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春
の
は
じ
め
に
、
私
は
「
八
島
」
を
語
ら
う
と
思
ひ
立
つ
た
。
と
こ
ろ
は
屋

島
で
あ
り
、
祝
つ
て
八
島
・
矢
島
と
言
ふ
や
う
な
字
面
を
何
時
の
代
か
ら
か
、

用
ゐ
出
し
た
勝
ち
修
羅
物
で
あ
る
。

一
つ
は
、
此
国
の
昔
に
戻
つ
た
気
風
の
漲
つ
て
居
る
時
で
あ
る
。
一
つ
は
、

白
秋
さ
ん
の
生
国
柳
川
に
近
い
昵
み
深
い
大
江
の
幸
若
の
舞
の
詞
に
も
、
縁

の
濃
い
も
の
で
、
こ
の
親
友
の
健
康
を
祝
賀
す
る
心
に
は
、
大
い
に
叶
ふ
も

の
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
又
私
に
も
一
つ
、
之
を
古
く
筆
記
し
て
残
し

て
お
い
て
く
れ
た
伊
藤
良
吉
君
の
上
に
も
、
吉
き
こ
と
来
よ
と
祈
り
添
へ
さ

せ
て
貰
ふ
気
で
あ
る
。

早
々
よ
い
事
で
は
な
い
が
、
聴
い
て
下
さ
い
。
去
る
昭
和
八
年
来
、
友
人
某
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に
貸
し
て
あ
つ
た
久
我
家
文
書
の
中
、
当
道
・
盲
僧
一
類
に
関
す
る
記
録
文

書
が
、
お
し
つ
ま
つ
て
、
私
の
手
も
と
に
戻
つ
て
来
た
。
長
く
出
た
ま
ゝ
に

な
つ
て
居
た
の
で
、
今
は
そ
の
整
理
調
査
に
忙
し
い
。
其
中
、
九
州
一
円
に

居
た
地
神
盲
僧
と
称
す
る
琵
琶
弾
き
　
　
師
の
房
な
ど
称
す
る
　
　
の
演
芸

種
目
の
中
に
も
、
此
が
重
い
も
の
と
な
つ
て
居
る
の
が
「
八
島
」
で
あ
つ
た
。

壱
岐
の
島
の
師
の
房
の
生
活
を
詳
し
く
語
つ
て
く
れ
た
、
亡
き
菊
地
武
徳
氏

が
、
あ
の
海
に
向
つ
た
長
者
原バル
を
、
す
こ
し
節
が
ゝ
つ
た
言
ひ
廻
し
で
、
思

ひ
出
し
〳
〵
「
八
島
」
を
語
り
乍
ら
歩
い
て
行
か
れ
た
俤
が
、
今
も
か
う
し

て
ゐ
る
と
、
目
の
前
に
出
て
来
る
。
け
れ
ど
も
、
無
念
ブ
ネ
ン
な
こ
と
に
は
、
壱
岐

の
「
八
島
」
の
台
本
は
、
併
し
と
う
〳
〵
見
な
い
で
し
ま
つ
た
。

「
八
島
」
と
言
へ
ば
、
直
に
謡
の
「
八
島
」
に
出
て
来
る
や
う
に
、
い
き
な

4「八島」語りの研究



り
八
島
合
戦
が
語
ら
れ
る
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
人
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。

併
し
其
謡
す
ら
、
約
束
通
り
、
旅
僧
に
対
し
て
、
塩
屋
の
翁
の
姿
で
現
れ
た

し﹅
て﹅
が
語
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
場
処
は
直
接
屋
島
浦
で
は
あ
る
が
、
物

語
は
一
つ
の
手
順
を
越
し
て
ゐ
る
訣
で
あ
る
。

昔
か
ら
何
故
、
度
々
、
色
ん
な
風
に
「
八
島
」
が
物
語
ら
れ
た
か
。
其
あ
り

様
と
理
由
ら
し
い
も
の
を
、
お
話
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
で
あ
る
。
さ
う

言
ふ
関
心
を
持
ち
出
し
か
け
た
の
は
、
先
年
、
日
本
青
年
会
館
の
「
郷
土
舞

踊
・
民
謡
の
会
」
に
、
遠
州
周
智
郡
奥
山
村 

西  

浦 

ニ
シ
ウ
レ

か
ら
、
古
い
田
楽
舞
ひ

の
来
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
演
じ
た
種
目
の
中
に
一
つ
の
「
八
島
」
が
あ
つ

て
、
鬼
の
面
を
つ
け
た
二
人
が
、
あ
ひ
舞
ひ
を
す
る
。
と
言
ふ
よ
り
は
、

「
立
ち
合
ひ
」
と
言
ふ
べ
き
種
類
か
も
知
れ
ぬ
。
謡
ふ
文
句
は
謡
曲
の
「
八
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島
」
の
文
句
の
訛
つ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
其
よ
り
も
心
ひ
か
れ
た
の
は
、

其
ふ
し
廻
し
で
あ
つ
た
。
其
筋
を
聴
き
乍
ら
思
う
た
こ
と
は
、
此
謡
自
身
は

固
よ
り
本
格
の
も
の
か
ら
は
遥
か
に
遠
い
も
の
で
あ
り
、
又
古
い
俤
を
ど
ん

な
程
度
に
残
し
て
ゐ
る
か
ゞ
問
題
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
だ
つ
た
。
だ
が
、
其

か
ら
見
れ
ば
、
今
の
謡
は
、
甚
進
ん
で
ゐ
る
。
而
も
変
化
さ
へ
し
て
ゐ
る
。

昔
の
謡
は
と
も
か
く
も
つ
と
、
情
な
い
も
の
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
で
あ
ら
う
。

そ
の
、
人
を
寂
し
ま
せ
る
謡
で
而
も
、
鬼
の
面
を
着
け
た
二
人
が
行
き
つ
戻

り
つ
あ
ひ
舞
ひ
を
す
る
の
が
、
如
何
に
も
景
清
・
三
保
谷
に
見
え
、
又
、
能

登
守
・
継
信
に
も
見
え
た
。
こ
の
村
に
二フタ
春
出
か
け
て
見
た
私
に
は
、
殊
に

深
い
印
象
が
あ
つ
た
。

こ
ゝ
で
も
「
八
島
」
は
重
い
も
の
と
し
て
ゐ
た
。
な
ぜ
さ
う
ま
で
し
て
謡
は
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
日
本
の
種
々
の
芸
能
の
中
に
は
、
「
八
島
」
が
屡

色
々
な
角
度
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
思
ひ
合
せ
た
。
譬
へ
ば
、
吉
野
山

の
所
作
事
に
は
、
静
と
忠
信
と
の
道
行
き
　
　
道
行
き
は
恋
愛
の
男
女
の
に

限
ら
れ
な
い
。
主
従
の
道
行
き
も
あ
る
。
「
筑
紫
𨏍
」
の
如
き
も
さ
う
だ
。

道
行
き
と
い
ふ
の
は
、
さ
う
い
ふ
人
々
の
旅
の
あ
は
れ
を
謡
ひ
つ
舞
ひ
つ
、

交
糾
ひ
ま
ぜ
て
行
く
芸
能
で
あ
る
　
　
が
あ
る
。
即
、
そ
の
中
の
一
つ
な
る

義
経
千
本
桜
の
三
の
切
、
殊
に
江
戸
芝
居
で
は
、
常
磐
津
が
ゝ
り
で
、
何
が

何
や
ら
訣
ら
ぬ
美
し
さ
に
、
誇
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
花
の
中
で
、
静
と
忠
信

