
 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

 
 

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁

お
き
な

と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
。
野
や
山
に
分
け
入
っ
て

竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。
名
前
を
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

い
っ
た
。 

 
 

（
あ
る
日
の
こ
と
、
）
そ
の
竹
林
の
中
に
、
根
元
の
光
る
竹
が
一
本
あ
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ

て
、
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、（
背
丈
）
三
寸
ほ
ど
の
人

が
、
ま
こ
と
に
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
座
っ
て
い
た
。 

 

二 

竹
取
物
語 

解
説 

 
 

「
竹
取
物
語
」
は
仮
名
文
字
で
書
か
れ
た
日
本
で
一
番
古
い
物
語
で
あ
る
。
成
立
年
代
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
十
世
紀
前
半
の
成
立
と
言
わ
れ
て
い
る
。
作
者
も
分
か
ら
な
い
。 

 

三 

あ
ら
す
じ 

竹
取
の
翁
は
、
竹
の
中
に
三
寸
（
約
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
か
わ
い
い
女
の
子
を
見
つ
け

媼
お
う
な

と
大
切
に
育
て
た
。
翁
が
そ
の
子
を
見
つ
け
て
か
ら
、
取
る
竹
の
中
に
黄
金
が
入
っ
て
い

る
こ
と
が
多
く
な
り
、
瞬
く
間
に
富
豪
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
子
は
三
ヶ
月
ほ
ど
で
輝
く
ば
か

り
の
美
し
い
娘
に
成
長
し
「
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。 

世
の
男
達
は
、
何
と
か
か
ぐ
や
姫
を
妻
に
し
よ
う
と
殺
到
し
た
。
中
で
も
五
人
の
貴
公
子
が

熱
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
帝
も
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
が
全
て
拒
否
し
て
し
ま
う
。 

そ
し
て
八
月
十
五
日
、
か
ぐ
や
姫
は
月
世
界
に
か
え
っ
て
し
ま
う
。 

国
語 

 

一
―
一 

 
中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
竹
取
物
語
） 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 

 

組 
 
 
 

番 

名
前 

取
り
組
ん
だ
日 

 
 

月 
 
 

日 



 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

 
 

祇
園
精
舎
の
鐘
の
響
き
は
、
万
物
流
転
の
常
な
ら
ぬ
世
の
さ
ま
を
伝
え
、
白
々
と
散
る
沙
羅

双
樹
の
花
の
姿
は
、
栄
え
る
者
の
必
ず
滅
び
ゆ
く
道
理
を
告
げ
る
。
権
力
に
お
ご
る
者
の
運
命
は
、

春
の
夜
の
夢
の
よ
う
に
は
か
な
く
、
武
に
強
い
人
の
身
の
上
も
ま
た
、
つ
い
に
は
消
え
う
せ
る
こ

と
、
ひ
と
え
に
風
に
吹
き
飛
ぶ
塵
の
よ
う
な
も
の
だ
。 

 

 

二 

平
家
物
語 

解
説 

 
 

「
平
家
物
語
」
は
、
平
家
一
門
の
栄
枯
盛
衰
を
描
い
た
軍
記
物
語
。
平
清
盛
を
は
じ
め
と
す

る
平
家
一
族
が
や
が
て
源
頼
朝
や
源
義
経
を
中
心
と
す
る
源
氏
一
族
と
の
戦
い
に
敗
れ
て
滅
ん

で
い
く
様
を
描
い
た
も
の
。
成
立
年
代
は
十
三
世
紀
半
ば
（
鎌
倉
時
代
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

作
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
そ
れ
が
世
に
ひ
ろ
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
が
有
力
な
よ
う
だ
。 

 

三 

あ
ら
す
じ 

 
 

平
清
盛
が
太
政
大
臣
と
な
り
権
力
を
握
り
、
平
家
一
門
は
絶
大
な
勢
力
を
誇
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
あ
ま
り
の
お
ご
り
ぶ
り
に
人
々
は
平
家
に
反
感
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
源
氏
方

が
相
次
い
で
兵
を
挙
げ
源
平
の
戦
い
が
始
ま
る
。
そ
の
後
平
家
は
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
源
義
経
に

破
れ
滅
亡
す
る
。 

 
 

壇
ノ
浦
で
入
水
し
た
清
盛
の
娘
建
礼
門
院
徳
子
だ
が
、
救
助
さ
れ
大
原
寂
光
院
で
一
門
の
冥

福
を
祈
る
。
建
礼
門
院
徳
子
の
死
で
物
語
は
終
わ
る
。 

 

国
語 

 

一
―
二 

 
中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
平
家
物
語
） 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 

