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何
も
、
竹
取
の
翁
が
実
は
女
性
で
あ
っ
た
、
爺
さ
ん
は
男
装
の
婆
さ

ん
だ
っ
た
の
だ
、
な
ど
と
い
う
奇
想
天
外
な
話
を
始
め
る
わ
け
で
は
な

い
。
本
稿
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
現
存
の『
竹
取
物
語』

本
文
中
に
お

い
て
、
本
来｢

嫗｣

と
あ
る
べ
き
所
が
、
伝
写
の
過
程
で
い
つ
し
か

｢

翁｣

に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
ほ
ん
の
小
さ
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

一

そ
れ
は
、
火
鼠
の
皮
衣
を
携
え
た
右
大
臣
阿
部
御
主
人
を
翁
が
屋
内

に
招
き
入
れ
た
、
そ
の
直
後
の
文
章
中
に
現
れ
る
。

か
く
呼
び
据
ゑ
て
、｢

こ
の
た
び
は
、
か
な
ら
ず
あ
は
む｣

と
、

嫗
の
心
に
も
思
ひ
を
り
。
こ
の
翁
は
、
か
ぐ
や
姫
の
や
も
め
な
る

を
な
げ
か
し
け
れ
ば
、｢

よ
き
人
に
あ
は
せ
む｣

と
思
ひ
は
か
れ

ど
、
せ
ち
に｢

い
な｣

と
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
え
し
ひ
ね
ば
、
こ

と
わ
り
な
り
。

(

武
藤
本
・
二
一
オ
〜
ウ

(

注
１))

何
せ
、
こ
の
世
に
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
美
し
い
皮
衣
を
目
の
前
に
突

き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
御
主
人
は
か
ぐ
や
姫
の
難
題
を
み
ご
と
に

達
成
し
た
と
確
信
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
翁
は
も
ち
ろ
ん
、
妻
で
あ
る

｢

嫗｣

も｢

今
度
こ
そ
は
、
き
っ
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う｣

と
期
待
を
高
め
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
は
ま
っ
た
く
問

題
な
い
。
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、
そ
の
後
の
記
述
な
の
だ
。
な

ぜ
こ
こ
で
、
今
さ
ら
な
が
ら｢

翁｣

の
心
境
や
対
応
に
つ
い
て
語
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
必
要
性
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
と
い

う
の
か
。
諸
注

(
注
２)

積
極
的
な
発
言
が
な
い
中
で
、『

評
解』

(

底
本
武
藤
本)

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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さ
て
最
後
に
嫗
の
気
持
を
述
べ
た
の
で
翁
の
気
持
も
叙
述
し
よ
う

と
、
む
し
ろ
蛇
足
と
も
思
わ
れ
る
文
を
直
ぐ
次
に
加
え
て
い
る
。

(
中
略)
こ
れ
は
明
か
に
文
の
構
成
と
し
て
、
前
後
の
描
写
に
対

し
て
も
だ
し
ぬ
け
で
あ
り
、
読
者
に
も
既
に
わ
か
り
き
っ
て
い
る

不
要
の
文
字
で
あ
る
が
、
作
者
の
描
こ
う
と
し
て
い
る
中
心
人
物

｢

翁｣

の
説
明
と
し
て
、
思
わ
ず
繰
返
し
た
作
者
の
気
持
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
如
何
に
作
者
が
翁
を
重
要
視
し
て

い
た
か
が
窺
え
る
。

(

批
評
・
考
説)

現
存
の
本
文
を
絶
対
の
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、｢

こ
の
翁｣

以
下
の

文
章
は
た
し
か
に｢

蛇
足｣

で
あ
り｢
不
要
の
文
字｣

と
い
う
ほ
か
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
と
さ
ら
な｢

繰
返
し｣
の
理
由
を｢

作
者
が
翁
を

重
要
視
し｣

た
点
に
帰
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
当
該
本
文
を
細
心
に
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
の
記
述
が

｢

翁｣

の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
添
え
ら
れ
た
と
考
え
る
に
は
、
か
な
り
無

理
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
ぐ
や
姫

が
独
身
で
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、
身
分
あ
る
男
性
に
縁
づ
け
た
い
と

