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そ
の
頃
、
目
に
故
障
を
持
つ
て
ゐ
た
戸
板
君
が
、
戦
争
に
出
る
こ
と
に
な
つ
た
。
案
じ
て
ゐ
る
と
、
も
う

ど
つ
か
で
苦
し
ん
で
る
だ
ら
う
と
思
ふ
時
分
、
ひ
よ
つ
く
り
帰
つ
て
来
た
。
よ
か
つ
た
ね
と
言
つ
て
ゐ
る

と
、
其
場
で
す
ぐ
言
ひ
出
し
た
。
こ
れ
も
や
は
り
南
の
方
へ
出
て
行
つ
た
加
藤
道
夫
君
が
、
そ
の
以
前
書

い
て
お
い
た
「
な
よ
た
け
」
が
、
雑
誌
に
出
は
じ
め
た
か
ら
、
其
を
読
め
〳
〵
、
と
大
層
慂
め
る
の
で
あ

る
。
其
で
、
三
田
文
学
に
出
て
ゐ
る
間
割
合
に
よ
く
読
ん
で
お
い
た
。
戦
争
の
後
、
読
む
書
物
の
な
い
時

期
が
相
応
に
続
い
て
、
八
犬
伝
や
、
膝
栗
毛
を
精
読
し
た
り
、
る
ぱ
ん
や
ほ
る
む
す
を
読
み
返
す
や
う
な

侘
し
い
月
日
が
続
い
て
、
読
書
呆
け
と
い
ふ
べ
き
時
期
が
長
か
つ
た
。

長
い
間
舞
台
に
か
ゝ
る
や
う
な
評
判
の
立
ち
消
え
に
な
り
〳
〵
し
た
あ
の
物
語
が
、
い
よ
〳
〵
舞
台
に
上

る
こ
と
に
な
つ
た
。
さ
て
以
前
の
「
な
よ
た
け
」
の
筋
は
、
殆
あ
た
ま
に
浮
ん
で
来
な
い
。
だ
が
か
う
言

ふ
程
度
に
記
憶
の
薄
れ
た
方
が
、
愈
舞
台
に
向
ふ
と
、
後
か
ら
〳
〵
薄
紙
を
剥
ぐ
や
う
に
思
ひ
出
さ
れ
て

来
て
、
適
当
な
用
意
を
持
つ
て
芝
居
に
臨
ん
で
ゐ
る
と
謂
つ
た
頃
合
ひ
の
知
識
に
な
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か

ら
、
此
は
き
つ
と
楽
し
い
ぞ
。
静
か
な
岩
清
水
の
や
う
に
、
沁
み
出
る
記
憶
に
ひ
た
さ
れ
な
が
ら
、
加
藤

君
の
お
芝
居
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
。
そ
ん
な
期
待
で
出
か
け
て
行
つ
た
。
だ
が
、
其
に
は
あ
ま

り
健
忘
の
時
間
が
、
私
の
上
に
立
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
。
驚
く
ば
か
り
、
何
と
記
憶
が
払
拭
せ
ら
れ
て
し
ま
つ

3



て
ゐ
た
。

此
は
、
作
者
に
対
し
て
す
ま
ぬ
訣
だ
、
と
何
よ
り
も
加
藤
君
に
恥
か
し
く
な
つ
た
。
其
か
ら
情
熱
的
な
優

人
諸
君
に
、
し
げ
〳
〵
顔
を
見
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
少
々
は
し
た
。
そ
ん
な
私
だ
つ
た
が
、
外
の
ま

じ
め
な
　
　
又
ま
じ
め
過
ぎ
る
見
物
の
人
々
の
心
構
へ
だ
け
に
は
、
め﹅
つ﹅
た﹅
に﹅
つ
い
て
行
け
な
い
気
が
し

た
。
書
き
卸
し
の
芝
居
を
見
に
来
た
、
と
い
ふ
気
込
み
が
、
見
物
席
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
る
。
い
つ
も
新
劇

を
見
に
行
つ
て
圧
倒
せ
ら
れ
る
　
　
あ
の
空
気
だ
。
源
氏
の
歌
舞
妓
化
な
ど
も
此
間
あ
つ
た
ば
か
り
で
、

其
時
も
之
に
似
た
気
雰
を
感
じ
た
。
初
め
て
と
り
組
む
も
の
と
し
て
、
筋
よ
り
も
何
よ
り
も
ま
づ
、
て﹅
ま﹅

溶
け
こ
め
る
訣
は
な
い
。
行
き
あ
た
り
ば
つ
た
り
、
よ
い
気
の
気
焔
を
吐
く
、
浅
薄
な
数
寄
屋
坊
主
を
書

い
た
芝
居
だ
つ
て
、
行
き
な
り
の
見
物
に
、
見﹅
る﹅
と
訣﹅
る﹅
と
が
同
時
に
来
る
筈
が
な
い
。
さ
う
言
ふ
見
物