組 
 
 
 

番 

名
前 

取
り
組
ん
だ
日 

 
 

月 
 
 

日 



 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

春
は
明
け
方
。
だ
ん
だ
ん
と
白
ん
で
い
く
山
ぎ
わ
が
、
少
し
明
る
く
な
っ
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び

い
て
い
る
（
の
は
風
情
が
あ
る
）。 

 
 

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
や
み
も
や
は
り
、
蛍
が
多
く
飛
び
交
っ
て
い
る
（
の
が
よ
い
）。

ま
た
、
ほ
ん
の
一
、
二
匹
ほ
の
か
に
光
っ
て
い
る
の
も
趣
が
あ
る
。
雨
な
ど
が
降
る
の
も
い
い
。 

 
 

秋
は
夕
暮
れ
。
夕
日
が
差
し
て
山
の
端
に
と
て
も
近
づ
い
た
こ
ろ
に
、
烏
が
ね
ぐ
ら
へ
行
く
と
い
う
の
で
、
三
、

四
羽
、
二
、
三
羽
な
ど
と
飛
び
急
ぐ
こ
と
ま
で
も
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
し
て
、
雁
な
ど
が

列
を
作
っ
て
い
る
の
が
、
た
い
そ
う
小
さ
く
見
え
る
の
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
。
日
が
す
っ
か
り
沈
ん
で
し
ま

っ
て
、
風
の
音
、
虫
の
音
な
ど
（
が
す
る
の
も
）、
こ
れ
も
ま
た
、
い
い
よ
う
も
な
い
（
ほ
ど
趣
深
い
）。 

 
 

冬
は
早
朝
。
雪
が
降
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
霜
が
真
っ
白
な
の
も
、
ま
た
そ
う
で
な
く
て
も
、

た
い
そ
う
寒
い
と
き
に
、
火
な
ど
を
急
い
で
お
こ
し
て
、
炭
を
持
っ
て
（
廊
下
な
ど
を
）
通
っ
て
い
く
の
も
、
た

い
へ
ん
似
つ
か
わ
し
い
。
昼
に
な
っ
て
、（
寒
さ
が
）
だ
ん
だ
ん
緩
ん
で
い
く
と
、
火
桶
の
火
が
白
い
灰
ば
か
り

に
な
っ
て
、
見
劣
り
が
す
る
。 

 

二 

枕
草
子 

解
説 

 
 

「
枕
草
子
」
は
平
安
時
代
中
期
（
一
〇
〇
一
年
頃
）
に
成
立
し
た
最
初
の
随
筆
文
学
で
あ
る
。

当
時
の
有
名
歌
人
清
原
元
輔
の
娘
清
少
納
言
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
清
少
納
言
が
一
条
天
皇
の

中
宮
定
子
に
仕
え
た
、
約
十
年
間
の
宮
廷
生
活
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
歯
切
れ
の
良
い
文
章
で

書
い
て
い
る
。
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
か
ら
成
り
、
全
部
で
三
百
の
章
段
（
ま
と
ま
り
）
か
ら

成
っ
て
い
る
。 

 

三 

「
枕
草
子
」
の
い
わ
れ 

 
 

「
枕
草
子
」
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
あ
る
時
中
宮
定
子
の
兄
・
藤
原
伊
周
が
定
子
に
紙
を

差
し
上
げ
た
。
そ
の
時
定
子
に
「
何
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
」
と
相
談
さ
れ
た
清
少
納
言
が
「
枕
に

し
ま
し
ょ
う
。」
と
答
え
る
と
定
子
が
そ
の
紙
を
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
で
清
少
納
言
は
そ
の
紙
に

次
々
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
い
っ
た
、
と
あ
る
。
な
お
「
草
子
」
は
と
じ
本
の
こ
と
で

あ
る
。 

国
語 

 

一
―
三 

 
中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
枕
草
子
） 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 

組 
 
 
 

番 

名
前 

取
り
組
ん
だ
日 

 
 

月 
 
 

日 



 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

 
 
 

月
日
は
永
遠
に
旅
を
続
け
る
旅
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
過
ぎ
去
っ
て
は
新
し
く
や
っ
て
来
る
年
も
ま
た

旅
人
に
似
て
い
る
。
一
生
を
舟
の
上
で
暮
ら
す
船
頭
や
、
馬
の
く
つ
わ
を
取
っ
て
老
年
を
迎
え
る
馬
子
な
ど
は
、

毎
日
毎
日
が
旅
で
あ
っ
て
、
旅
そ
の
も
の
を
自
分
の
す
み
か
と
し
て
い
る
。（
風
雅
の
道
に
生
涯
を
さ
さ
げ
た
）