と
が
八
島
の
話
を
あ
ひ
舞
ひ
で
す
る
。
道
々
物
語
を
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く

な
つ
て
ゐ
る
。
此
は
、
忠
信
が
居
る
為
に
、
継
信
討
ち
死
に
の
ま
な
び
を
し

て
見
る
の
だ
と
言
へ
ば
其
き
り
だ
が
、
何
も
其
ほ
ど
に
し
て
、
こ
ん
な
場
合
、
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せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訣
も
な
い
。
あ
れ
は
、
別
の
理
由
が
底
か
ら
つ
き
あ
げ

て
来
て
、
さ
う
さ
せ
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
は
な
い
。

此
は
ほ
ん
の
一
例
で
、
「
八
島
」
は
昔
か
ら
い
ろ
〳
〵
な
台
本
の
中
に
、
何

か
機
会
が
あ
る
と
、
入
り
込
ん
で
ゐ
る
。
「
八
島
」
は
幸
若
舞
に
出
て
ゐ
る

の
が
典
型
に
近
い
も
の
と
思
ふ
が
、
其
他
の
も
の
に
も
、
同
様
な
も
の
が
ぼ

つ
〳
〵
頭
を
出
し
て
来
る
。
初
め
に
述
べ
た
と
ほ
り
、
八
島
と
言
う
て
も
、

普
通
の
源
平
八
島
の
戦
ひ
を
直
叙
す
る
も
の
で
は
な
い
。
能
楽
の
「
八
島
」

は
、
戦
ひ
の
方
で
、
し﹅
て﹅
が
、
昔
の
合
戦
の
様
子
を
物
語
る
。
語
り
終
つ
て
、

中
入
り
に
な
る
。
あ
ひ
語
り
が
出
て
話
す
。
そ
れ
が
這
入
る
と
、
後
じ
て
の

義
経
が
姿
を
現
す
。
此
は
義
経
及
び
義
経
が
今
の
世
に
顕
し
た
姿
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
じ
て
が
却
て
幽
霊
で
、
後
じ
て
の
方
が
現
実
の
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も
の
ゝ
や
う
な
錯
覚
が
起
る
。
こ
の
事
は
固
よ
り
、
謡
の
修
羅
物
を
通
じ
て

の
事
実
だ
が
、
此
能
に
は
殊
に
そ
の
感
が
深
い
。
こ
の
謡
の
「
八
島
」
で
は
、

凡
三
つ
ば
か
り
大
事
の
場
所
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
じ
て
の
戦
語
り
に
、
景

清
と
三
保
谷
の
錏
し
こ
ろ引
き
の
話
、
其
後
に
、
佐
藤
継
信
の
戦
死
の
話
が
あ
る
。

但
、
謡
で
は
、
こ
の
話
は
要
領
だ
け
に
な
つ
て
ゐ
て
、
継
信
の
死
は
と
も
か

く
も
訣
つ
て
も
、
平
家
方
で
能
登
守
の
侍
童
菊
王
の
死
の
事
が
、
説
明
も
な

く
突
如
と
し
て
、
「
ど
う
ど
落
つ
れ
ば
、
船
に
は
菊
王
も
討
た
れ
け
れ
ば
、

共
に
あ
は
れ
と
思
し
け
る
が
…
…
」
と
あ
る
。
菊
王
の
討
た
れ
は
皆
が
知
つ

て
ゐ
る
も
の
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
じ
て
に
な
つ
て
、
義
経
の
弓
流
し

の
段
。
と
こ
ろ
が
、
八
島
に
関
聯
し
た
話
を
考
へ
る
と
、
ほ
か
に
那
須
与
市

の
扇
の
的
が
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
、
一
の
谷
の
合
戦
に
ま
で
延
長
が
出
来
る
。
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敦
盛
熊
谷
組
討
ち
な
ど
が
其
で
あ
る
。
八
島
合
戦
は
戦
物
語
と
し
て
興
味
の

豊
富
な
も
の
だ
つ
た
。
だ
か
ら
色
々
な
も
の
に
採
ら
れ
た
。
か
う
言
へ
ば

「
八
島
」
の
色
々
な
物
に
語
ら
れ
た
理
由
は
尽
さ
れ
て
ゐ
る
訣
に
見
え
る
が
、

其
に
関
聯
し
て
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

謡
の
「
八
島
」
で
、
塩
屋
の
翁
の
詞
の
中
に
、

　
　
「
…
…
源
義
経
と
名
の
り
給
ひ
し
御
骨
が
ら
、
あ
つ
ぱ
れ
大
将
や
と
見

　
　
え
し
。
今
の
や
う
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
修
羅
物
の
中
で
も
特
殊
な
書
き
方
の
や
う
で
あ
る
。

こ
の
文
句
と
先
に
述
べ
た
継
信
・
忠
信
・
菊
王
の
件
が
、
極
あ
つ
さ
り
と
か

た
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
、
大
分
問
題
を
与
へ
て
ゐ
る
気
が

す
る
。
つ
ま
り
、
謡
の
「
八
島
」
は
、
其
以
前
に
も
古
い
物
が
あ
つ
て
、
皆
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が
知
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
省
略
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
だ
。

其
か
ら
先
の
塩
屋
の
翁
の
語
り
に
見
え
る
も
の
は
、
如
何
に
も
物
語
ら
し
い

で
は
な
い
か
。
「
今
の
や
う
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
」
と
あ
る
の
が
、
殊
に

さ
う
で
あ
る
。
「
八
島
」
の
語
り
を
し
て
歩
く
者
が
あ
つ
た
ら
、
さ
う
言
ふ

風
に
す
る
だ
ら
う
、
と
思
は
れ
る
気
持
ち
が
出
て
ゐ
る
。
言
ひ
替
へ
れ
ば
、

世
間
に
そ
ん
な
物
語
の
為
方
が
あ
つ
た
の
だ
、
と
感
じ
る
や
う
に
書
か
れ
て

ゐ
る
訣
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
触
れ
て
お
い
た
、
舞
の
本
の
「
八
島
」
を
見
る
と
、
主
人

公
は
義
経
で
な
く
、
継
信
・
忠
信
に
な
つ
て
居
て
、
其
兄
弟
の
故
郷
の
家
に
、

奥
州
下
り
の
義
経
の
一
行
が
、
偶
然
に
も
泊
る
こ
と
に
な
つ
て
、
兄
弟
の
母

親
の
請
ひ
に
任
せ
、
二
人
の
戦
死
の
有
様
を
語
る
こ
と
に
な
つ
て
居
る
。
此
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は
、
謡
の
方
の
「
摂
待
」
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
謡
で
は
「
八
島
」

と
「
摂
待
」
と
二
つ
揃
つ
て
、
八
島
の
話
が
完
全
に
な
る
訣
だ
。
謡
だ
け
の

形
の
上
で
は
、
さ
う
も
見
え
な
い
が
、
舞
の
本
を
中
に
立
て
る
と
、
二
つ
に

岐
れ
て
居
る
。
幸
若
で
は
、
生
き
て
居
る
義
経
が
、
佐
藤
兄
弟
の
母
尼
公
ニ
コ
ウ
の

前
に
現
れ
て
、
継
信
戦
死
の
模
様
を
話
す
。
義
経
が
物
語
る
人
だ
が
、
物
語

を
聴
く
も
の
は
、
実
は
尼
公
で
な
く
て
、
外
に
あ
る
こ
と
を
思
は
せ
る
。
幸

若
の
「
八
島
」
は
追
懐
談
で
、
昔
か
う
言
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
と
い
ふ
物
の
言

