陸
地
の
蛇
を
見
返
る
図　

川
中
に
女
一
人
立
つ
図
は
孤
独
感
の
表
現
か
。

　

Ｂ
は
水
面
を
湾
・
湖
沼
の
如
く
広
く
描
く
。
陸
地
に
若
干
の
樹
木
あ
り
、
描
線

は
細
か
く
（
全
体
と
し
て
）
力
感
が
弱
い
。

　

大
蛇
は
、
女
に
文
を
渡
し
て
長
者
に
嫁
と
し
て
三
人
の
女
を
さ
し
出
す
よ
う
に

要
求
、「
池
の
前
に
釣
殿
を
し
て
、
十
七
間
の
家
を
作
り
た
る
に
、
わ
が
身
は
そ

れ
に
は
ゞ
か
る
ぞ
。」
と
言
う
。
父
母
泣
く
。

　

十
七
間
の
家
は
大
き
い
。
虚
構
な
が
ら
源
氏
物
語
紅
梅
巻
に
「
七
間
の
寝
殿
、

広
く
大
き
に
」・
若
紫
巻
に
「
海
龍
王
の
后
に
な
る
べ
き
、
い
つ
き
む
す
め
な
ゝ
り
」

云
々
、
平
家
全
盛
期
の
厳
島
神
社
（
５
）

の
主
殿
が
九
間
二
面
、
栄
華
物
語
巻
二
十
三

に
某
の
邸
宅
を
「
海
龍
王
の
家
に
劣
ら
ぬ
」
と
讃
え
る
。『
七
夕
』
の
大
蛇
転
じ

て
人
間
は
後
に
判
明
す
る
が
実
は
海
龍
王
で
あ
る
。「
十
七
間
」
と
い
う
語
を
用

い
て
池
の
前
に
新
婚
夫
婦
の
住
む
龍
宮
を
設
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

異
類
婚
と
の
関
係　
『
七
夕
』
独
得
の
、
女
の
前
に
い
き
な
り
蛇
姿
で
現
れ
る

創
作
設
定
は
無
作
法
に
見
え
る
が
こ
れ
は
男
の
結
婚
の
直
接
表
現
で
あ
る
。
蛇

通
婚
の
参
考
例
と
し
て
蛇
聟
入
の
昔
話
や
古
事
記
日
本
書
紀
の
三
輪
山
神
話
が
あ

る
。

　

こ
れ
ら
昔
話
な
ど
で
は
み
な
人
間
に
化
け
た
状
態
で
女
の
前
に
容
姿
を
現
わ

す
。
化
け
が
は
が
れ
て
身
元
正
体
が
明
白
に
な
る
に
及
ん
で
こ
と
が
騒
動
す
る
。

『
七
夕
』
の
場
合
、
蛇
の
姿
で
女
の
前
に
い
き
な
り
現
わ
れ
る
の
で
最
早
そ
れ
以

下
の
ゴ
キ
ブ
リ
姿
な
ど
で
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
設
定
で
あ
る
。
蛇

の
頭
を
女
が
介
助
し
て
切
る
と
中
か
ら
美
男
が
現
れ
た
（
第
四
節
後
述
）
と
い
う

か
ら
蛇
は
仮
の
姿
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
間
の
姿
が
正
体
か
と
い
う
に
実
は
仏
教
由

来
の
海
龍
王
で
あ
っ
た
。
作
品
『
七
夕
』
に
現
れ
る
蛇
は
仮
象
の
更
に
仮
象
と
す

る
設
定
で
あ
り
、
通
常
の
動
物
異
類
婚
や
記
紀
の
神
婚
と
異
な
っ
て
海
龍
王
と
い

う
仏
教
的
要
素
を
有
し
つ
つ
結
婚
問
題
に
取
組
む
作
品
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
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三　

三
人
娘
と
末
弟
成
功
譚
の
克
服

　

蛇
の
求
婚
に
対
し
て
大
娘
は
「
蛇
の
嫁
な
ど
絶
対
に
嫌
！
」、
中
娘
も
同
様
、

結
局
、
末
娘
が
結
婚
を
承
諾
、
蛇
聟
と
と
も
に
例
の
十
七
間
の
家
に
楽
し
く
生
活

す
る
。
言
わ
ば
后
待
遇
の
龍
宮
暮
し
で
あ
る
。

　

三
人
娘
の
う
ち
末
娘
が
選
ば
れ
る
所
謂
〝
末
弟
成
功
譚
〟
の
要
素
は
、『
七
夕
』

の
外
、
猿
聟
入
の
昔
話
に
も
あ
る
。
猿
聟
入
と
は
、
爺
さ
ん
の
三
人
娘
を
猿
の
嫁

と
す
る
こ
と
を
条
件
に
猿
が
爺
さ
ん
の
畑
仕
事
を
手
伝
う
。
姉
娘
と
中
娘
は
こ
れ

を
否
定
、
末
娘
が
猿
の
も
と
へ
嫁
入
。
あ
れ
こ
れ
の
後
、
末
娘
が
猿
を
退
治
す
る

動
物
異
類
婚
の
昔
話
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
猿
聟
話
自
体
を
や
ぶ
に
ら
み
に
分
析
す
る
（
人
生
通
過
儀
礼
の
民
話
と

し
て
で
は
な
く
て
創
作
と
し
て
見
た
場
合
）
に
、（
妹
は
た
し
か
に
勇
気
あ
る
よ

り
す
ぐ
り
で
あ
る
が
）
姉
二
人
の
機
能
役
割
は
パ
ッ
と
せ
ず
、
物
足
り
な
い
。
す

な
わ
ち
猿
の
嫁
と
な
る
こ
と
を
否
定
・
辞
退
す
る
消
極
的
選
択
の
一
表
現
形
式
に

止
ま
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
格
別
の
機
能
役
割
を
担
っ
て
い
な
い
の
で
。

　

姉
た
ち
の
猿
嫁
拒
否
に
止
ま
る
猿
聟
話
に
対
し
て
、『
七
夕
』
の
姉
た
ち
は
、

妹
の
結
婚
・
幸
せ
を
羨
み
、
妹
の
身
辺
を
か
き
ま
わ
し
、
結
句
、（
第
五
節
後
述
、

浦
島
の
玉
手
箱
よ
ろ
し
く
海
龍
王
よ
り
開
け
る
な
と
禁
止
さ
れ
た
）
禁
忌
の
唐
櫃

の
箱
を
開
け
る
役
に
回
る
。
姉
二
人
が
猿
聟
話
に
無
い
動
き
を
す
る
点
、
創
作
的

で
あ
る
。
た
だ
し
偶
然
の
一
致
か
ど
う
か
、
類
例
が
諏
訪
本
地
に
あ
り
、
諏
訪
太

郎
次
郎
兄
二
人
が
三
郎
を
地
底
に
と
じ
こ
め
て
お
り
独
創
的
か
否
か
別
に
検
討
を

要
す
る
。

　