昔
の
人
々
の
中
に
も
、
旅
の
途
中
で
死
ん
だ
人
が
多
い
。
わ
た
し
も
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
ち
ぎ
れ
雲
の
よ
う

に
風
に
誘
わ
れ
て
、
あ
て
の
な
い
旅
に
出
た
い
気
持
ち
が
動
い
て
や
ま
ず
、
（
近
年
は
あ
ち
こ
ち
の
）
海
岸
を

さ
す
ら
い
歩
き
、
去
年
の
秋
、
隅
田
川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
や
に
（
帰
り
）
蜘
蛛
の
古
巣
を
払
っ
て
（
住
ん
で

い
る
う
ち
に
）
、
次
第
に
年
も
暮
れ
、
新
春
と
も
な
る
と
、
霞
の
立
ち
こ
め
る
空
の
下
で
白
河
の
関
を
越
え
た

い
も
の
だ
と
、
そ
ぞ
ろ
神
が
乗
り
移
っ
て
た
だ
も
う
そ
わ
そ
わ
と
さ
せ
ら
れ
、
道
祖
神
が
招
い
て
い
る
よ
う
で
、

な
に
も
手
に
つ
か
な
い
ほ
ど
に
落
ち
着
か
ず
、
股
引
の
破
れ
た
と
こ
ろ
を
繕
い
、
道
中
笠
の
ひ
も
を
付
け
替
え
、

三
里
に
灸
を
す
え
る
（
な
ど
旅
の
支
度
に
か
か
る
）
と
も
う
、
松
島
の
月
（
の
美
し
さ
）
は
と
、
そ
ん
な
こ
と

が
ま
ず
気
に
な
っ
て
、
今
ま
で
住
ん
で
い
た
庵
は
人
に
譲
り
、
杉
風
の
別
荘
に
移
っ
た
の
だ
が
、 

 
 

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
雛
の
家 

 

（
元
の
草
庵
に
も
、
新
し
い
住
人
が
越
し
て
き
て
、
わ
た
し
の
住
ん
で
い
た
こ
ろ
の
わ
び
し
さ
と
は
う
っ
て
変
わ

り
、
華
や
か
に
雛
人
形
な
ど
を
飾
っ
て
い
る
。） 

 
 

表
八
句
を
、（
門
出
の
記
念
に
）
庵
の
柱
に
掛
け
て
お
い
た
。 

 

二 

お
く
の
細
道 

解
説 

「
お
く
の
細
道
」
は
江
戸
時
代
（
一
六
九
四
年
頃
）
に
成
立
し
た
紀
行
文
学
で
あ
る
。 

松
尾
芭
蕉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
門
人
曾
良
と
共
に
、
江
戸
深
川
か
ら
北
関
東
・
東
北
・
北
陸
を
経
て
、
大
垣

か
ら
舟
で
伊
勢
へ
向
か
う
ま
で
の
旅
を
描
く
。
旅
程
二
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
一
五
〇
日
を
越
え
る
旅
で
あ

っ
た
。 

 

三 

芭
蕉
は
忍
者
？ 

旅
程
で
す
が
、
旅
の
総
日
程
が
約
一
五
〇
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
移
動
距
離
は
な
ん
と
約
二
四
〇
〇
キ
ロ

に
も
及
び
ま
す
。
計
算
す
る
と
二
四
〇
〇
キ
ロ
÷
一
五
〇
日
で
、
一
日
に
す
る
と
平
均
一
五
キ
ロ
程
度
な
の
で

す
が
、
ま
っ
た
く
移
動
を
し
な
か
っ
た
日
も
あ
り
、
か
た
や
一
日
で
五
十
キ
ロ
以
上
も
移
動
し
て
い
る
日
も
あ

る
の
だ
そ
う
で
。
江
戸
時
代
の
標
準
的
な
一
日
の
行
程
は
お
よ
そ
八
里
か
ら
十
里
強
（
約
三
二
～
四
〇
キ
ロ
）

ら
し
い
の
で
、
当
時
で
は
壮
年
に
差
し
掛
か
る
年
齢
の
四
五
歳
で
出
発
し
た
松
尾
芭
蕉
に
は
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
ん
な
一
般
人
離
れ
し
た
体
力
な
ど
か
ら
、
「
松
尾
芭
蕉
は
忍
者
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
説
が
あ
る
の
で
す
。 

国
語 

一
―
四 

中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
お
く
の
細
道
） 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 

組 
 
 
 

番 

名
前 

取
り
組
ん
だ
日 

 
 

月 
 
 

日 



 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

 

「
万
葉
集
」 

 