｢

思
ひ
は
か｣

っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
か
ぐ
や
姫
が
結
婚
を
峻
拒
す

る
の
で｢

え
し
ひ｣

な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
と
も
に
こ
れ
ま
で
の

｢

翁｣

の
描
か
れ
方
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
だ
。
彼
が
良
縁
を
切
望
す
る

姿
勢
は
、
心
中
で｢

思
ひ
は
か｣

る
と
い
う
控
え
め
な
次
元
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
彼
は
こ
れ
ま
で
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
十

分
に
結
婚
を｢

し
ひ｣

て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
表
明
し
た

｢

強
い
違
和
感｣

は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
点
に
由
来
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。｢

こ
の
翁｣

の｢

翁｣

を
、
か
り
に

｢

嫗｣

に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
上
述
の
不
審
が
一
挙
に
解
消
す
る
の

だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
気
を
揉
む
だ
け
で
強
い
態
度

に
出
ら
れ
な
い
と
い
う
む
し
ろ
消
極
的
な
姿
勢
の
描
写
は
、
主
導
的
役

割
を
演
じ
る｢

翁｣

で
は
な
く
、
従
属
的
立
場
に
甘
ん
じ
る｢

嫗｣

に

こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
、
か
ぐ
や
姫
に
興
味
を
示
し

た
帝
が
、
そ
の
美
し
さ
を
確
か
め
る
べ
く
内
侍
中
臣
房
子
を
派
遣
し
た

時
、
応
対
に
出
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ｢

嫗｣

で
あ
っ
た
が
、
中
で
も
、

か
ぐ
や
姫
の
答
ふ
る
や
う
、｢

帝
の
召
し
て
の
た
ま
は
む
こ
と
、

か
し
こ
し
と
も
思
は
ず｣

と
い
ひ
て
、
さ
ら
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら

ず
。
産
め
る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
恥
づ
か
し
げ
に
、
お

ろ
そ
か
な
る
や
う
に
い
ひ
け
れ
ば
、
心
の
ま
ま
に
も
え
責
め
ず
。

(

武
藤
本
・
三
六
ウ
〜
三
七
オ)

と
い
う
く
だ
り
が
、
自
然
と
思
い
あ
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

『
竹
取
物
語』

の
現
存
諸
本
に
お
い
て
、
傍
線
部
分
の
本
文
は
す
べ

て
、｢

翁｣
(

武
藤
本
・
紹
巴
本
・
古
活
字
十
行
本
等)

ま
た
は｢

お
き

な｣
(

高
松
宮
本
・
久
曽
神
本
等)

で
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も

(

注
３)

、
こ
う

― 2―



な
る
と
も
は
や
、
元
来
は｢

お
う
な｣

｢

お
む
な｣

な
ど
と
記
さ
れ
て

い
た
と
し
か
思
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

二

前
節
で
提
起
し
た
仮
説
は
、
叙
述
の
内
容
面
の
み
な
ら
ず
、
文
章
構

造
の
論
理
自
体
が
お
の
ず
か
ら
そ
の
妥
当
性
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、｢

翁｣

に
冠
せ
ら
れ
た｢

こ
の｣

と
い
う
指
示
語
の

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ふ
た
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
ひ
と

つ
め
は
、
作
中
で
竹
取
の
翁
が｢

翁｣
と
呼
ば
れ
る
場
合
、

・
か
く
て
、
翁
、
や
う
や
う
ゆ
た
か
に
な
り
ゆ
く
。
(

武
藤
本
・
一
ウ)

・
翁
、
心
地
あ
し
く
苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
こ

と
も
や
み
ぬ
。
腹
立
た
し
き
こ
と
も
慰
み
け
り
。
翁
、
竹
を
取
る

こ
と
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
。
勢
ひ
猛
の
者
に
な
り
に
け
り
。

(

武
藤
本
・
二
オ)

・
翁
、
今
年
は
五
十
ば
か
り
な
り
け
れ
ど
も
、
も
の
思
ふ
に
は
、
片

時
に
な
む
老
い
に
な
り
に
け
る
と
見
ゆ
。(

武
藤
本
・
四
五
ウ)