ひ
方
を
、
物
語
の
中
に
取
り
込
ん
で
活
か
し
て
ゐ
る
ま
で
ゞ
あ
る
。

謡
の
「
八
島
」
と
て
も
、
さ
う
考
へ
れ
ば
、
や
は
り
さ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
、

後
じ
て
に
な
る
と
、
現
実
に
近
い
形
に
表
現
し
て
動
作
す
る
。
そ
こ
に
現
実

と
昔
と
が
混
合
し
て
来
る
。
前
じ
て
は
単
に
語
り
人
で
あ
る
の
に
、
後
じ
て
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は
謂
は
ゞ
語
り
人
に
霊
が
の
り
移
つ
て
狂
ひ
出
す
　
　
そ
の
様
を
幽
霊
と
し

て
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
と
い
へ
る
。
此
は
能
が
演
劇
だ
か
ら
で

あ
る
。
唯
耳
で
聴
く
幸
若
で
は
、
自
ら
違
つ
て
来
る
。
現
実
に
見
て
来
た
と

信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
旅
人
が
来
て
、
其
か
ら
経
験
と
し
て
の
過
去
を
語
る

こ
と
に
な
る
。
過
去
を
語
る
為
に
は
、
現
実
に
ま
で
延
長
せ
ら
れ
て
実
在
す

る
生
証
拠
の
人
が
必
要
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
八
島
語
り
は
、
義
経
・
弁
慶
が

出
て
語
る
程
、
確
か
な
こ
と
は
な
い
。
又
、
聞
き
て
が
当
事
者
の
母
な
る
佐

藤
尼
公
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
物
語
の
真
実
性
を
増
す
訣
で
あ
る
。
尼
公

に
語
つ
た
物
語
を
、
更
に
受
け
つ
い
で
聞
く
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
此
が
正
真

正
本
と
い
ふ
訣
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
八
島
合
戦
を
物
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
主
人
公
が
二
通
り
あ
る
。
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即
、
継
信
と
忠
信
と
。
そ
れ
か
ら
、
語
る
人
が
義
経
ま
た
は
弁
慶
と
い
ふ
や

う
に
な
る
。
だ
が
、
世
の
中
の
こ
と
は
、
単
純
な
論
理
で
は
説
け
な
い
。
か

う
い
ふ
形
が
、
幸
若
舞
の
盛
ん
だ
つ
た
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
に

か
け
て
の
人
の
心
に
適
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
若
い
か
或
は
美
し
い
人
の
物

語
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
ば
か
り
で
は
、
聞
い
て
ゐ
る
人
が
心
を
う
ち
こ
ん
で

来
る
と
ば
か
り
は
説
け
ま
い
。
問
題
は
何
故
、
二
人
が
主
人
公
に
な
つ
て
ゐ

る
か
で
あ
る
。

「
八
島
」
は
幸
若
舞
で
は
大
事
な
も
の
で
、
又
同
時
に
幸
若
舞
の
盛
ん
に
な

つ
た
一
つ
の
原
因
で
も
あ
る
。
幸
若
舞
が
盛
ん
に
な
る
と
、
そ
の
台
本
も
沢

山
出
来
る
が
、
そ
の
僅
か
な
昔
の
台
本
に
溯
る
と
、
最
大
切
な
も
の
と
し
て

現
れ
て
来
る
の
が
「
八
島
」
で
あ
る
。
幸
若
舞
の
流
祖
と
い
は
れ
る
桃
井
直
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詮
は
、
も
と
叡
山
の
喝
食
で
、
草
子
類
に
直
ぐ
節
を
つ
け
て
語
る
の
が
非
常

に
上
手
で
あ
つ
た
と
言
ふ
。
そ
の
語
つ
た
も
の
は
八
島
の
草
子
だ
つ
た
と
も

伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
直
詮
云
々
の
話
に
は
、
伝
承
に
重
畳
し
た
偽
認
識

が
あ
る
。
直
詮
は
空
想
の
人
物
ら
し
く
て
、
系
図
に
現
れ
て
来
る
と
い
ふ
こ

と
自
身
が
問
題
で
あ
る
。
実
は
、
幸
若
丸
と
い
ふ
団
体
が
ゐ
た
こ
と
を
思
は

せ
る
位
で
あ
る
。
強
ひ
て
言
へ
ば
、
そ
の
幸
若
丸
の
一
流
の
中
に
、
桃
井
直

詮
が
出
現
し
た
の
だ
と
説
く
方
が
理
窟
に
合
ふ
。
幸
若
丸
は
丹
波
に
出
た
梅

若
丸
と
同
じ
く
一
流
の
芸
能
人
の
総
名
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
看
聞
御
記
に
は
、

御
存
じ
の
継
信
・
忠
信
の
絵
ら
し
い
も
の
が
、
八
島
の
絵
と
書
い
て
あ
る
。

こ
れ
は
継
信
・
忠
信
の
絵
詞
ら
し
い
。
絵
詞
は
形
の
固
定
し
な
い
も
の
で
、

文
章
が
元
の
も
の
と
変
つ
て
来
る
。
う
つ
ぼ
物
語
に
し
て
も
、
文
章
を
絵
に
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節
録
す
る
。
そ
れ
で
、
元
の
文
章
と
は
変
つ
て
来
る
。
絵
詞
の
固
定
し
な
い

の
は
、
絵
詞
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
若
舞
は
多
く
絵
詞
を
読

み
上
げ
て
ゐ
る
。
絵
解
き
も
絵
巻
物
を
読
み
上
げ
て
ゐ
る
。
絵
解
き
は
絵
は

見
せ
る
が
、
詞
書
は
自
分
で
読
み
上
げ
る
。
だ
か
ら
、
絵
詞
は
読
む
人
の
自

由
に
な
る
。

そ
れ
で
鎌
倉
時
代
以
来
の
絵
詞
に
は
い
ろ
〳
〵
異
本
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

さ
う
し
た
本
の
固
定
が
な
か
〳
〵
研
究
と
し
て
興
味
の
あ
る
所
で
、
又
同
時

に
容
易
で
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
般
に
は
、
絵
詞
は
固
定
性

が
薄
く
、
従
つ
て
、
異
本
が
多
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
う
い
ふ
風
に

文
字
で
書
き
表
さ
れ
た
物
語
の
も
一
つ
前
に
、
次
の
様
な
事
が
考
へ
ら
れ
る
。

物
語
の
多
く
は
文
章
に
書
き
取
ら
れ
る
前
に
、
口
の
上
で
語
ら
れ
て
居
た
。
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そ
れ
が
筆
録
さ
れ
、
其
習
慣
か
ら
創
作
す
る
人
が
出
て
来
た
と
言
ふ
事
実
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
島
の
物
語
に
最
関
係
深
い
も
の
に
例
を
取
れ
ば
、
義
経
記
が
あ
る
が
、
此