の
為
に
、
芝
居
が
用
意
せ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
な﹅
よ﹅
た﹅
け﹅
の
作
者
も
、
原
作
を
あ
ん
な
に
書
き
つ
め
れ

ば
痩
せ
る
筈
で
あ
る
。
石
上
文
麻
呂
か
ら
、
今
の
世
の
大
学
生
の
思
想
演
説
の
や
う
な
も
の
を
聞
か
う
と

す
る
の
が
本
望
だ
ら
う
か
。
現
に
御
社
の
先
生
　
　
こ
ん
な
皮
肉
め
い
た
言
ひ
方
は
失
礼
だ
が
　
　
の
中

に
は
、
さ
う
言
ふ
見
方
で
、
海
老
蔵
を
褒
め
て
お
や
り
に
な
つ
た
方
も
あ
る
。
だ
が
海
老
蔵
自
身
、
あ
ゝ

い
ふ
新
劇
ま
が
ひ
の
演
出
に
従
ふ
こ
と
は
、
窃
か
に
嬉
し
い
と
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
も
つ
と
新
劇
と

史
劇
と
の
限
界
を
、
踏
み
越
え
る
方
法
が
教
は
り
た
か
つ
た
ら
う
。
役
者
は
可
愛
さ
う
で
あ
る
。
結
局
彼
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ら
自
身
の
「
勘
」
と
、
伝
統
的
な
「
引
き
出
し
」
に
た
よ
る
外
は
な
く
な
る
。
作
者
加
藤
君
は
、
竹
取
原

本
を
も
つ
と
活
き
て
掴
ん
で
ゐ
る
。
竹
取
自
身
の
作
者
の
狙
ひ
よ
り
は
、
二
百
年
遅
れ
た
状
況
描
写
だ
と

し
て
も
、
と
も
か
く
も
、
王
朝
末
の
都
大
路
は
、
そ
の
ま
ゝ
移
し
得
て
ゐ
た
。
な﹅
よ﹅
た﹅
け﹅
ど
こ
ろ
か
、
か﹅

ぐ﹅
や﹅
姫﹅
を
す
ら
考
へ
た
こ
と
の
な
い
　
　
唯
新
劇
を
見
て
ゐ
る
や
う
な
硬
い
見
物
の
視
線
に
さ
ら
し
て
置

く
の
で
は
、
梅
幸
だ
つ
て
、
な﹅
よ﹅
た﹅
け﹅
か
ら
昇
天
し
て
、
か
ぐ
や
姫
に
な
る
そ﹅
ら﹅
が
な
か
つ
た
ら
う
。
幻

想
だ
か
現
実
だ
か
わ
か
ら
ぬ
中
に
、
切
り
穴
へ
め
り
こ
ん
で
し
ま
ふ
の
で
は
、
は
か
な
過
ぎ
る
。

演
出
者
に
感
謝
は
感
謝
と
し
て
、
小
言
を
申
し
あ
げ
た
い
気
が
し
た
。
役
者
が
さ
う
演
出
者
の
語
を
守
る

も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
聞
い
て
ゐ
る
が
、
あ
の
人
た
ち
は
、
も
つ
と
い
た
め
つ
け
て
貰
つ
て
も
、
不

服
は
言
は
な
い
筈
の
教
養
人
で
あ
る
。
以
前
の
歌
舞
妓
の
人
々
は
、
新
劇
だ
つ
て
、
立
派
に
新
劇
と
し
て

し﹅
を﹅
ふ﹅
せ﹅
た﹅
も
の
だ
。
宗
之
助
、
勘
弥
そ
れ
に
左
升
　
　
か
う
言
ふ
だ
け
で
、
瞳
が
潤
ん
で
来
る
。
だ
が

今
度
の
場
合
は
、
我
々
の
好
意
を
持
つ
権
十
郎
・
照
蔵
な
ど
の
人
々
の
、
ち
つ
と
も
め﹅
り﹅
は﹅
り﹅
だ
つ
て
変

つ
て
ゐ
な
い
舞
台
を
見
て
、
演
出
者
も
作
者
も
、
遠
慮
が
過
ぎ
た
と
い
ふ
気
が
し
た
。
歌
舞
妓
の
脇
や
三

枚
目
に
を
し
へ
な
い
で
何
が
出
来
る
も
の
か
。

作
者
の
情
熱
の
順
調
に
乗
つ
て
来
た
都
大
路
の
場
な
ど
は
、
幻
想
と
現
実
の
繋
ぎ
目
も
よ
く
訣
つ
た
し
、

訣
り
過
ぎ
て
ど
う
か
と
思
つ
た
が
、
詞
も
思
想
の
ま
は
し
者
と
し
て
で
な
く
、
活
き
て
ゐ
た
。
唯
、
い
つ
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も
音
楽
や
、
陰
の
声
の
効
果
が
現
れ
過
ぎ
た
。
で
も
、
こ
の
場
の
大
伴
の
御ミ
主ウ
人シ
の
侫
弁
に
、
い
つ
の
世