等
々
の
ご
と
く
、
単
に｢

翁｣

と
の
み
記
さ
れ
る
の
が
ど
う
や
ら
鉄
則

で
あ
る
よ
う
で
、
疑
惑
の
箇
所
一
例
だ
け
が
、
な
ぜ
か
例
外
的
に｢

こ

の
翁｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
主
要
な

伝
本
を
見
る
か
ぎ
り
、｢

翁｣

に｢

こ
の｣

が
上
接
す
る
ケ
ー
ス
は
他

に
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で｢

こ
の
翁｣

と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
特
段
の
事
情
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の｢

翁｣

な
る
本
文

は
十
分
に
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ふ
た
つ
め
は
、
し
ご
く
単
純
素
朴
な
疑
問
だ
が
、｢

こ
の｣

は
通
常
、

直
前
な
い
し
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
既
述
箇
所
に
登
場
し
た
人
物
や

物
を
あ
ら
た
め
て
指
し
示
す
こ
と
ば
で
は
な
い
の
か
と
い
う
点
。
つ
ま

り
、｢

嫗
の
心
に
も
思
ひ
を
り｣

に
つ
づ
け
て｢

こ
の｣

誰
そ
れ
と
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、｢

こ
の｣

は｢

嫗｣

の
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
の
が
自
然
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
試
み
に
、

こ
の
よ
う
な
問
を
設
け
て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
左
の
文
章
の

空
欄
に
、
あ
な
た
な
ら｢

翁｣

・｢

嫗｣

い
ず
れ
の
語
を
選
択
し
て
入
れ

る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

か
く
呼
び
据
ゑ
て
、｢

こ
の
た
び
は
、
か
な
ら
ず
あ
は
む｣

と
、

嫗
の
心
に
も
思
ひ
を
り
。
こ
の[

]

は
、
か
ぐ
や
姫
の
や
も

め
な
る
を
な
げ
か
し
け
れ
ば
、｢

よ
き
人
に
あ
は
せ
む｣

と
思
ひ

は
か
れ
ど
、
せ
ち
に｢

い
な｣

と
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
え
し
ひ
ね

ば
、
こ
と
わ
り
な
り
。

先
入
観
を
捨
て
去
っ
て
向
き
合
っ
た
な
ら
ば
、
圧
倒
的
多
数
が
、

｢

嫗｣
と
解
答
す
る
に
相
違
あ
る
ま
い
。
こ
の
文
章
の
構
造
は
た
と
え

ば
、
庫
持
皇
子
が
蓬
莱
の
山
で
仙
女
に
出
会
っ
た
と
騙
る
場
面
、
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天
人
の
装
ひ
し
た
る
女
、
山
の
中
よ
り
出
で
来
て
、
銀
の
金
椀

を
持
ち
て
、
水
を
汲
み
あ
り
く
。
こ
れ
を
見
て
、
船
よ
り
下
り
て
、

｢
山
の
名
を
何
と
か
申
す｣

と
問
ふ
。
女
、
答
へ
て
い
は
く
、

｢

こ
れ
は
蓬
莱
の
山
な
り｣

と
答
ふ
。
こ
れ
を
聞
く
に
、
う
れ
し

き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
こ
の
女
、｢

か
く
の
た
ま
ふ
は
誰
ぞ｣

と

問
ふ
。

(

武
藤
本
・
一
三
ウ
〜
一
四
オ)

な
ど
に
、
よ
く
似
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
指
示
語｢
こ
の｣

が｢

翁｣

に
接
続
す
る
の
は

作
中
き
わ
め
て
異
例
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
語
は
直
前
の｢

嫗｣

を
指

す
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
た
め
、｢
翁｣
は｢

嫗｣

の
誤
り
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。

三

さ
て
、
第
二
は
、｢

え
し
ひ
ね
ば
、
こ
と
わ
り
な
り｣

で
あ
る
。
語

り
手
は
い
っ
た
い
何
を｢

こ
と
わ
り｣

だ
と
評
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
諸
注
の
見
解
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う(

傍
線
筆
者)

。

・
強
い
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で(

心
配
す
る
の
も)