書
物
の
成
立
に
就
て
も
、
右
の
や
う
な
事
が
言
へ
る
。
だ
が
、
義
経
記
に
就

て
は
、
古
く
柳
田
先
生
が
「
雪
国
の
春
」
に
書
か
れ
て
居
る
か
ら
、
私
な
ど
、

も
う
其
を
く
り
返
す
必
要
は
な
い
と
思
ふ
。
義
経
記
と
同
じ
や
う
な
も
の
に

曾
我
物
語
が
あ
る
。
此
も
文
章
に
出
入
が
あ
る
。
こ
の
物
語
に
も
若
い
二
人

の
兄
弟
が
主
人
公
と
し
て
現
れ
る
。

此
よ
り
前
に
、
此
話
の
中
心
継
信
・
忠
信
兄
弟
二
人
が
あ
る
。
曾
我
兄
弟
は

同
じ
所
で
死
ぬ
が
、
佐
藤
兄
弟
は
、
兄
は
八
島
、
弟
は
吉
野
山
で
主
の
身
替

り
に
な
つ
て
立
ち
は
た
ら
き
、
其
後
死
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
結
局
は
何
れ
に
し
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て
も
、
同
じ
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
昔
か
う
い
ふ
若
い
二
人
を
並
べ
て
物
語

る
習
慣
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
私
は
考
へ
て
居
る
。

絵
詞
は
大
抵
、
初
め
は
小
さ
い
も
の
が
だ
ん
〳
〵
と
大
き
く
な
つ
て
行
く
。

が
、
今
昔
物
語
か
ら
宇
治
拾
遺
物
語
が
出
来
た
や
う
な
、
大
き
な
物
語
か
ら

節
録
せ
ら
れ
平
易
化
せ
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
。
此
は
例
外
で
、
目
で
見
た
り
、

耳
か
ら
聞
か
さ
れ
た
り
す
る
中
に
、
だ
ん
〳
〵
大
き
く
な
つ
て
行
く
。
だ
ん

〳
〵
一
段
づ
ゝ
つ
き
添
う
て
行
く
。
だ
か
ら
、
絵
詞
の
書
き
出
し
は
、
「
さ

て
も
そ
の
後
」
、
「
さ
る
程
に
」
、
「
そ
も
〳
〵
」
な
ど
ゝ
書
く
。
か
う
言

ふ
風
に
段
々
大
き
く
な
る
。
そ
れ
が
偶
然
の
機
会
に
、
　
　
世
に
残
る
の
は

偶
然
に
残
る
の
が
多
い
様
だ
。
そ
れ
で
、
曾
我
物
語
・
義
経
記
な
ん
か
も
残

つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
初
め
は
残
る
原
因
は
何
も
無
い
が
、
段
々
残
る
べ
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き
理
由
を
自
ら
の
内
に
作
り
出
し
、
又
一
方
に
於
い
て
、
平
家
物
語
・
源
平

盛
衰
記
な
ど
が
そ
れ
を
助
勢
し
た
の
で
あ
ら
う
。
が
、
も
一
つ
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
農
村
の
信
仰
で
あ
る
。

農
村
で
、
昔
か
ら
例
外
な
く
考
へ
て
居
た
の
は
、
稲
虫
の
出
る
の
は
死
霊
の

祟
り
だ
と
謂
つ
た
風
に
考
へ
て
居
た
事
で
あ
る
。
そ
の
死
霊
を
逐
ひ
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
出
る
や
う
な
事
が
あ
る
と
、
予
め
之
を
は
ぐ
ら
か

し
て
、
呪
術
の
目
潰
し
を
喰
は
せ
よ
う
と
す
る
。
誰
が
祟
る
か
、
何
う
い
ふ

事
情
で
祟
る
か
訣
ら
な
い
が
、
祟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訣
が
あ
つ
て
祟
る

の
だ
ら
う
と
信
じ
て
居
る
。
大
昔
か
ら
、
田
植
ゑ
よ
り
刈
り
上
げ
ま
で
の
間

に
は
、
村
の
為
に
良
く
し
て
く
れ
る
神
と
、
良
い
も
悪
い
も
考
へ
な
い
も
の

と
の
争
ひ
の
形
式
の
演
劇
が
行
は
れ
て
来
た
。
悪
い
事
が
あ
る
と
、
あ﹅
れ﹅
が
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や
つ
て
居
る
の
だ
な
と
推
測
す
る
型
が
き
ま
つ
て
来
て
居
る
。
さ
う
し
て
其

祟
り
す
る
も
の
に
、
名
が
つ
け
ら
れ
て
来
る
。
日
本
で
は
初
め
は
、
そ
れ
を

あ
る
す﹅
さ﹅
ま﹅
し﹅
の
威
徳
を
持
つ
た
神
と
し
て
居
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
は
段

々
位
置
を
高
め
て
考
へ
て
来
て
、
其
す
さ
ま
し
の
神
が
、
却
て
悪
神
を
抑
へ

る
神
と
な
つ
た
。
即
、
祇
園
・
御
霊
会
の
起
つ
た
の
が
其
で
あ
る
。
御
霊
も
、

柳
田
先
生
の
古
く
か
ら
の
研
究
題
目
で
あ
る
。
御
霊
は
沢
山
あ
る
の
で
、
そ

の
名
が
い
ろ
〳
〵
に
な
つ
て
来
る
。
一
番
慣
れ
た
祟
り
の
者
の
名
を
、
さ
う

い
ふ
神
の
名
に
つ
け
て
来
る
や
う
に
な
つ
た
。
さ
う
い
ふ
人
は
、
思
ひ
が
け

な
い
死
を
遂
げ
た
人
、
恨
み
を
呑
ん
で
死
ん
で
居
る
人
々
が
多
く
考
へ
ら
れ

て
来
る
。
つ
ま
り
、
祟
り
の
神
に
も
名
の
な
い
の
は
、
不
安
な
の
で
、
何
か

と
名
を
つ
け
て
、
其
を
祭
り
却
け
よ
う
と
努
め
た
。
だ
か
ら
其
名
を
と
り
出
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す
の
に
、
そ
れ
を
考
へ
る
に
都
合
の
良
い
も
の
と
し
て
軍
記
物
が
利
用
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
を
伝
へ
て
歩
く
専
門
家
　
　
遊
行
神
人
・
聖
な
ど
　
　
が
居
た
。

其
人
々
の
語
る
物
語
の
中
に
、
不
当
の
死
を
遂
げ
た
不
遇
の
人
物
が
居
る
と
、

其
人
の
名
が
祟
り
神
の
名
と
な
る
。
だ
か
ら
さ
の
み
怨
み
を
呑
ん
で
死
ん
だ

ら
し
く
な
い
人
で
も
、
名
高
い
戦
死
者
の
中
、
変
つ
た
死
に
方
を
し
た
人
な

ど
が
採
用
せ
ら
れ
る
。
実
盛
が
其
で
あ
る
。
さ
ね
も
り
は
、
元
は
、
田
畑
を

荒
す
も
の
と
考
へ
た
ら
し
い
。
さ
ね
も
り
と
い
ふ
詞
自
身
、
さ
な
へ
に
も
、

さ
な
ぶ
り
に
も
似
て
居
る
所
か
ら
見
る
と
、
何
か
稲
に
関
係
が
あ
り
さ
う
な

所
か
ら
、
昔
の
人
の
名
に
思
ひ
寄
せ
た
の
だ
ら
う
と
言
ふ
だ
け
で
は
説
明
に

な
ら
な
い
。
実
盛
が
、
北
国
加
賀
篠
原
で
死
ん
だ
そ
の
死
に
方
が
、
印
象
的

だ
つ
た
。
と
言
ふ
よ
り
も
、
も
つ
と
原
因
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
多
く
物
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語
に
語
ら
れ
た
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
よ
く
考
へ
る
と
、
彼
は
安
心