以
上
か
ら
『
七
夕
』
は
民
話
蛇
聟
猿
聟
な
ど
と
は
別
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
要
素

を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　

  

四　

水
界
と
天
界

　

次
の
荒
筋
は
こ
れ
を
尾
上
八
郎
の
解
題
（
註
（
１
）

書　

P.15

）
よ
り
引
用
し
た
。

　

蛇
と
の
結
婚
の
条
で
あ
る
。そ
の
特
徴
は
仏
教
の
所
産
た
る
龍
の
登
場
で
あ
る
。

龍
神
な
る
語
も
あ
る
の
だ
が
神
道
上
の
神
で
は
な
く
仏
教
ゆ
え
こ
れ
を
神
婚
と
呼

ぶ
の
は
難
し
い
。

　

結
局
、
女
の
側
に
過
失
の
な
い
ま
ま
男
は
去
る
。
前
述
の
如
く
こ
こ
で
物
語
を

結
び
、
女
が
男
の
正
体
を
の
ぞ
く
な
ど
男
が
去
る
動
機
と
な
る
禁
忌
破
り
を
設
定

す
れ
ば
仮
称
『
男
夕
鶴
』
と
な
り
、
爪
切
り
刀
な
ら
ぬ
女
の
用
い
た
針
と
糸
で
負

傷
し
た
男
は
蛇
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
死
亡
と
設
定
す
れ
ば
平
家
物
語
巻
八
の
緒お
だ
ま
き環

―

日
向
国
高
千
穂
神
社
、
緒
方
の
蛇
伝
承―

に
近
似
す
る
異
類
婚
の
話
と
な

る
。
だ
が
物
語
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
に
終
わ
ら
ず
に
続
い
て
海
龍
王
が
女
を
天
に

導
く
方
向
に
進
む
。

　

こ
の
条
、
大
島
建
彦
氏
（
６
）

に
次
の
よ
う
な
懸
念
の
表
明
が
あ
る
。

　

ご
懸
念
に
疑
義
を
は
さ
め
ば
、
蛇
体
と
は
、
水
界
と
天
界
の
関
係
、『
七
夕
』

は
異
類
婚
・
昔
話
（
民
話
）
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ご
懸
念
に
自
然
的
動
物
の
蛇
が
天
翔
る
の
は
不
自
然
と
の
認
識
が
あ
る
か
。
然

り
と
す
れ
ば
、
人
間
と
自
然
的
動
物
と
の
生
活
交
渉
の
範
囲
内
で
は
仰
せ
の
と
お
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…
…
、
蛇
が
出
て
来
て
、
娘
に
、「
自
分
を
怖
れ
て
は
い
け
な
い
。
刀
が
あ
ら
ば
、

自
分
の
頭
を
切
れ
。」
と
云
ふ
。
爪
き
り
刀
で
切
る
と
、
直
衣
を
著
た
男
が
出
た
。

美
し
い
の
で
、
怖
し
さ
も
忘
れ
て
語
ら
つ
て
寝
た
。
思
ひ
あ
つ
て
住
ん
で
ゐ
る
と
、

楽
し
さ
は
限
が
な
い
。
あ
る
時
、
男
が
云
ふ
に
は
、「
自
分
は
実
は
海
龍
王
で
、
こ

の
ご
ろ
用
が
あ
る
か
ら
空
に
上
ら
う
と
思
ふ
。
…
…　

」
と
云
つ
て
上
つ
て
行
つ
た
。

　

…
…
、
な
お
、『
七
夕
』
の
天
稚
彦
は
、「
わ
れ
は
ま
こ
と
に
は
、
海
龍
王
に
て
あ

り
し
が
、
ま
た
、
空
に
も
か
よ
ふ
こ
と
の
あ
り
」
と
名
の
っ
て
お
り
、
蛇
体
で
現
れ

て
天
界
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
水
天
二
種
の
他
界
が
混
同
さ
れ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
異
類
婚
姻
の
昔
話
に
と
っ
て
は
、
他
界
の
あ
り
か
が
、
い
つ
も
大
き
な
問

題
と
な
る
の
で
あ
る
。（P.38　
『
七
夕
』
の
項
）



り
で
あ
り
混
同
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
採
ら
な
い
。

　

紐
状
に
細
長
く
蛇
に
似
る
が
仏
教
の
所
産
に
な
る
想
像
的
動
物
、
こ
れ
が
龍
で

あ
る
。
天
界
に
帰
る
の
は
海
龍
王
で
あ
り
美
男
で
も
蛇
で
も
な
い
。
蛇
も
美
男
も

神
話
昔
話
の
如
き
ゴ
タ
ゴ
タ
騒
動
箇
所
を
含
め
全
体
と
し
て
作
中
よ
り
巧
み
に
消

去
さ
れ
て
い
る
。
作
品
冒
頭
、
池
の
前
の
十
七
間
の
家
の
頃
よ
り
本
質
は
龍
で
あ

っ
た
と
私
は
解
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
蛇
が
変
化
し
て
結
局
龍
に
な
っ
た
と
解
釈
な
さ

る
と
す
れ
ば
こ
れ
に
は
同
意
し
難
い
。

　
『
七
夕
』に
お
け
る
い
き
な
り
の
蛇
の
現
わ
れ
方
は
人
に
化
け
て
現
わ
れ
る
三
輪

山
神
婚
や
蛇
聟
異
類
婚
姻
譚
と
異
な
る
こ
と
、
前
に
見
た
。
加
え
て
男
主
人
公
は

①
蛇
か
と
思
い
き
や
②
人
間
の
姿
で
、
②
人
間
か
と
思
え
ば
③「
わ
れ
は
実
は
海

龍
王
」の
次
第
で
あ
り
素
材
が
次
々
と
巧
み
に
消
去
処
理
さ
れ
て
話
が
展
開
す
る
。

素
材
に
即
す
れ
ば
蛇
は
男
の
持
ち
物
で
あ
り
、そ
の
美
男
は
龍
の
持
ち
物
で
あ
り
、

蛇
を
実
体
と
し
て
の
動
物
と
み
る
考
え
に
は
賛
同
し
得
な
い
。

　