尤も
っ
とも
で
あ
る
。

(『

評
解』

・
口
訳)

・
無
理
強じ

い
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
れ
で(

ま
た
思
い
謀は

か

る
の

も)

当
然
で
あ
る
。

(『

全
訳
注』

・
現
代
語
訳)

・
強し

い
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
今
度
の
期
待
は
当
然
で
あ
る
。

(『

全
対
訳』

・
口
語
訳)

・
強し

い
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
の
で
、
こ
の
期
待
も
当
然
で
あ
る
。

(『

新
編
全
集』

・
口
語
訳)

・
今
ま
で
も
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
の
で
。
／
こ
の
機
会

を
つ
か
ん
で
結
婚
さ
せ
よ
う
と
一
生
懸
命
に
な
る
の
も
も
っ
と
も

だ
。

(『

新
大
系』

・
脚
注)

大
ま
か
に
分
け
る
な
ら
ば
、
初
め
の
二
書
は｢

こ
の
翁｣

が｢

思
ひ

は
か｣

る
こ
と
を
、
後
の
三
書
は｢

こ
の
翁｣

が｢

こ
の
た
び
は
、
か

な
ら
ず
あ
は
む｣

と｢

思
ひ
を｣

る
こ
と
を
受
け
て
の
評
言
と
解
釈
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
前
者
は
も
ち
ろ
ん
、
後
者
も
不
正
解
。
当
該
文
脈

を
正
確
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、｢

こ
と
わ
り
な
り｣

と
評
さ
れ
て
い
る

の
は
、
翁
は
無
論
、｢

嫗｣

も｢

こ
の
た
び
は
、
か
な
ら
ず
あ
は
む｣

と｢

心｣

の
中
で｢

思
ひ
を｣

る
こ
と
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い

と
判
断
さ
れ
る
か
ら
だ
。
気
づ
い
た
範
囲
で
挙
げ
て
お
く
と
、

姫
が
結
婚
を
し
き
り
に
断
る
の
で
、
翁
た
ち
が
無
理
に
結
婚
さ
せ

る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
心
配
す
る
の
も
も
っ
と
も

で
あ
る
。｢

え
強
ひ
ね
ば｣

の
下
に
、
翁
た
ち
が｢

心
配
す
る
・

嘆
か
わ
し
く
思
う｣

な
ど
の
意
を
補
う
。

(

脚
注)

と
す
る『
旺
文
社
文
庫』

(

底
本
武
藤
本)

の
解
は
、｢

心
配｣

説
に
立

つ
の
が
不
可
と
は
い
え
、
評
言
の
対
象
を｢

翁
た
ち｣

と
捉
え
て
い
る
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点
は
多
少
評
価
し
て
よ
く
、
さ
ら
に
、｢

こ
と
わ
り
な
り｣

の
横
に

｢[
嫗
の
期
待
も]｣

と
傍
注
を
付
し
た『

集
成』

(

底
本
高
松
宮
本)

、

な
ら
び
に
、

嫗
と
し
て
も
無
理
に
強
い
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
こ
う

思
う
の
も
当
然
で
あ
る
。
嫗
の
消
極
的
態
度
を
説
明
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

(

頭
注)

と
説
く『

異
本
対
照』

(
底
本
古
活
字
十
行
本)

は
、
こ
の
問
題
に
関

す
る
か
ぎ
り
正
解
を
提
示
し
て
い
る
。『

集
成』

や『

異
本
対
照』

の

解
は
、｢

こ
の
翁｣

で
始
ま
る
一
文
の
途
中
で
そ
の
主
体
が
転
換
し
た
、

あ
る
い
は
、
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
考
え
た
結
果
だ

と
推
察
さ
れ
る
が
、
現
存
の
本
文
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
は
や
は

り
無
理
が
あ
り
、
な
ら
ば
い
っ
そ
の
こ
と
、｢

こ
の
翁｣

を｢

こ
の
嫗｣

へ
と
外
科
的
か
つ
劇
的
に｢

転
換｣

す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
、

も
ど
か
し
く
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、｢

え
し
ひ
ね
ば｣
(

武
藤
本
の
原
表
記
は｢

え
し
い
ね
は｣)