の
政
治
家
に
も
当
る
普
遍
な
も
の
を
感
心
さ
せ
た
の
は
、
演
出
と
作
者
の
力
が
ぴ
つ
た
り
し
た
か
ら
で
あ

つ
た
。

作
者
の
懐
抱
し
て
来
た
竹
取
物
語
は
、
「
な
よ
た
け
」
に
到
る
ま
で
、
数
段
の
発
生
を
経
て
ゐ
る
。
育
つ

て
来
た
過
程
が
「
な
よ
た
け
」
で
あ
つ
て
、
行
き
尽
し
た
所
が
今
あ
る
「
竹
取
物
語
」
だ
と
す
れ
ば
、
竹

取
に
到
達
し
て
却
て
、
剰
つ
た
り
、
崩
れ
た
り
、
馴
れ
す
ぎ
た
り
し
た
所
が
あ
る
筈
だ
と
思
つ
て
よ
い
。

作
者
の
胸
で
育
つ
た
か﹅
ぐ﹅
や﹅
姫﹅
の
行
儀
の
よ
い
姿
を
見
せ
た
の
が
、
こ
の
な﹅
よ﹅
た﹅
け﹅
だ
と
考
へ
て
も
よ
い
。

物
語
の
て
ま
が
解
決
す
る
の
は
、
け
ぶ
り
吐
く
富
士
山
で
あ
る
。
其
が
見
物
に
は
、
見
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。

あ
れ
で
は
、
作
者
の
作
つ
た
て
ま
が
、
か
ら
つ
と
解
か
れ
ぬ
ま
ゝ
に
つ
き
放
さ
れ
た
気
が
す
る
。
大
向
う

の
あ
た
り
に
聳
え
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
ふ
り
返
つ
て
、
危
く
隣
席
か
ら
笑
は
れ
さ
う
に
な
つ
た
私
で
あ
る
。

こ
ゝ
ま
で
物
語
が
育
つ
て
　
　
さ
う
し
て
更
に
到
達
す
る
所
の
青
空
の
富
士
の
嶺
。
さ
う
言
ふ
お
つ
ぴ
ら

い
た
胸
が
、
う
つ
た
う
し
い
見
物
の
惑
ひ
を
吹
き
払
つ
て
く
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
幕
目
ま
で
な
よ
た
け
物
語
の
現
実
で
、
四
幕
目
か
ら
石
上
文
麻
呂
の
育
て
た
「
な
よ
た
け
」
と
し
て
出

発
す
る
の
だ
か
ら
、
も
つ
と
原
本
の
竹
取
よ
り
美
し
く
し
て
も
よ
い
。
又
も
つ
と
演
劇
で
な
く
て
は
望
め

な
い
や
う
な
超
人
間
的
な
こ
と
の
連
続
で
あ
つ
て
も
よ
い
。
か
う
し
て
様
々
の
人
間
の
期
待
や
、
失
望
や
、

6「なよたけ」の解釈



欲
念
を
こ
き
ま
ぜ
た
竹
取
以
前
の
物
語
　
　
万
葉
の
竹
取
翁
の
歌
や
、
鶯
姫
や
其
他
い
ろ
〳
〵
の
物
語
の

間
に
澄
ん
で
一
筋
残
つ
た
物
語
が
、
こ
の
作
者
の
書
い
た
な
よ
た
け
物
語
だ
と
見
れ
ば
よ
い
の
だ
ら
う
。

さ
う
言
ふ
風
に
見
物
の
腹
に
は
ひ
れ
ば
、
「
な
よ
た
け
抄
」
の
効
果
は
、
一
層
あ
が
つ
た
こ
と
だ
ら
う
し
、

四
幕
目
は
も
つ
と
有
効
な
幕
と
し
て
、
理
く
つ
探
求
の
見
物
心
を
満
足
さ
せ
た
こ
と
だ
ら
う
。

7



8「なよたけ」の解釈



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　22

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年12

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
か
ぶ
き
讃
」
創
元
社

　
　
　1953

（
昭
和28
）
年2

月21

日
発
行

初
出
：
「
演
劇
　
第
一
巻
第
三
号
」

　
　
　1951

（
昭
和26

）
年8
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
二
十
六
年
八
月
「
演
劇
」
第
一
巻
第
三
号
」
は
フ
ァ
イ
ル

末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
沼
尻
利
通

2013

年5

月4

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

9



ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

10「なよたけ」の解釈



「なよたけ」の解釈
折口信夫

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