寓
話
化
さ
れ
た
動
物
と
人
間
と
の
自
然
生
活
上
の
交
渉
を
語
る
昔
話
（
民
話
）

と
仏
教
由
来
の
想
像
上
の
龍
を
扱
う
話
と
、
こ
の
二
者
は
（
場
合
に
よ
り
範
疇
を

別
に
し
て
）
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、『
七
夕
』
は
前
者
の
内
容
を
吟
味
批

判
し
て
天
に
通
う
龍
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

参
考
資
料
を
ラ
ン
ダ
ム
に
掲
げ
て
お
く
。
①
②
は
自
然
現
象
た
る
雨
自
体
が
天

界
と
水
界
に
ま
た
が
る
の
で
観
念
と
し
て
の
龍
が
こ
れ
ら
に
関
与
登
場
す
る
例
で

あ
り
、
③
④
は
両
者
や
や
性
質
が
異
な
る
が
蛇
仮
象
の
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

  

五　

予
期
せ
る
出
来
事

　

男
は
今
後
の
出
来
事
を
予
告
す
る
言
葉
を
女
に
遺
し
て
天
に
登
る
。
曰
く
、
七

日
、
二
七
日
（
二
週
間
）、
男
の
帰
り
を
待
て
。
三
七
日
（
三
週
間
）
経
過
後
は

永
く
こ
こ
に
は
帰
ら
な
い
、
と
。
ま
た
唐か
ら
び
つ櫃
を
あ
け
る
な
と
の
禁
忌
を
女
に
告
げ

て
天
に
去
る
。（
次
の
天
稚
彦
＝
海
龍
王
で
あ
る
が
而
後「
男
」と
略
す
）

　

　

　

日
限
と
禁
忌
に
よ
っ
て
女
の
も
と
へ
の
男
の
帰
還
が
約
束
さ
れ
、
女
は
待
つ
の

で
あ
る
が
、
姉
娘
た
ち
が
こ
の
家
に
や
っ
て
来
て
禁
忌
の
唐
櫃
に
興
味
を
示
す
。

姉
た
ち
は
唐
櫃
の
鍵
を
見
つ
け
て  

「
そ
の
か
ら
び
つ
を
、
さ
う
な
く
あ
け
て
け

り
。
物
は
無
く
て
、
煙
、
空
へ
登
り
ぬ
。
か
く
て
姉
ど
も
か
へ
り
ぬ
。
三
七
日
待

て
ど
も
…
…
」  

男
が
帰
る
わ
け
も
な
い
。
女
は
天
上
登
り
を
始
め
る
。
星
々
に

男
の
在
所
を
尋
ね
尋
ね
し
て
登
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
浦
島
風
の
煙
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

姉
た
ち
が
鍵
を
使
う
こ
と
に
新
た
な
面
白
み
が
あ
り
、
唐
櫃
を
あ
け
る
と
浦
島

の
玉
手
箱
同
様
に
煙
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
姉
た
ち
に
は
無
意
味
に
し
て
本

人
に
は
有
意
義
の
煙
と
判
断
す
る
。
鍵
で
箱
が
開
か
れ
た
今
、昔
に
な
す
す
べ
は
、

浦
島
の
竜
宮
再
訪
問
同
様
、
無
い
。
乙
姫
に
よ
る
禁
忌
を
破
っ
た
責
任
は
浦
島
太

郎
に
帰
す
る
。
言
わ
ば
自
業
自
得
と
の
印
象
が
太
郎
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
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①
歌
舞
伎
『
鳴
神
』　

教
典
的
に
は
海
龍
王
経
系
統
か
。

南
無
諸
天
善
神
、
海
龍
王
、
万
民
の
た
め
君
の
為
、
雨
を
ふ
ら
し
て
…
…

②
源
実
朝
『
金
槐
和
歌
集
』　

こ
の
龍
王
、
法
華
経
系
統
か
。

時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
な
げ
き
な
り　

八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ

③
『
道
成
寺
縁
起
』　

愛
欲
に
狂
っ
た
清
姫
は
日
高
川
を
船
に
乗
っ
て
逃
げ
る
安
珍

を
蛇
に
な
っ
て
追
い
、
鐘
を
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
く
。

（
清
姫
は
人
並
の
分
別
を
失
っ
た
狂
乱
状
態
で
あ
る
。
人
以
下
の
人
の
精
神
状
態
こ

（
女
の
天
上
登
り
の
方
法
と
乙
姫
な
ら
ぬ
男
の
置
土
産
を
示
し
て
）
道
に
逢
は
む
も

の
に
、
天
稚
彦
の
お
は
す
る
所
は
何い
づ
く処
ぞ
と
、
問
う
て
来
よ
。
と
云
ふ
。
こ
の
物
入

れ
た
る
か
ら
び
つ
を
ば
、
あ
な
か
し
こ
、
如
何
な
り
と
も
開あ

く
な
、
こ
れ
だ
に
あ
け

た
ら
ば
、
更
に
え
か
へ
り
来く

ま
じ
き
ぞ
。
と
て
、
空
へ
登
り
ぬ
。（P.7

）

こ
で
は
女
の
愛
欲
情
念
を
目
に
見
え
る
具
象
的
蛇
と
し
て
描
き
表
現
す
る
と
考
え

る
。
こ
の
女
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。）

④『
諏
訪
の
本
地
』　

地
底
に
墜
ち
た（
蛇
に
堕
し
た
）主
人
公
三
郎
が
地
底
国
の
穴
々

を
抜
け
つ
つ
遍
歴
の
後
、
地
上
に
達
し
て
日
本
に
帰
国
、
蛇
身
を
脱
し
て
人
身
を
回

復
し
、
天
空
を
め
ぐ
り
最
後
に
諏
訪
神
と
な
る
に
至
る
。



ロ
イ
ン
自
身
は
姉
た
ち
の
所
為
ゆ
え
に
自
己
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。
物
語
創
作

の
典
拠
を
考
え
る
際
、男
女
入
換
え
て
浦
島
伝
承
の
弱
点
を
巧
み
に
カ
ヴ
ァ
ー
し

た
観
が
あ
る
。
こ
の
煙
は
次
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
と
思
う
。

　

①
も
は
や
男
が
女
を
訪
ね
て
く
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
す
煙