し
て
死
ん
で
居
る
。
謂
は
ゞ
名
の
れ
〳
〵
と
手
塚
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
も
名

の
ら
ず
死
ん
だ
事
な
ど
が
印
象
深
か
つ
た
の
だ
ら
う
。
感
じ
の
良
い
名
の
上

に
、
農
村
に
関
係
の
あ
り
さ
う
な
名
で
あ
る
。
そ
れ
と
一
つ
は
実
盛
に
対
す

る
人
の
好
意
が
、
反
対
に
、
田
を
荒
す
さ
ね
も
り
を
良
く
し
て
来
る
。
実
盛

人
形
は
全
国
に
分
布
し
て
居
る
が
、
此
は
田
の
虫
を
誘
う
て
連
れ
て
行
く
と

も
、
又
、
稲
虫
を
撒
き
散
ら
す
も
の
と
も
、
ち
よ
う
ど
逆
な
こ
と
を
、
一
つ

の
物
の
上
に
考
へ
て
居
る
。
深
田
で
亡
く
な
つ
た
人
を
求
め
る
な
ら
、
遠
く

は
義
仲
、
降
つ
て
は
忠
臣
義
貞
朝
臣
の
方
が
、
ず
つ
と
実
盛
よ
り
も
適
切
な

筈
な
の
に
、
か
う
い
ふ
人
々
に
は
、
昔
の
史
実
は
、
没
交
渉
な
知
識
だ
つ
た

か
ら
、
さ
う
し
た
先
人
に
、
田
に
祟
る
霊
を
覓
め
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
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と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
実
盛
は
白
髪
を
染
め
、
若
者
の
姿
で
死
ん

だ
の
が
、
一
つ
の
著
し
い
伝
へ
で
あ
る
。
此
も
原
因
に
は
な
つ
て
ゐ
る
か
も

知
れ
な
い
。
彼
に
限
ら
ず
、
曾
我
兄
弟
も
若
盛
り
に
死
ん
で
居
る
。
我
々
は

さ
う
い
ふ
風
に
死
ん
だ
人
々
を
若
く
美
し
い
と
想
像
す
る
。
此
が
昔
人
の
持

つ
た
美
徳
だ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
義
経
記
を
見
る
と
、
義

経
は
色
は
白
い
が
、
猿
眼
で
歯
が
出
て
ゐ
る
と
書
い
て
居
る
。
し
て
見
る
と
、

綺
麗
だ
か
ら
と
言
ふ
事
は
、
話
の
条
件
に
な
つ
て
居
さ
う
も
な
い
。
だ
が
此

も
、
昔
の
少
人
鑑
賞
の
一
標
準
だ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
盛
と
曾
我
兄
弟
と
は
、
所
謂
「
虎
が
雨
」
の
降

る
時
分
に
死
ん
で
居
る
。
と
に
か
く
、
此
時
分
は
田
の
行
事
の
行
は
れ
る
頃

で
あ
る
か
ら
、
時
季
が
印
象
を
与
へ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
若
く
、
新
し
く
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て
、
強
い
力
を
持
つ
て
、
而
も
何
処
へ
も
行
く
事
の
出
来
な
い
怨
念
が
残
つ

て
居
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
、
如
何
に
も
農
村
の
人
々
が
持
つ
て
居
た
田
を

荒
す
も
の
ゝ
考
へ
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
か
う
い
ふ
も
の
を
良

く
慰
め
れ
ば
、
　
　
あ
な
た
は
か
う
い
ふ
方
で
す
と
、
此
方
か
ら
定
め
て
か
ゝ

つ
て
や
れ
ば
、
あ
ゝ
さ
う
だ
つ
た
の
だ
と
自
ら
考
へ
て
、
よ
く
し
て
く
れ
る

だ
ら
う
と
考
へ
る
。
恐
ら
く
そ
ん
な
考
へ
方
か
ら
、
曾
我
兄
弟
な
ど
は
、
武

家
以
外
の
農
村
に
ま
で
適
用
せ
ら
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

曾
我
兄
弟
は
、
そ
の
生
き
て
居
る
時
代
に
明
る
い
時
代
は
一
度
と
て
も
な
か

つ
た
。
何
の
為
の
一
生
だ
つ
た
の
か
と
思
は
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
二
人
の
兄
弟
が
農
村
の
田
畑
に
つ
い
て
居
る
も
の
ゝ
上
に
か
ぶ
さ

つ
て
来
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
盲
御ゴ
前ゼ
が
来
て
、
田
畑
に
つ
い
て
居
る
も
の
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に
向
つ
て
、
あ
な
た
は
曾
我
兄
弟
だ
つ
た
の
で
す
と
言
へ
ば
、
そ
の
霊
気
は

い
ゝ
気
に
な
る
。
何
者
か
実
は
訣
ら
な
い
も
の
で
も
、
さ
う
言
は
れ
ゝ
ば
や﹅

に﹅
さ
が
る
心
持
ち
に
な
る
。
か
う
し
て
、
判
官
び
い
き
の
熱
だ
つ
て
、
農
村

に
ま
で
栄
え
て
行
つ
た
。
義
経
も
報
い
ら
れ
な
い
人
だ
。
義
経
の
本
伝
は
、

伝
説
と
錯
綜
す
る
ほ
ど
、
伝
説
化
し
て
ゐ
る
。
義
経
記
は
彼
の
華
々
し
い
時

代
を
取
り
去
つ
て
、
前
の
あ
は
れ
な
時
代
、
そ
れ
か
ら
飛
躍
し
て
、
頼
朝
と

不
和
に
な
つ
て
か
ら
死
ぬ
る
ま
で
の
事
を
書
い
て
居
る
。
死
ぬ
る
時
も
、
側

に
附
い
て
居
た
の
は
、
彼
の
奥
方
と
子
ど
も
き
り
だ
つ
た
。
非
常
に
淋
し
い

死
に
方
を
し
て
居
る
。
此
物
語
以
前
既
に
、
彼
の
境
涯
を
は﹅
で﹅
に
伝
へ
て
居

る
物
語
（
平
家
物
語
・
源
平
盛
衰
記
）
が
あ
る
の
に
、
何
の
為
に
か
う
暗
い

所
ば
か
り
書
く
や
う
に
な
つ
た
の
か
。
其
処
に
義
経
記
成
立
の
原
因
が
あ
る
。
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農
村
の
人
々
の
欲
す
る
に
従
つ
て
段
々
、
み
じ
め
な
彼
と
し
て
発
達
し
た
も

の
で
あ
ら
う
。
と
言
ふ
よ
り
、
農
村
の
人
々
の
欲
望
で
も
、
語
る
人
の
迎
合

で
も
な
く
、
時
勢
で
さ
う
な
つ
た
と
言
つ
た
方
が
よ
い
。
若
く
て
あ
は
れ
な

最
期
を
遂
げ
た
、
浮
ぶ
瀬
の
な
い
、
同
情
さ
れ
て
居
る
魂
　
　
か
う
思
う
て

よ
い
。

又
、
村
を
荒
す
も
の
と
田
を
荒
す
も
の
と
同
じ
で
、
田
を
荒
す
も
の
は
同
時

に
疫
病
を
は
や
ら
せ
る
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
。
何
故
此
が
戦
争
に
つ
い
て
居