に
は
、｢

え
し
ひ
ぬ
は｣
(

島
原
本
・
山
岸
本
・
正
保
三
年
刊
本
等)
、

｢

え
し
ゐ
ぬ
は｣

(

武
田
本
・
群
書
類
従
本
等)

の
対
立
異
文
が
あ(

注
４)り
、

田
中
大
秀
の『

竹
取
翁
物
語
解』

の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
比
較
的
年
代

の
古
い
注
釈
書
で
は｢

ぬ
は｣

の
本
文
を
採
る
も
の
が
多
い
。
の
み
な

ら
ず
、｢

ね
ば｣

の
本
文
に
拠
っ
た
諸
注
の
中
に
も
、

底
本｢

え
し
ひ
ね
ば｣

で
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
島
原
本
・

武
田
氏
本
な
ど
に｢

え
し
ひ
ぬ
は｣

と
あ
る
の
に
従
う
。

(

語
釈
・
文
法)

と
し
て
本
文
を
改
訂
す
る『

全
釈』

(

底
本
古
活
字
十
行
本)

や
、

武
田
本
な
ど
に｢

え
強
い
ぬ
は｣

と
あ
る
が
、｢

無
理
に
す
す
め

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は｣

の
意
で
後
へ
の
続
き
が
よ
い
。
こ
の

・

ま
ま
で
は
、(

中
略)

と
補
訳
が
必
要
と
な
る
。

(

釈)

と
述
べ
、
本
文
は
そ
の
ま
ま
で
、

姫
が
頻
り
に
嫌
だ
と
い
う
の
で
、
無
理
強
い
で
き
な
い
の
も
当
然

で
あ
る
。

(

訳)

と
訳
す『

全
評
釈』

(

底
本
武
藤
本)

な
ど
、
む
し
ろ｢

ぬ
は｣

の
方

を
是
と
す
る
立
場
も
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、｢

え
し
ひ
ぬ
は
、
こ
と
わ
り
な
り｣

の
部
分
だ
け
に
限

定
す
れ
ば
、
一
見
こ
の
か
た
ち
の
方
が
解
し
や
す
い
か
の
よ
う
に
錯
覚

さ
れ
る
が
、｢

こ
の
翁｣

以
下
全
体
の
流
れ
に
こ
れ
を
置
い
て
み
る
と
、

｢

無
理
強
い
で
き
な
い
の
は
道
理
だ｣

な
ど
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
、
ど

れ
ほ
ど
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
で
あ
る
か
は
た
だ
ち
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
問
題
に
な
ら
な
い
。『

全
釈』

の
判
断
と
は
逆
に
、
原
形

｢
ね(
禰)

は｣

が
、
字
体
相
似
に
原
因
す
る
書
写
者
の
読
み
な
し
に

よ
っ
て｢
ぬ(

奴)

は｣

に
写
し
誤
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、

こ
の
異
文
発
生
の
し
か
る
べ
き
過
程
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、｢

こ
と
わ
り
な
り｣

と
評
さ
れ
て
い
る
の
は
、

― 5―



さ
す
が
の
か
ぐ
や
姫
も
今
回
は
き
っ
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

と
期
待
す
る｢

嫗｣

の
心
中
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

前
節
で
明
ら
か
に
し
た｢

こ
の｣

の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
第
二
文
は
第

一
文
の
補
足
説
明
に
あ
た
る
と
い
う
一
連
の
文
章
の
構
造
か
ら
み
て
も
、

こ
の｢

翁｣

が
も
と
も
と｢

嫗｣

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い

の
で
あ
る
。四

『

竹
取
物
語』

の
嫗
は
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
翁
に
比
べ
る
と

は
る
か
に
存
在
感
の
希
薄
な
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
、｢

嫗｣

が
登
場

す
る
箇
所
を
作
中
か
ら
順
次
漏
れ
な
く
拾
い
出
し
て
、
そ
の
様
相
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①

手
に
う
ち
入
れ
て
、
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
妻
の
嫗
に
あ
づ
け

て
養
は
す
。

(

武
藤
本
・
一
オ
〜
ウ)