　

②
時
経
ち
箱
開
く
女
の
今
の
状
態
が
自
己
の
責
任
で
な
い
こ
と
を
示
す
煙

　

③
意
志
を
行
動
に
移
し
て
こ
れ
か
ら
女
が
向
か
う
で
あ
ろ
う
方
向
を
示
す
煙

　
「（
夜
が
）あ
け
て
悔く
や

し
き
」
と
は
平
安
人
の
詠
み
散
ら
か
し
た
浦
島
歌
で
あ
り
、

彼
等
の
多
く
は
浦
島
伝
承
を
「
悔
し
」
と
把
握
し
た
と
私
は
思
う
。

　
『
七
夕
』
で
男
の
再
来
が
絶
望
的
と
な
っ
て
も
「
悔
し
」
い
感
じ
が
生
ま
れ
な
い

の
は
天
上
で
の
男
と
の
再
会
の
望
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
事
態
は
予
期
せ
る
出

来
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

  

六　

星
と
の
出
逢
い

　

女
は
、
予
め
男
の
教
え
た「
一い
ち
や
ひ
さ
ご

夜
杓
」と
い
う
も
の
を
西
の
京
の
女
よ
り
得
て
、

こ
れ
に
乗
っ
て
天
に
赴
く
。
中
で
友
筒（
金
星
）・
箒
ほ
う
き

星
・
す
ば
る
・「
玉
の
輿
に

乗
り
た
る
人
」に
出
逢
い
、
輿
の
人
の
教
え
で
男
と
再
会
す
る
。

　

こ
れ
ら
星
々
に
男
の
居
所
を
尋
ね
尋
ね
登
る
さ
ま
、
あ
た
か
も
宇
宙
旅
行
の
遍

歴
を
目
前
に
体
験
し
た
か
の
よ
う
に
即
物
的
で
あ
り
童
話
的
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
他
界
観
念
、
前
述
の
水
界
と
天
界
の
関
わ
り
に
つ
い
て
一
見
す
る
。

天
文
学
の
イ
ロ
ハ
な
が
ら
「
地
球
の
海
面
よ
り
太
陽
が
湧
く
」
物
理
的
事
実
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
「
東
の
海
か
ら
正
月
の
初
日
が
誕
生
し
た
」
と
い
う
表
現
は

あ
る
。
後
者
は
体
験
し
た
心
理
的
事
実
の
表
現
で
あ
り
、
物
理
と
心
理
を
弁
別

す
る
必
要
と
と
も
に
虚
構
を
含
む
文
芸
的
表
現
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

丹
後
国
風
土
記
の
逸
文
（
７
）
に
見
え
る
浦
島
伝
承
に
よ
れ
ば
女
と
浦
島
は
出
逢
い

の
後
に
海
の
遙
か
彼
方
の
島
に
至
っ
た
と
い
う
。
女
は
立
派
な
建
物
の
門
の
前
で

浦
島
に
「
君
、
且し
ま

し
此
處
に
立
ち
ま
せ
」
と
言
残
し
て
門
の
内
に
入
っ
た
。
続
い

て
七
人
の
子
供
た
ち
が
浦
島
の
前
に
現
れ
た
。

　

浦
島
は
女
の
名
が
亀
比
売
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
再
び
現
れ
た
亀
姫
に
子
供

達
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
こ
う
答
え
た
と
い
う
。

　

　

　
「
昴
星
の
三
、四
十
分
位
後
に
出
る
星
」（
８
）

が
畢
星
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
七
ッ
星

八
ッ
星
の
教
え
で
浦
島
は
夫
た
る
自
分
の
身
分
・
位
置
を
認
識
で
き
た
こ
と
と
私

は
思
う
。
右
引
用
文
の
頭
註
九
に
畢
星
の
説
明
が
「
…
…
。
八
つ
の
星
が
並
ん
で

見
え
る
と
す
る
。
海
上
の
仙
境
と
天
上
の
仙
境
と
を
混
じ
て
語
っ
て
い
る
。」（
９
）

と
あ
る
。

　

人
工
衛
星
や
レ
ー
ダ
ー
等
の
無
い
時
代
、
陸
の
見
え
な
い
遙
か
に
遠
い
海
を
船

で
ゆ
く
と
き
、
人
は
夜
空
に
輝
く
星
の
方
位
角
度
に
よ
っ
て
時
季
と
場
を
知
る
。

海
上
水
界
へ
の
天
上
天
界
の
意
識
的
援
用
で
あ
り
、浦
島
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。

海
の
遙
か
彼
方
、不
可
知
の
仙
境
を
文
芸
表
現
す
る
手
段
と
し
て
星
を
援
用
す
る
。

時
間
的
経
過
が
ア
メ
フ
リ
星
の
登
場
（
動
き
傾
き
）
で
示
さ
れ
、
海
の
仙
境
表
現

が
星
々
の
擬
人
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、『
七
夕
』に
比
べ
て
知
的
天
文
学
的
で
あ
り
、

二
界
不
可
分
で
あ
る
。

　

さ
て
『
七
夕
』
に
お
け
る
女
の
乗
物
「
一
夜
杓
」
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。

　

ヒ
サ
ゴ
は
夕
顔
・
瓢
箪
の
類
の
総
称
で
あ
り
（
10
）、
就
中
、
そ
の
実
を
ヒ
サ
ゴ

と
呼
ぶ
。
こ
れ
を
縦
二
つ
に
割
っ
て
杓し
ゃ
く
し子
を
、
二
つ
に
割
ら
ず
瓢
箪
形
に
成
形
し

て
容
器
を
作
り
飲
食
器
材
に
供
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
割
る
割
ら
な

い
に
係
わ
ら
ず
液
体
に
ゆ
か
り
深
い
が
、
作
品
末
尾
で
天
の
川
に
投
入
ら
れ
る
の

も
こ
う
し
た
ヒ
サ
ゴ
や
瓜
の
類
で
あ
り
、
物
語
中
間
部
と
終
末
部
と
物
語
内
容
の

区
切
り
と
な
る
箇
所
に
水
分
の
多
い
ウ
リ
の
類
が
現
れ
る
こ
と
も
ま
た
興
味
深
く
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即す
な
はち
七な
な