る
か
、
軍
記
物
と
言
は
れ
る
形
に
這
入
つ
て
居
る
か
。
皆
の
興
味
に
適
へ
る

為
に
さ
う
な
つ
た
と
考
へ
る
の
は
い
け
な
い
。
恐
ら
く
、
恨
み
を
残
す
も
の
ゝ

原
因
が
戦
争
と
同
じ
も
の
だ
つ
た
と
言
ふ
考
へ
が
、
軍
記
物
と
同
じ
形
を
と

ら
せ
た
の
で
あ
ら
う
。
田
遊
び
は
戦
争
と
同
じ
で
、
よ﹅
そ﹅
か
ら
来
る
神
が
、
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田
に
つ
い
て
ゐ
る
も
の
と
争
ひ
、
結
局
、
田
に
つ
い
て
ゐ
る
執
念
い
も
の
が

負
け
て
、
ど
う
し
て
も
、
田
の
稔
り
を
遂
げ
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
田
遊
び
は
軍
記
物
に
近
づ
い
て
行
く
。
か
う
し
て
、
宗
教
家
に
持

ち
運
ば
れ
た
軍
記
物
が
農
村
の
物
語
に
結
び
附
く
一
方
、
農
村
の
行
事
も
だ

ん
〳
〵
に
軍
記
物
に
延
び
て
行
く
。

と
こ
ろ
が
、
最
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
物
の
変
化
し
て
行
く
事

で
、
曾
我
兄
弟
は
二
人
、
実
盛
は
一
人
だ
。
大
抵
は
一
人
で
、
稀
に
、
曾
我

・
佐
藤
兄
弟
の
や
う
に
二
人
で
あ
る
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
又
、
主
人
公
が
女

で
あ
る
事
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
物
語
を
す
る
主
人
公
は
自
分
の
閲
歴
を
語
る

よ
り
、
自
分
の
側
近
く
居
た
人
の
閲
歴
を
語
る
方
が
普
通
で
あ
る
。
日
本
の

物
語
の
古
い
形
は
、
溯
る
と
「
私
が
か
う
し
た
」
と
言
ふ
表
現
に
行
き
着
く
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こ
と
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。
併
し
、
日
本
の
物
語
に
は
、
純
粋
に
一
人
称
と

言
へ
る
の
は
残
つ
て
居
な
い
。
一
番
古
い
も
の
で
も
、
一
人
称
・
三
人
称
ま

じ
り
で
、
其
間
に
人
物
の
訣
ら
な
い
も
の
が
出
て
居
る
。
あ
い
ぬ
の
神
の
叙

事
詩
は
純
粋
の
一
人
称
で
あ
る
。
一
人
称
で
言
へ
な
い
所
ま
で
、
持
つ
て
ま

は
つ
て
一
人
称
表
現
を
し
て
居
る
。
日
本
の
古
い
物
語
に
は
、
純
粋
に
一
人

称
の
は
な
い
が
、
三
人
称
に
変
へ
な
が
ら
一
人
称
を
残
し
て
居
る
の
が
多
く

見
出
さ
れ
る
。
か
う
い
ふ
の
は
結
局
誰
が
言
つ
て
居
る
の
か
訣
ら
な
い
。
か

う
い
ふ
文
学
を
、
学
者
は
、
一
人
称
を
使
つ
て
居
な
い
か
ら
　
　
、
後
に
他

の
人
が
全
然
三
人
称
態
度
で
作
つ
た
の
だ
ら
う
と
説
く
。
他
の
人
が
作
つ
た

に
は
違
ひ
な
い
が
、
や
は
り
、
其
神
な
り
、
人
な
り
の
歌
つ
た
歌
と
考
へ
て
、

伝
へ
た
理
由
が
残
つ
て
居
る
。
譬
へ
ば
、
有
名
な
調ツキ
伊イ
企キ
儺ナ
の
妻
、
大
葉
子
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が
詠
ん
だ
歌
、

　
　
韓
国
の
城キ
の
上ヘ
に
立
ち
て
、
大
葉
子
は
領ヒ
巾レ
振
ら
す
も
。
日
本
ヤ
マ
ト
へ
向
き

　
　
て
　
　
欽
明
紀

「
領
巾
振
ら
す
も
」
と
敬
語
に
な
つ
て
居
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
後
の
人
が
大

葉
子
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
説
明
す
る
が
、
此
だ
け
の
説
明
で
は
安
ん
ぜ
ら
れ
な

い
。
此
歌
を
大
葉
子
に
つ
け
る
理
由
が
も
つ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
例

は
詳
し
く
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
う
す
る
事
は
唯
皆
さ
ん
を
憂
鬱

な
ら
し
め
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
今
は
や
め
て
置
く
。
唯
一
つ
例
を
取
る

と
、
日
本
で
は
、
代
名
詞
は
二
人
称
と
三
人
称
と
同
じ
で
、
そ
れ
を
又
、
位

置
・
方
角
を
表
す
代
名
詞
に
も
適
用
し
て
居
る
。
か
の
・
そ
の
の
か
と
そ
と

は
同
じ
も
の
で
、
区
別
は
絶
対
に
無
い
。
こ
の
事
実
は
、
一
人
称
と
三
人
称
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と
の
間
に
混
乱
が
出
来
、
其
間
に
変
な
二
人
称
の
出
来
て
来
た
時
代
の
俤
を

残
し
て
居
る
の
だ
と
見
て
よ
い
。

ま
づ
、
よ
ほ
ど
古
い
物
語
の
形
式
を
残
し
て
居
る
も
の
ゝ
外
は
、
あ
る
人
が
、

主
人
公
の
生
活
を
、
側
か
ら
見
て
ゐ
た
と
言
ふ
物
語
の
様
式
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
語
り
伝
へ
ら
れ
る
主
人
公
に
も
、
い
ろ
〳
〵
あ
る
。
今
謂
ふ
や

う
に
、
一
人
の
場
合
、
又
、
二
人
の
場
合
、
主
人
公
と
語
り
伝
へ
た
者
と
二

人
の
場
合
、
主
人
公
と
副
主
人
公
と
あ
る
場
合
、
そ
の
う
ち
主
人
公
を
除
い

て
、
語
つ
て
居
る
者
が
主
人
公
に
な
る
時
が
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
が
形
が
替

り
、
二
人
の
主
人
公
が
出
来
る
。
併
し
、
主
と
し
て
主
人
公
の
生
活
を
見
て

居
た
人
が
、
物
語
の
中
に
、
自
分
の
感
情
は
勿
論
生
活
ま
で
を
露
骨
に
挿
入

し
て
来
る
。
す
る
と
、
純
粋
の
三
人
称
と
は
言
へ
な
く
な
る
。
第
二
の
位
置
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に
立
ち
つ
ゝ
物
語
を
し
て
居
る
。
さ
う
い
ふ
形
の
も
の
が
殖
え
て
来
る
。
日