②

か
く
呼
び
据
ゑ
て
、｢

こ
の
た
び
は
、
か
な
ら
ず
あ
は
む｣

と
、
嫗
の
心
に
も
思
ひ
を
り
。

(

武
藤
本
・
二
一
オ)

③

房
子
、
承
り
て
ま
か
れ
り
。
竹
取
の
家
に
、
か
し
こ
ま
り
て

請
じ
入
れ
て
あ
へ
り
。
嫗
に
、
内
侍
の
た
ま
ふ
、｢

仰
せ
ご
と

に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
ち
優
に
お
は
す
る
な
り
。
よ
く
見
て
参

る
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
せ
つ
る
に
な
む
、
参
り
つ
る｣

と
い
へ

ば
、｢

さ
ら
ば
、
か
く
申
し
侍
ら
む｣

と
い
ひ
て
入
り
ぬ
。
か

ぐ
や
姫
に
、｢

は
や
、
か
の
御
使
に
対
面
し
給
へ｣

と
い
へ
ば
、

か
ぐ
や
姫
、｢

よ
き
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
。
い
か
で
か
見
ゆ
べ

き｣

と
い
へ
ば
、｢

う
た
て
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
帝
の
御
使
を

ば
、
い
か
で
か
お
ろ
か
に
せ
む｣

と
い
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
答

ふ
る
や
う
、｢

帝
の
召
し
て
の
た
ま
は
む
こ
と
、
か
し
こ
し
と

も
思
は
ず｣

と
い
ひ
て
、
さ
ら
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
産
め

る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
恥
づ
か
し
げ
に
、
お
ろ
そ
か

な
る
や
う
に
い
ひ
け
れ
ば
、
心
の
ま
ま
に
も
え
責
め
ず
。
嫗
、

内
侍
の
も
と
に
帰
り
出
で
て
、｢

口
惜
し
く
、
こ
の
幼
き
者
は
、

こ
は
く
侍
る
者
に
て
、
対
面
す
ま
じ
き｣

と
申
す
。

(

武
藤
本
・
三
六
オ
〜
三
七
オ)

④

こ
れ
を
見
て
、
親
ど
も
も
、｢

何
ご
と
ぞ｣

と
問
ひ
さ
わ
ぐ
。

(

武
藤
本
・
四
三
ウ)

⑤

嫗
、
塗
籠
の
内
に
、
か
ぐ
や
姫
を
抱
か
へ
て
を
り
。
翁
も
、

塗
籠
の
戸
を
さ
し
て
、
戸
口
に
を
り
。

(

武
藤
本
・
四
六
ウ
〜
四
七
オ)

⑥

嫗
抱
き
て
ゐ
た
る
か
ぐ
や
姫
、
外
に
出
で
ぬ
。
え
と
ど
む
ま

じ
け
れ
ば
、
た
だ
さ
し
仰
ぎ
て
泣
き
を
り
。

(

武
藤
本
・
五
一
オ)

⑦

そ
の
後
、
翁
、
嫗
、
血
の
涙
を
流
し
て
ま
ど
へ
ど
、
か
ひ
な
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し
。

(

武
藤
本
・
五
三
オ)

こ
れ
を
見
る
と
、
嫗
は
、
物
語
の
発
端
で
点
出(

①)

さ
れ
て
以
降
、

帝
の
求
婚
譚(

③)

お
よ
び
か
ぐ
や
姫
の
昇
天(

④
〜
⑥)

と
そ
の
後

日
譚(

⑦)
に
お
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
が
、
そ

の
中
間
の
、
五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
譚
部
分
に
顔
を
出
す
の
は
、
当
該

例(

②)

が
唯
一
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
一
箇
所
が
、

三
人
目
の
挑
戦
者
阿
倍
御
主
人
の
話
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い

て
は
、
ま
た
別
の
観
点
か
ら
考
究
を
試
み
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
今
新
た
に
、
②
の
本
文
を
補
足
し
て
さ
ら