た
り
の
堅わ
ら
は子
来き

て
、
相あ
ひ
か
た語
り
て
是こ

は
亀か
め
ひ
め

比
売
の
夫を
ひ
とな
り
と
曰い

ひ
き
。

亦　

八
た
り
の
堅
子
来
て
、
相
語
り
て
是
は
亀
比
売
の
夫
な
り
と
曰
ひ
き
。

其
の
七
た
り
の
堅
子
は
昴す
ば
る星
な
り
。
其
の
八
た
り
の
堅
子
は
畢あ
め
ふ
り星
な
り
。

君
、
な
恠あ
や
しみ
そ
（
７
）（P.472

）



注
意
す
べ
き
で
あ
る
。（
但
し
、
本
作
品
で
は
菰ま
こ
もを
投
入
れ
る
。
年
に
一
度
と
聞

い
て
ヒ
ロ
イ
ン
の
泣
い
た
涙
が
川
に
な
っ
た
と
も
別
に
伝
承
す
る
。）

　

杓
は
、
榊
・
幣
・
杖
・
弓
・
剱
・
鉾
な
ど
と
共
に
、
神
楽
を
舞
う
際
の
採
物

の
一
つ
で
あ
り
、『
古
代
歌
謡
集
』（

11
）

に
収
め
る
神
楽
歌
に
「
ひ
さ
か
た
の
天
の

河
原
に　

瓠ひ
さ

の
声
す
る　

瓠
の
声
す
る
」（P.352

）
と
拍
子
を
と
る
タ
ク
ト
と

し
て
の
使
用
例
が
あ
る
が
『
七
夕
』
と
の
係
わ
り
は
不
明
で
あ
る
。
杓
子
は
前
述

第
二
節
A
奈
良
絵
本
に
水
仕
事
す
る
女
の
採
物
と
し
て
描
か
れ
、
瓜
は
七
夕
の

こ
の
頃
、
成
長
著
し
い
植
物
で
り
、
天
と
水
は
こ
こ
で
も
関
わ
り
深
い
。

　
　
　
　
　

  

七　

類
似
作
品
と
『
七
夕
』
の
特
色

　

天
へ
の
途
上
、
星
々
に
相
手
の
居
所
を
尋
ね
尋
ね
彷
徨
し
た
と
す
る
設
定
は

『
毘
沙
門
の
本
地
』
や
『
弁
才
天
の
本
地
（
別
名
面
影
物
語
）』（

12
）

に
も
見
え
る
。

と
も
に
俗
世
に
生
き
る
男
が
今
は
没
し
て
天
界
浄
土
に
居
す
る
女
を
求
め
訪
ね
る

が
、
前
者
毘
沙
門
は
彷
徨
す
る
旅
自
体
の
語
り
が
物
語
の
過
半
を
占
め
、
天
界
地

界
地
獄
極
楽
の
遍
歴
の
中
に
人
生
の
諸
相
を
描
き
、
旅
す
る
語
り
手
の
苦
難
の
体

験
が
作
品
中
に
に
じ
ん
で
い
る
。
後
者
面
影
に
お
け
る
五
郎
宗
光
は
、
女
の
お
も

か
げ
を
頼
り
に
犬
飼
星
ほ
か
星
々
に
尋
ね
尋
ね
、
最
後
に
玉
の
輿
に
乗
る
女
の
教

え
に
よ
っ
て
天
上
で
再
会
。
男
女
の
深
い
契
り
の
結
果
、
五
郎
は
愛
染
明
王
と
し

て
、
面
影
は
弁
才
天
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
い
う
。

　

両
者
と
も
に
仏
教
の
来
世
的
結
末
に
男
女
を
結
ぶ
完
結
的
作
品
で
あ
り
、
こ
の

点
、
同
じ
く
天
上
界
な
が
ら
未
完
結
の
『
七
夕
』
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
そ
の
ハ

ッ
ピ
ー
は
仏
教
色
濃
く
暗
く
現
実
の
愛
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。

　

そ
の
文
体
形
式
、
読
め
ば
一
応
は
御
伽
草
子
で
は
あ
る
。
し
か
し
底
流
す
る
情

念
は
文
学
史
的
に
は
後
の
古
浄
瑠
璃
や
説
経
節
『
刈
萱
』・『
山
椒
大
夫
』
な
ど
に

な
だ
ら
か
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
性
質
の
作
品
で
あ
ろ
う
か
（
無
論
語
り
文
体
は
や

や
異
な
る
）。『
七
夕
』
に
比
べ
て
と
に
か
く
暗
い
。（
諏
訪
本
地
に
証
拠
は
明
確

に
存
在
す
る
が
）
毘
沙
門
弁
才
と
も
に
語
り
主
体
そ
の
人
が
例
え
ば
星
を
た
よ
り

に
彷
徨
す
る
主
人
公
に
重
な
る
面
が
あ
り
、
語
り
手
は
村
々
を
巡
歴
し
て
宿
泊
先

な
ど
旅
先
で
か
か
る
内
容
の
作
品
を
語
り
歩
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

他
方
、『
七
夕
』
は
例
の
年
に
一
度
の
制
約
か
ら
不
完
結
な
る
童
話
で
あ
る
。

天
に
登
る
女
に
、
前
二
者
の
如
き
苦
行
難
行
を
感
じ
得
ず
、
旅
は
浪
漫
的
メ
ル

ヘ
ン
に
映
り
、
女
主
人
公
は
物
語
の
受
け
手
に
重
な
る
面
が
あ
る
か
と
も
思
う

（
絵
巻
物
や
奈
良
絵
本
は
嫁
入
本
か
）。
外
面
描
写
・
行
動
描
写
を
む
ね
と
す
る
点
、

や
は
り
御
伽
草
子
で
あ
る
が
、
ま
れ
に
次
の
よ
う
な
内
面
描
写
が
個
性
的
に
あ
ら

わ
れ
て
『
七
夕
』
を
特
色
づ
け
る
。
次
の
引
用
は
天
上
に
お
け
る
男
女
再
会
の
場

面
で
あ
り
、
む
し
ろ
平
安
以
来
の
擬
古
物
語
風
の
文
体
と
判
断
さ
れ
る
。

　