本
の
物
語
で
は
、
一
人
称
と
三
人
称
と
あ
り
、
そ
の
間
に
二
人
称
と
は
言
へ

な
い
が
、
第
二
の
位
置
の
人
が
、
一
人
称
で
語
る
と
言
ふ
形
が
栄
え
て
居
る

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

さ
う
す
る
と
、
物
語
を
す
る
人
が
、
宗
教
家
で
あ
る
と
言
ふ
昔
か
ら
の
条
件

が
、
再
ど
う
し
て
も
、
省
み
ら
れ
る
。
又
、
物
語
を
す
る
も
の
は
長
生
き
す

る
と
考
へ
て
来
る
。
一
体
、
日
本
で
は
神
聖
な
職
業
に
与
る
も
の
は
、
死
な
ゝ

い
と
考
へ
て
来
て
居
る
。
昔
は
「
死
」
と
言
ふ
も
の
が
明
ら
か
で
な
か
つ
た

が
、
死
と
言
ふ
も
の
ゝ
考
へ
が
明
ら
か
に
な
つ
て
も
、
尚
昔
の
物
語
を
す
る

人
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
生
き
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
者
で
あ
つ
た
。

先
の
「
八
島
」
の
謡
の
如
き
、
其
印
象
の
薄
い
も
の
で
も
、
例
の
「
あ
つ
ぱ
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れ
大
将
や
と
見
え
し
。
今
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
」
な
ど
ゝ
、
其
戦
を
見
て

居
た
者
が
話
し
て
居
る
や
う
に
表
現
し
て
居
る
。
宗
教
味
の
濃
厚
な
も
の
で

は
、
も
つ
と
此
が
濃
厚
で
あ
つ
た
も
の
と
思
ふ
。
世
間
の
人
も
亦
、
そ
れ
を

信
じ
て
居
た
。
此
事
に
就
て
は
、
柳
田
先
生
も
書
か
れ
、
私
も
早
く
か
ら
考

へ
て
居
た
が
、
此
話
を
し
な
い
と
、
話
の
根
が
出
来
な
い
か
ら
話
し
た
訣
で

あ
る
。

語
る
人
が
、
見
て
居
た
人
で
、
同
時
に
物
語
を
生
活
に
し
て
居
る
人
だ
と
考

へ
ら
れ
て
来
る
。
そ
れ
で
、
非
常
に
長
く
生
き
て
居
る
人
が
あ
つ
た
と
考
へ

ら
れ
て
来
る
。
昔
は
、
神
の
側
近
く
仕
へ
て
居
た
人
が
、
後
に
は
替
り
、
宗

教
的
に
物
語
を
伝
播
す
る
為
、
諸
国
を
廻
つ
て
歩
く
や
う
に
な
る
。
彼
等
は

神
か
ら
さ
き
は
へ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
す
ら
、
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逆
に
わ
ん
だ
り
ん
ぐ
・
じ
ゆ
う
の
如
き
、
呪
は
れ
た
不
死
者
が
あ
る
。
八
百

比
丘
尼
が
其
で
あ
る
。
先
生
の
力
説
せ
ら
れ
た
常
陸
房
海
尊
も
義
経
主
従
戦

死
の
場
に
居
合
せ
ず
生
き
延
び
た
。
其
が
不
死
の
原
因
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
何
の
為
に
生
き
て
物
語
を
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
聖
な
る

為
事
を
せ
ん
が
為
に
長
く
生
き
て
居
る
と
見
え
る
の
も
あ
る
。
元
は
、
物
語

を
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
つ
た
人
た
ち
が
、
後
世
物
語
を
外
に
し
て
も
、

長
生
き
す
る
や
う
に
考
へ
て
来
た
の
で
あ
る
。
長
生
き
し
て
語
り
歩
く
の
は
、

物
語
を
し
て
人
々
に
知
つ
て
貰
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
つ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
罪
障
消
滅
の
為
の
懺
悔
の
生
活
を
し
て
居
る
ん
だ
と
言
ふ
考
へ
に

這
入
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
基
督
を
最
期
に
導
い
た
猶
太
ユ
ダ
ヤ
人
が
其
為
に
、
永

久
生
き
て
居
た
と
言
ふ
、
同
時
に
猶
太
種
族
漂
泊
史
の
宿
命
を
語
る
も
の
と
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同
じ
話
に
な
る
。
併
し
、
此
二
つ
の
話
の
一
致
は
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も

間
に
脈
絡
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
容
易
に
訣
ら
な
い
。
八
百
比
丘
尼
の
話
及

び
其
系
統
の
話
を
見
て
も
、
人
の
知
ら
ぬ
間
に
人
魚
の
肉
を
食
べ
た
　
　
東

方
朔
は
西
王
母
の
園
に
あ
る
桃
の
実
を
度
々
食
べ
た
　
　
と
言
は
れ
て
居
る
。

長
生
き
す
る
事
に
、
薄
暗
い
事
が
つ
い
て
居
る
。
盗
ん
で
食
べ
た
為
に
生
き

て
居
る
　
　
此
事
が
話
の
主
題
で
は
無
い
け
れ
ど
も
　
　
と
言
ふ
事
が
つ
き

物
な
の
は
ど
う
し
た
訣
か
。
男
の
方
に
な
る
と
、
常
陸
房
海
尊
の
如
き
、
数

百
年
後
ま
で
生
き
て
居
た
と
信
ぜ
ら
れ
、
時
々
姿
を
現
し
て
居
る
。
彼
は
義

経
が
高
館
で
最
期
を
遂
げ
た
時
、
寺
参
り
を
し
て
居
た
為
、
死
に
後
れ
て
、

為
方
無
く
逃
げ
た
と
も
、
又
単
に
、
逃
げ
た
と
も
伝
へ
て
居
る
。
此
海
尊
一

味
の
事
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
書
き
物
に
す
べ
て
を
お
譲
り
し
て
よ
い
ほ
ど
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立
派
な
研
究
だ
。

ど
う
も
、
何
か
薄
暗
い
事
が
つ
き
ま
と
う
て
居
る
。
だ
か
ら
贖
罪
の
為
に
語

る
が
、
語
つ
て
も
〳
〵
埋
め
合
せ
が
つ
か
な
い
。
海
尊
も
さ
う
説
く
べ
き
人

で
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、
さ
う
説
明
を
せ
な
い
部
分
も
あ
る
。
物
語
す
る
も
の
を
人
間
と

言
は
ず
に
、
狸
と
か
狐
と
か
に
す
る
伝
へ
も
あ
る
。
（
狸
の
長
生
き
す
る
の

は
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
）
人
間
以
外
で
、
人
間
の
側
に
居
る
も
の
、
人
間

と
親
し
い
関
係
の
結
べ
る
も
の
が
、
長
く
生
き
、
人
間
の
生
活
を
見
て
居
て
、

語
り
伝
へ
る
。
す
る
と
、
人
間
が
側
に
見
て
居
て
、
自
分
の
感
情
で
物
語
る

他
に
、
人
間
以
外
の
も
の
が
人
の
形
と
な
つ
て
物
語
を
す
る
こ
と
も
あ
る
こ

と
に
な
る
。
狐
や
狸
は
長
生
き
す
る
か
ら
、
そ
れ
で
こ
ん
な
事
を
す
る
の
だ
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と
簡
単
に
は
説
明
出
来
な
い
。
蛇
や
何
か
で
も
よ
い
訣
だ
の
に
、
何
故
狐
や

狸
が
物
語
を
す
る
の
か
は
、
私
も
説
明
出
来
な
い
。
古
い
事
を
知
つ
て
居
る

か
ら
、
霊
的
な
動
物
だ
か
ら
と
ば
か
り
は
言
へ
な
い
。
も
つ
と
原
因
が
あ
り

そ
う
だ
。
一
例
を
取
る
と
、
曾
我
兄
弟
と
関
係
の
深
い
男
に
、
鬼
王
・
団  

ダ
ウ
ザ

三 

郎 

ブ
ラ
ウ

の
兄
弟
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
佐
渡
へ
行
く
と
、
団
三
郎
狸
と
言
ふ
の