な
る
説
明
を
加
え
る
一
文
、
す
な
わ
ち
、｢
こ
の
嫗｣

以
下
の
記
述
を

②
に
付
け
足
し
て
や
る
な
ら
ば
、
日
頃
、
か
ぐ
や
姫
に
よ
い
殿
方
と
結

婚
し
て
ほ
し
い
と
思
案
す
る
も
、
姫
の
頑
な
な
拒
否
の
前
に
は
無
力
で

い
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
嫗
の
日
常
が
窺
え
て
、
彼
女
の
主
体
性
な
り

存
在
感
な
り
は
、
従
前
に
比
し
て
い
く
ら
か
増
す
こ
と
に
な
る
で
は
あ

る
ま
い
か
。五

こ
の｢

翁｣

は｢

嫗｣

で
あ
る
、
と
い
う
本
稿
の
推
定
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
元
来
は｢

お
う
な｣

｢

お
む
な｣

な
ど
と
仮
名
書
き
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
現
存
諸
本
よ
り
は
る
か
以
前
の
あ
る
書
写
段
階
に
お
い

て｢

お
き
な｣

に
誤
ら
れ
、｢

翁｣

と
漢
字
表
記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
生

じ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
誤
写
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、｢

う

(

宇)｣

や｢

む(

武)｣

の
草
体
が｢

き(

支)｣

の
草
体
に
見
誤
ら
れ

た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
ど

ち
ら
も｢

お
□
な｣

の
か
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
書
写
者
の
思
い
こ
み
で

｢

お
う
な｣

｢

お
む
な｣

と
あ
る
べ
き
本
文
が｢

お
き
な｣

に
誤
認
さ
れ

た
、
そ
の
可
能
性
の
方
が
む
し
ろ
高
い
と
い
え
よ
う
か
。

最
後
に
、
再
び
こ
の
よ
う
な
問
を
設
け
て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
左
の
文
章
の
空
欄
に
、
あ
な
た
な
ら｢

き｣

・｢

う｣

・｢

む｣

い
ず

れ
の
文
字
を
選
択
し
て
入
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

か
く
呼
び
据
ゑ
て
、｢

こ
の
た
び
は
、
か
な
ら
ず
あ
は
む｣

と
、

嫗
の
心
に
も
思
ひ
を
り
。
こ
の
お[

]

な
は
、
か
ぐ
や
姫
の
や

も
め
な
る
を
な
げ
か
し
け
れ
ば
、｢

よ
き
人
に
あ
は
せ
む｣

と
思

ひ
は
か
れ
ど
、
せ
ち
に｢

い
な｣

と
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
え
し
ひ

ね
ば
、
こ
と
わ
り
な
り
。
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注

注
１

武
藤
本
本
文
の
引
用
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
二
十
九

巻『
竹
取
物
語
・
大
和
物
語』

(

昭
五
一
・
八
木
書
店)

に
拠
っ
た
が
、

掲
出
に
際
し
て
は
、
該
本
の
補
入
・
見
せ
消
ち
等
を
区
別
な
く
扱
っ
た

ほ
か
、
平
仮
名
は
す
べ
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
ま
た
、
適
宜
漢

字
を
仮
名
に
、
仮
名
を
漢
字
に
置
き
換
え
、
鉤
括
弧
を
付
す
な
ど
、
私

に
整
定
し
た
か
た
ち
で
示
し
た
。

注
２

本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
参
照
し
た
昭
和
期
以
降
の『

竹
取
物
語』

諸
注
、
お
よ
び
論
中
で
引
用
し
た
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

三
谷
栄
一『

竹
取
物
語
評
解』

(
昭
二
三
、
改
訂
版
・
昭
三
一
、
増
訂
版
・

昭
六
三
、
有
精
堂)

↓『

評
解』
、
武
田
祐
吉『

竹
取
物
語
新
解』

(

昭

二
五
、
明
治
書
院)

、
高
橋
貞
一『
新
註
国
文
学
叢
書
・
竹
取
物
語』

(

昭
二
六
、
講
談
社)

、
小
島
憲
之『

新
修
竹
取
物
語』

(

昭
二
八
・
白
楊

社
／
平
一
一
、
ク
レ
ス
出
版)