表
現
内
容
、
宇
宙
遍
歴
の
旅
な
ど
メ
ル
ヘ
ン
童
話
風
で
も
あ
る
が
、
再
会
の
内

面
描
写
の
内
容
は
幼
稚
の
児
童
に
そ
ぐ
わ
な
い
大
人
び
た
内
容
で
あ
る
。「
玉
の

輿
に
乗
る
」
人
が
意
外
に
も
物
語
の
受
け
手
本
人
で
あ
っ
た
り
し
て
、
現
代
的
感

覚
で
は
児
童
よ
り
も
や
や
大
人
で
あ
る
適
齢
期
女
子
青
年
の
教
養
教
育
に
供
え
る

べ
く
制
作
さ
れ
た
作
品
か
、そ
れ
と
も
早
期
教
育
か
。右
引
用
文
の「
上
の
空
」云
々

の
対
応
箇
所
と
覚
し
き
を
次
に
引
く
。
天
上
の
男
の
も
と
へ
旅
立
つ
た
め
実
家
を

離
れ
る
場
面
、
前
代
と
異
な
り
鎌
倉
室
町
期
の
嫁
入
婚
的
心
境
で
あ
る
。

　

両
親
と
嫁
入
先
の
男
と
、
両
者
の
中
間
状
態
、
途
中
に
な
り
ぬ
る
身
の
上
の
心

地
で
あ
る
。
右
の
平
易
な
る
歌
を
含
め
て
作
品
全
体
の
基
本
文
体
は
中
世
室
町
の
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…
…
天
稚
彦
に
尋
ね
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
上
の
空
に
迷
ひ
い
で
つ
る
心
の
中
な

ど
語
り
給
ふ
に
、
い
と
哀
れ
に
て
、
日
頃
の
い
ぶ
せ
き
わ
り
な
か
り
け
る
に
、
契
り

き
こ
え
し
ま
ゝ
に
、
尋
ね
給
は
む
と
待
ち
聞
え
て
、
な
ぐ
さ
み
侍
り
け
る
に
、
お
な

じ
心
に
思
し
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
と
、
…
…
（P.8

）

一
夜
ひ
さ
ご
に
乗
り
て
、
空
に
登
ら
む
と
思
ふ
に
、
ゆ
く
へ
な
く
聞
き
な
し
た
ま
ひ

て
、
親
達
の
嘆
き
給
は
む
事
を
思
ふ
に
、
い
と
悲
し
く
、
今
は
故ふ
る
さ
と郷
見
る
ま
じ
き
ぞ

か
し
と
、
顧
み
の
み
せ
ら
れ
て

　
　

あ
ふ
事
も
い
さ
し
ら
雲
の
中
空
に
漂
ひ
ぬ
べ
き
身
を
如
何
に
せ
む
（P.7-8

）



御
伽
草
子
の
も
の
と
判
断
す
る
が
「
ゆ
く
へ
な
く
云
々
」
の
辺
り
は
や
や
古
め
か

し
い
平
安
・
鎌
倉
以
来
の
擬
古
物
語
風
文
体
と
思
わ
れ
、
局
部
的
に
現
わ
れ
る
か

か
る
文
体
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
の
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

  

八　

難
題
の
果
て　

七
月
七
日

　

男
の
父
は
鬼
で
あ
っ
た
。
女
が
昼
寝
す
る
最
中
に
鬼
が
来
て
女
の
正
体
が
露
見

し
た
。
鬼
に
あ
り
の
ま
ま
申
す
と
「
さ
て
は
我
嫁
に
こ
そ
」
と
鬼
は
女
を
召
使
う

こ
と
と
な
っ
て
女
に
難
題
が
課
せ
ら
れ
た
。
次
の
四
つ
で
あ
る
。

　

①
牛
を
朝
に
野
原
へ
、
夕
方
牛
屋
へ
出
し
入
れ
す
る
牛
数
千
頭
の
移
動
管
理

　

②
米
千
穀
を
あ
る
倉
か
ら
別
の
倉
へ
と
移
動
管
理
（
蟻
が
米
粒
運
搬
）

　

③
女
を
ム
カ
デ
の
倉
に
七
日
間
閉
じ
こ
め
る

　

④
女
を
蛇
の
城
に
七
日
間
閉
じ
こ
め
る

　

女
に
は
難
儀
で
あ
る
。
万
葉
集
巻
十
（
13
）

に
見
え
る
七
夕
歌
「
彦
星
は
嘆
か
す

妻
に
言
だ
に
も　

告
げ
に
ぞ
来
つ
る
見
れ
ば
苦
し
み
」
は
こ
の
よ
う
な
状
況
か
。

男
は
嘆
く
女
に
一
言
教
え
る
、
袖
を
振
っ
て
「
天
稚
彦
の
袖
々
」
と
言
え
ば
難
問

は
ク
リ
ア
で
き
る
、
と
。

　

逆
に
女
が
男
に
教
え
る
例
が
古
事
記
（
14
）（
上
巻
・
大
国
主
の
根
国
訪
問
の
条
）
に

あ
り
、『
七
夕
』
で
女
が
「
袖
を
振
る
の
は
、
大
国
主
命
を
、
須
佐
之
男
命
が
試

さ
れ
る
話
を
、
男
女
を
取
代
へ
て
作
つ
た
の
み
で
あ
る
。」（P.16

）
と
の
尾
上
八

郎
の
指
摘
（
15
）

が
あ
る
。
ご
指
摘
に
従
っ
て
一
言
添
え
れ
ば
、
須
佐
之
男
の
娘
は

夫
す
な
わ
ち
大
国
主
に
難
題
解
決
方
法
と
し
て
ま
ず
蛇
の
ヒ
レ
を
、（
次
の
夜
）

ム
カ
デ
蜂
の
ヒ
レ（
領
巾
は
ス
カ
ー
フ
に
類
す
る
細
長
い
布
）を
振
れ
と
教
え
る
。

し
た
が
っ
て『
七
夕
』の
作
者
は
、
古
事
記
所
見
の
蛇
と
ム
カ
デ
の
二
つ
の
順
序
を

後
述
の
理
由
か
ら
前
後
入
替
え
て
④
蛇
を
後
ろ
、
物
語
の
終
わ
り
付
近
に
置
い
た

こ
と
と
な
る
。

　
『
七
夕
』
の
難
題
は
①
②
員
数
管
理
能
力
と
③
④
危
機
管
理（
防
備
）能
力
の
２

段
階
４
課
題
構
成
に
な
る
。
古
事
記
で
は
各
課
題
ご
と
に
対
処
方
法
が
異
な
る
が

『
七
夕
』
で
は
四
問
全
て
袖
振
り
一
つ
で
あ
り
、
物
語
の
受
け
手
に
分
か
り
易
い
。

だ
が
な
ぜ
一
つ
こ
と
を
四
度
重
ね
る
の
か
。
さ
ら
に
そ
の
場
面
を
想
像
す
る
に
袖

振
り
の
様
子
が
明
瞭
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
③
④
撃
退
、
危
機
管
理
能
力
が