が
居
る
。
物
語
を
し
た
と
は
伝
へ
て
居
ら
な
い
。
狸
と
思
は
れ
て
居
る
も
の

に
団
三
郎
と
言
ふ
名
が
附
け
ら
れ
た
の
だ
。
又
、
三
州
に
は
お
と
ら
狐
が
居

る
。
此
も
恐
ら
く
曾
我
物
語
を
語
つ
た
人
間
の
名
か
ら
出
た
に
違
ひ
な
い
。

お
と
い
ふ
愛
称
は
後
に
つ
い
た
も
の
で
、
元
は
虎
御
前
の
と
ら
に
違
ひ
な
い
。

併
し
、
さ
う
い
ふ
精
霊
を
使
ふ
宗
教
家
が
物
語
を
し
て
歩
い
た
の
だ
と
説
明

す
る
こ
と
は
、
今
は
避
け
た
い
。
と
に
か
く
、
団
三
郎
狸
に
し
て
も
、
お
と
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ら
狐
に
し
て
も
、
物
語
を
し
た
事
は
忘
れ
ら
れ
て
居
る
。

鬼
王
・
団
三
郎
の
兄
弟
の
歩
い
た
事
、
虎
御
前
の
来
た
事
は
方
々
に
伝
へ
ら

れ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
皆
彼
等
の
行
跡
の
印
象
が
残
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

さ
う
か
と
言
ふ
と
、
義
経
の
若
い
時
の
愛
人
の
浄
瑠
璃
姫
が
歩
い
て
居
る
。

浄
瑠
璃
姫
は
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
及
び
其
系
統
の
物
語
の
女
主
人
公
と
い
ふ

べ
き
人
で
あ
る
。
此
も
浄
瑠
璃
を
語
つ
た
女
性
の
遺
跡
で
、
曲
中
の
人
物
の

遺
跡
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
。

同
時
に
、
浄
瑠
璃
物
語
（
十
二
段
草
子
以
前
の
も
の
）
に
よ
つ
て
自
分
の
事

を
語
り
歩
い
た
も
の
が
居
た
証
拠
に
な
る
。

狸
の
話
は
沢
山
に
あ
る
。
四
国
に
は
狸
の
話
ば
か
り
で
、
狐
の
話
は
一
つ
も

な
い
。
本
道
に
狐
の
居
る
居
な
い
は
と
も
か
く
、
弘
法
大
師
が
四
国
へ
は
狐
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の
来
な
い
や
う
に
し
た
の
だ
と
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
。
そ
の
四
国
狸
の
中
に
、

八
島
狸
と
い
ふ
の
が
居
る
。
此
狸
は
八
島
の
合
戦
を
、
ま
る
で
活
動
写
真
の

や
う
に
目
の
前
に
見
せ
る
。
八
島
狸
に
関
す
る
文
献
は
だ
ん
〳
〵
あ
る
。

か
う
い
ふ
風
に
、
あ
ち
こ
ち
に
、
物
語
の
主
人
公
自
身
が
語
り
、
主
人
公
の

側
に
居
た
人
が
語
り
、
主
人
公
に
特
別
な
関
係
の
な
い
人
で
、
長
生
き
を
し

て
居
て
物
語
り
、
実
演
し
て
見
せ
る
者
ま
で
出
来
て
来
る
。
か
う
い
ふ
風
に

日
本
の
叙
事
詩
の
歴
史
を
調
べ
る
と
、
そ
れ
を
撒
布
し
て
歩
く
一
種
の
神
奴

・
寺
奴
の
生
活
の
あ
つ
た
事
が
訣
る
。
又
、
訣
ら
ぬ
理
由
で
長
生
き
し
た
動

物
が
そ
れ
に
関
与
し
て
居
る
と
い
ふ
不
思
議
な
疑
問
も
生
じ
る
。
唯
、
我
々

の
場
合
に
は
、
「
八
島
」
を
主
と
し
て
申
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
話
の

領
分
は
極
狭
ま
る
。
我
が
国
の
戦
争
の
中
で
は
、
何
と
言
つ
て
も
、
源
平
わ
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け
め
の
合
戦
が
一
番
大
事
で
あ
る
。
そ
の
源
平
合
戦
の
中
で
も
、
最
大
事
な

戦
争
が
八
島
の
戦
ひ
と
壇
の
浦
の
戦
ひ
で
あ
る
。
壇
の
浦
の
合
戦
を
見
せ
る

狸
も
居
た
。

農
村
に
対
し
て
災
ひ
を
与
へ
勝
ち
の
魂
に
、
印
象
深
い
英
雄
の
名
を
与
へ
る

と
同
じ
く
、
英
雄
た
ち
の
働
い
た
場
面
を
八
島
に
取
る
の
は
理
由
が
あ
る
。

八
島
は
戦
争
の
代
表
的
な
も
の
で
、
戦
争
の
語
り
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
必

八
島
を
す
る
。
そ
れ
に
、
八
島
の
合
戦
は
能
で
見
て
も
薄
暗
い
所
が
な
く
、

勝
ち
修
羅
と
言
つ
て
、
祝
言
に
属
し
、
縁
起
の
よ
い
も
の
に
な
つ
て
来
た
。

此
理
由
で
八
島
を
引
き
出
し
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
今
は
訣
ら
な
い
が
、
八

島
は
早
く
か
ら
人
気
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
狂
言
で
も
、
源
平
盛
衰
記
を

出
す
と
、
必
八
島
を
す
る
。
此
事
は
、
人
間
に
於
け
る
、
曾
我
兄
弟
・
義
経
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・
虎
御
前
・
浄
瑠
璃
姫
・
静
の
物
語
を
作
り
出
し
て
来
る
や
う
に
、
戦
争
と

言
へ
ば
、
八
島
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
隠
微
の
約
束
が
あ
つ
た
。
今
一
つ

そ
れ
に
微
力
な
助
勢
を
な
し
た
も
の
は
、
琵
琶
盲
僧
が
広
く
世
間
を
歩
い
た

事
で
あ
る
。
三
味
線
渡
来
以
前
の
日
本
の
、
本
格
の
芸
能
は
、
琵
琶
に
よ
る

も
の
で
、
宗
教
的
に
も
、
芸
能
の
上
に
も
重
き
を
な
し
て
居
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ば
か
り
で
、
八
島
が
高
い
位
置
を
占
め
て
居
た
と
ば
か
り
は
言
へ
な
い
。

此
は
小
さ
な
原
因
で
此
を
言
ふ
位
な
ら
、
寧
、
幸
若
舞
か
ら
し
た
「
八
島
」

の
勢
力
の
大
き
さ
を
語
り
た
い
。

日
本
の
戦
争
の
物
語
に
は
、
八
島
の
物
語
が
よ
く
割
り
込
ん
で
来
る
。
割
り

込
ん
で
来
る
に
は
、
来
る
理
由
が
あ
つ
た
。
其
は
実
の
処
、
八
島
合
戦
の
ま

だ
け﹅
ぶ﹅
ら﹅
ひ﹅
も
な
か
つ
た
昔
に
、
既
に
原
因
が
用
意
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
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る
。
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