、
山
田
孝
雄
・
山
田
忠
雄
・
山
田
俊
雄

『

昭
和
校
註
竹
取
物
語』

(

昭
二
八
・
武
蔵
野
書
院)
、
永
田
義
直『

竹
取

物
語
新
講』

(

昭
二
八
、
藤
谷
崇
文
館)

、
山
岸
徳
平『
学
燈
文
庫
・
竹

取
物
語』

(

昭
三
一
、
学
燈
社)

、
中
川
與
一『

角
川
文
庫
・
竹
取
物
語』

(

昭
三
一
、
角
川
書
店)

、
岸
上
慎
二
・
伊
奈
恒
一『

詳
解
竹
取
物
語』

(

昭
三
二
、
東
宝
書
房
／
昭
四
四
、
桜
楓
社)

、
阪
倉
篤
義
担
当『
日
本

古
典
文
学
大
系
・
竹
取
物
語』

(

昭
三
二
・
岩
波
書
店)

、
岡
一
男『
竹

取
物
語
評
釈』
(

昭
三
三
、
東
京
堂)

、
南
波
浩『

日
本
古
典
全
書
・
竹

取
物
語』
(

昭
三
五
、
朝
日
新
聞
社)

、
松
尾
聡『

評
註
竹
取
物
語
全
釈』

(

武
蔵
野
書
院
、
昭
三
六)

↓『

全
釈』

、
尾
崎
暢
殃『

竹
取
物
語
全
釈』

(

昭
四
一
、
加
藤
中
道
館)

、
片
桐
洋
一
担
当『

日
本
古
典
文
学
全
集
・

竹
取
物
語』

(

昭
四
七
・
小
学
館)

、
上
坂
信
男『

講
談
社
学
術
文
庫
・

竹
取
物
語
全
訳
注』

(

昭
五
三
・
講
談
社)

↓『

全
訳
注』

、
野
口
元
大

『

新
潮
日
本
古
典
集
成
・
竹
取
物
語』

(

昭
五
四
、
新
潮
社)

↓『

集
成』

、

室
伏
信
助『

全
対
訳
日
本
古
典
新
書
・
竹
取
物
語』

(

昭
五
九
・
創
英
社)

↓『

全
対
訳』

、
雨
海
博
洋『

旺
文
社
文
庫
・
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
竹
取

物
語』

(

昭
六
三
・
旺
文
社)

↓『

旺
文
社
文
庫』

、
片
桐
洋
一『

異
本

対
照
竹
取
物
語』

(

昭
六
三
・
和
泉
書
院)

↓『

異
本
対
照』

、
片
桐
洋

一
担
当『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
竹
取
物
語』

(

平
六
、
小
学
館)

↓『

新
編
全
集』

、
堀
内
秀
晃
担
当『

新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
竹
取
物

語』
(

平
九
・
岩
波
書
店)

↓『

新
大
系』

、
上
坂
信
男『

竹
取
物
語
全

評
釈(

本
文
評
釈
篇)』

(

平
一
一
、
右
文
書
院)

↓『

全
評
釈』

、
室
伏

信
助『

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
・
新
版
竹
取
物
語』

(

平
一
三
・
角
川
書
店)

。

な
お
、
小
山
儀
の『

竹
取
物
語
抄』

(

天
明
四)

に
は
じ
ま
り
明
治
期
に

至
る
主
要
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
上
坂
信
男『

竹
取
物
語
全
評
釈(

古

注
釈
篇)』

(

平
二
、
右
文
書
院)

を
参
照
し
た
。

注
３

中
田
剛
直『

竹
取
物
語
の
研
究(

校
異
篇
・
解
説
篇)』

(

昭
四
〇
、
塙

書
房
／
平
一
一
、
ク
レ
ス
出
版)

五
七
〜
五
八
頁
、
王
朝
物
語
史
研
究

会『

竹
取
物
語
本
文
集
成』

(

平
二
〇
、
勉
誠
出
版)

二
一
三
頁
等
。

注
４

中
田
剛
直『

竹
取
物
語
の
研
究(

校
異
篇
・
解
説
篇)』

五
八
頁
、
王
朝

物
語
史
研
究
会『

竹
取
物
語
本
文
集
成』

二
一
四
頁
等
。

(

ご
と
う

や
す
ふ
み
・
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授)
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