試
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
②
の
場
合
な
ど
蟻
へ
の
袖
の
振
り
方
が
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
思
い
う
か
ば
な
い
。

（
元
来
、
難
題
は
『
七
夕
』
に
不
可
欠
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

女
の
正
体
が
露
見
、
だ
が
今
さ
ら
実
家
に
帰
り
得
な
い
、
鬼
に
懇
願
、「
仕
方
が

な
い
息
子
に
逢
う
の
は
月
に
一
度
だ
け
だ
ぞ
」、
女
は
こ
れ
を
年
に
一
度
と
聞
き

誤
っ
た
、
と
難
題
ぬ
き
に
話
は
進
み
得
る
の
で
。
だ
が
懇
願
は
平
凡
に
し
て
話
に

メ
リ
ハ
リ
が
な
く
面
白
味
に
欠
け
る
。）

　

四
つ
の
難
題
を
解
決
し
て
心
が
ゆ
る
ん
だ
か
。
難
題
か
ら
離
れ
た
土
壇
場
の
局

面
で
女
が
致
命
的
な
聞
き
間
違
い
を
し
た
、
失
敗
を
し
た
本
人
が
悪
い
、
と
い
う

強
引
に
し
て
急
ぐ
創
作
の
筆
の
背
後
に
は
、
二
人
が
逢
う
の
は
年
に
一
度
七
月
七

日
と
い
う
故
事
、
古
く
か
ら
の
既
定
命
題
が
あ
る
。

　
『
七
夕
』
が
難
題
を
四
つ
導
入
し
た
結
果
、
得
ら
れ
た
効
果
を
次
に
考
察
す
る
。

　

難
題
の
存
在
ゼ
ロ
よ
り
創
作
を
始
め
て
次
に
作
品
中
に
③
④
が
入
っ
て
骨
格
が

固
ま
り
、
こ
の
③
④
と
は
明
ら
か
に
性
質
の
異
な
る
①
②
、
特
に
②
が
最
後
に
加

わ
っ
て
作
品
に
童
話
風
の
味
を
添
え
る
。
こ
れ
が
一
つ
。
童
話
風
と
は
②
多
く
の

米
を
別
の
倉
に
移
動
し
た
が
、
鬼
は
一
粒
足
り
な
い
と
女
を
責
め
る
。
よ
く
見
る

と
米
粒
を
運
搬
す
る
た
く
さ
ん
の
蟻
の
う
ち
、
一
匹
腰
折
れ
て
い
た
と
い
う
条
な

ど
、
寓
話
に
し
て
実
は
領
民
か
も
し
れ
ぬ
が
虫
メ
ガ
ネ
の
よ
う
な
小
さ
な
世
界
を

描
い
て
笑
み
を
さ
そ
う
味
わ
い
の
謂
で
あ
る
。

　

万
葉
集
巻
八
の
山
上
憶
良
の
七
夕
歌
、
十
二
首
中
に
「
袖
振
ら
ば　

見
も
か
は

し
つ
べ
く　

近
け
れ
ど
も　

渡
る
す
べ
無
し　

秋
に
し
あ
ら
ね
ば
」（1525

番
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
袖
を
振
る
の
は
人
と
人
と
の
間
に
距
離
が
存
在
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す
る
か
ら
で
あ
り
距
離
ゼ
ロ
で
あ
れ
ば
袖
を
振
る
必
要
は
な
い
。

　

ム
カ
デ
な
ど
、シ
ッ
シ
ッ
と
袖
を
振
れ
ば
振
る
ほ
ど
害
虫
は
遠
の
く
で
あ
ろ
う
。

『
七
夕
』は
難
題
四
つ
を
袖
振
り
一
つ
で
押
し
通
し
片
付
け
る
の
で
、
解
決
方
法
の

一
貫
性
・
純
一
性
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
。
だ
が
振
れ
ば
振
る
ほ
ど
距
離
感
が
う

ま
れ
る
。
心
は
近
い
が
距
離
は
遠
く
注
意
喚
起
の
た
め
振
る
に
せ
よ
男
か
ら
も
ま

た
段
々
と
遠
の
い
て
ゆ
く
心
的
印
象
を
う
け
る
。

　
『
七
夕
』
作
品
中
、
あ
る
意
味
で
無
用
の
難
題
設
定
で
は
あ
っ
た
が
、
袖
振
り

は
、
作
品
末
尾
で
天
の
川
が
逢
瀬
の
障
害
と
な
っ
て
男
と
女
が
隔
て
ら
れ
る
伏
線
、

そ
の
段
階
的
準
備
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
難
題
解

決
の
た
め
の
袖
振
り
は
ま
た
天
上
男
女
の
別
離
に
有
効
で
あ
る
と
作
者
が
考
え
て

導
入
し
た
こ
と
と
判
断
す
る
。
な
お
、
物
語
の
終
わ
り
近
く
、
最
後
の
難
題
と
し

て
④
蛇
の
城
を
設
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
エ
ン
ド
レ
ス
に
『
七
夕
』
冒
頭
の
蛇

の
求
婚
に
円
環
す
る
も
の
と
思
う
。
前
述
の
よ
う
に
古
事
記
に
お
け
る
順
序
④
③

を
前
後
入
換
え
て
③
④
の
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ベ
ル
リ
ン
国
立
東
洋
美
術
館
蔵
の
絵
巻
物『
七
夕
』の
解
説
（
16
）
よ
り
次
に
引
く
。

解
説
中
の
瓜
は
、
状
況
に
よ
り
他
の
も
の
（
本
稿
依
拠
原
本
「
菰
」（

17
）

マ
コ
モ

等
）
に
変
更
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

ベ
ル
リ
ン
絵
巻
最
終
部
分
の
絵
（
オ
フ
セ
ッ
ト
カ
ラ
ー
９
）
に
つ
い
て　

右
の

引
用
に
引
続
く
条
を
次
に
引
用
す
る
が
、
天
の
川
は
画
面
右
上
よ
り
左
下
に
流
れ

下
り
、
川
東
（
左
）
に
座
す
る
男
と
川
西
（
右
）
に
立
つ
赤
鬼
と
が
川
の
左
右
に

並
べ
ら
れ
、
画
面
中
央
の
川
中
に
二
つ
に
割
れ
た
瓜
が
浮
く
。
髪
長
く
赤
い
衣
を

着
た
女
は
鬼
の
左
足
も
と
近
く
に
座
し
て
面
を
男
に
向
け
て
い
る
。
通
常
の
感
覚

で
は
本
稿
第
一
節
に
記
し
た
原
始
話
型
の
難
儀
中
の
図
（
試
み
に
男
の
独
白
〔
ス

グ
に
救
う
か
ら
ね
・
今
に
み
て
い
ろ
〕
を
絵
に
書
添
え
る
）
で
あ
り
、
男
女
の
障

害
を
な
す
も
の
（
別
に
第
四
節
末
の
安
珍
清
姫
の
蛇
と
鐘
の
項
参
照
）
を
鬼
（
含

　

天
の
川
）
と
し
て
描
く
物
語
の
結
末
と
し
て
天
文
学
的
に
も
永
遠
に
非
完
結
の

図
で
あ
る
。

　

七
夕
の
物
語
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
ら
ず
、
物
語
の
受
け
手
に
は
心
残
り

で
あ
る
。二
人
が
逢
う
の
は
年
に
一
度
と
限
定
的
で
あ
り
、万
葉
集
七
夕
歌
の
数
々

は
首
尾
良
く
逢
え
る
か
ど
う
か
心
配
し
、
日
中
の
天
候
か
ら
清
少
納
言
は
そ
の
夜

の
二
人
を
気
に
か
け
る
模
様
で
あ
り
（
枕
草
子
第
十
段
）、
深
々
と
し
た
余
韻
の

残
る
七
夕
の
物
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　

註

　
１
校
註
日
本
文
学
大
系
第
19
巻
（
御
伽
草
子
ほ
か
）
誠
文
堂　

1932

　

２
同
右　

本
稿
で
は
『
天
稚
彦
物
語
』
を
以
下
『
七
夕
』
と
記
す
。

　

３
和
洋
古
書
善
本
特
選
目
録
夏
期
特
集
号　

臨
川
書
店　

2001.7

（
和P.26

）

　

４
同
右
№
11　

臨
川
書
店　

2004.6

（
和P.13

）

　

５
平
安
遺
文
所
収
厳
島
文
書
に
拠
る
。

　

６
民
俗
民
芸
双
書
『
お
伽
草
子
と
民
間
文
芸
』・
岩
崎
美
術
社　

1985

　

７
日
本
古
典
文
学
大
系
２
風
土
記　

岩
波
書
店　

1958
　

８
民
俗
民
芸
双
書
・
内
田
武
志
『
星
の
方
言
と
民
俗
』（P.37

）・1985
　

９
註
７
書
・P.472

　

10
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
・
ひ
さ
ご
項
（11-P.246

）・
小
学
館
・2004

　

11
日
本
古
典
文
学
大
系
３
・
岩
波
書
店
・1957
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こ
れ
を
姫
は
聞
き
ち
が
え
て
、「
年
に
一
度
と
お
つ
し
や
い
ま
す
の
か
」
と
言
つ

た
の
で
、
鬼
は
「
お
前
が
そ
う
言
う
の
な
ら
年
に
一
度
だ
」
と
言
つ
て
、
瓜
を
投
げ

つ
け
る
と
、
そ
れ
が
天
の
川
と
な
つ
て
、
二
人
の
間
を
隔
て
た
。
七
夕
（
織
女
星
）、

彦
星
（
牽
牛
星
）
と
い
つ
て
、
年
に
一
度
、
七
月
七
日
に
会
う
の
で
あ
る
。

（P.83　

前
掲
解
説
図
版　

第
七
段
よ
り
）

　

画
面
を
斜
め
に
天
の
川
が
よ
こ
た
わ
り
、
そ
の
中
心
に
鬼
の
投
げ
た
瓜
が
浮
ん
で

い
る
。
そ
れ
を
は
さ
ん
で
、
対
岸
に
天
稚
彦
、
手
前
に
姫
と
鬼
が
描
か
れ
、
た
だ
そ

れ
だ
け
で
画
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
二
人
の
孤
独
感
が
見
る
者
の
心

を
う
つ
。
＼
（
宮　

次
男
）（
同
前P.83

）



　
　

天
の
河
原
・
天
の
川
・
安
河
原
に
つ
い
て
こ
の
項
を
か
り
て
万
葉
集
巻
十
の
七
夕
歌

　
　

98

首
（
№1996

～2093

）
よ
り
注
目
す
べ
き
歌
を
次
に
少
し
引
い
て
お
く
。

　
　
○
ひ
さ
か
た
の　

天
の
河
原
に　

ぬ
え
鳥
の　

う
ら
歎
け
ま
し
つ
…
…1997

　
　
○
天
の
河　

安
の
渡
に
船
浮
け
て　

秋
立
ち
待
つ
と　

妹
に
告
げ
こ
そ2000

　
　
○
天
の
河　

安
の
河
原
に
定
ま
り
て　

…
…2033

　
　
○
天
地
の　

初
め
の
時
ゆ　

天
の
河　

い
向
ひ
居
り
て　

一
年
に　

二
度
逢
は
ぬ　

妻
恋
に

　
　

 　

も
の
思
ふ
人　

天
の
河　

安
の
河
原
の　

…2089

長
歌

　

12
毘
沙
門
・
弁
才
天
と
も
に
『
室
町
時
代
物
語
集
第
二
』
所
収
・
井
上
書
店
・1962

　

13
註
７
大
系
６
萬
葉
集
三
（P.91

）2006

番
・1960

　

14
註
７
大
系
１
古
事
記
・1958

　

15
註
１
書

　

16
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
・
別
巻
２
在
外
篇　

角
川
書
店　

1981

　

17
註
１
書
・P.10

　
　

参
考
文
献

　

  　

市
岡
真
理
・
天
稚
彦
物
語
の
生
成
・
国
文
目
白
2
6
号
・1987

  　
　

勝
俣　

隆
・
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
先
行
文
献
の
関
係
に
つ
い
て
・

  　
　
　
　
　
　
　

長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
5
4
号
・1997

　
　

紀
要
前
号
（
1
8
号
）
拙
稿
訂
正

　
　

P.53

末
尾　
　
　

正 

勉
誠
社　

誤 

勉
強
社

　
　

P.53

上
13
行
目　

正 

豊
前　
　

誤 

豊
後

　
　

P.58

上
７
行
目　

正 

13　
　
　

誤 

14
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