春
が
過
ぎ
て
夏
が
や
っ
て
き
た
ら
し
い
。（
青
葉
の
中
に
）
真
っ
白
な
衣
が
干
し
て
あ
る
。 

 

天
の
香
具
山
に
。 

  

東
方
の
野
に
は
あ
け
ぼ
の
の
光
り
が
さ
し
染
め
る
の
が
見
え
、
西
を
振
り
か
え
る
と
月
が 

 

傾
い
て
淡
い
光
り
を
た
た
え
て
い
る
よ
。 

 

「
古
今
和
歌
集
」 

 

あ
の
方
を
恋
し
く
思
い
な
が
ら
寝
た
の
で
あ
の
方
が
夢
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

夢
と
知
っ
て
い
た
な
ら
目
ざ
め
な
か
っ
た
も
の
を
。 

 

「
新
古
今
和
歌
集
」 

 

道
の
ほ
と
り
に
清
水
が
流
れ
て
い
る
涼
し
げ
な
柳
の
こ
か
げ
よ
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
休
も
う
と
思
っ
て
立
ち
止
ま

っ
た
け
れ
ど
（
あ
ま
り
の
涼
し
さ
に
）
長
く
い
て
し
ま
っ
た
よ
。 

  

見
渡
す
と
美
し
い
と
さ
れ
て
い
る
春
の
桜
も
秋
の
紅
葉
も
何
も
な
い
。
た
だ
海
辺
の
苫
葺
き
の
小
屋
が
あ
る
だ
け

の
秋
の
夕
暮
れ
の
こ
の
寂
し
い
景
色
よ
。 

 

二 

三
大
和
歌
集 

解
説 

 

「
万
葉
集
」 

 
 
 

●
奈
良
時
代
と
そ
れ
以
前
の
歌
謡
、
和
歌
を
集
め
た
現
存
す
る
最
古
の
歌
集 

 
 
 

●
作
者
は
天
皇
か
ら
農
民
に
い
た
る
ま
で
、
全
国
の
各
階
層
に
わ
た
っ
て
い
る 

 
 
 

●
歌
風
は
率
直
、
素
朴
で
男
性
的
な
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」 

 

「
古
今
和
歌
集
」 

 
 
 

●
平
安
時
代
初
期
に
成
立 

 
 
 

●
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
作
ら
れ
た
日
本
初
の
勅
撰
和
歌
集 

 
 
 

●
歌
風
は
技
巧
的
、
理
知
的
で
女
性
的
な
「
た
を
や
め
ぶ
り
」 

 

「
新
古
今
和
歌
集
」 

 
 
 

●
鎌
倉
時
代
に
成
立 

 
 
 

●
後
鳥
羽
上
皇
の
勅
命
に
よ
り
作
ら
れ
た
八
番
目
の
勅
撰
和
歌
集 

 
 
 

●
歌
風
は
「
幽
玄
（
ゆ
う
げ
ん
）」「
有
心
体
（
う
し
ん
て
い
）」 

 

国
語 

一
―
五 

 
中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
） 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 

組 
 
 
 

番 

名
前 

取
り
組
ん
だ
日 

 
 

月 
 
 

日 



 
解
説 

一 

現
代
語
訳 

１ 

孔
子
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
「
勉
強
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
考
え
、
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の

道
理
が
わ
か
り
、
す
ら
す
ら
実
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
な
ん
と
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

友
達
が
遠
方
か
ら
た
ず
ね
て
く
る
。
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
人
が
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
な
く
て

も
心
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
道
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、
本
当
の
君
子
な
の
で
は
な

い
か
。」
と
。 

 

２ 

孔
子
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
先
人
が
述
べ
た
学
問
、
過
去
の
歴
史
や
学
問
の
持
つ
意
味
を
き
わ
め
て
、

そ
こ
か
ら
今
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
が
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
の
師
と
な
る
資
格
が
あ
る
の
だ
。」
と
。 

 

３ 

孔
子
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
学
ぶ
だ
け
で
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
と
物
の
道
理
は
明
確
に
な
ら
な
い
。

考
え
る
だ
け
で
学
ぶ
こ
と
を
し
な
い
と
ひ
と
り
よ
が
り
に
な
っ
て
危
険
だ
。」
と
。 

 

４ 

孔
子
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
自
分
が
望
ま
な
い
こ
と
は
、
他
人
に
し
て
は
い
け
な
い
。」
と
。 

 

 

二 

論
語 

解
説 

 

聖
書
に
つ
ぐ
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
言
わ
れ
る
論
語
は
、
儒
教
の
祖
で
あ
る
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち

の
話
し
た
こ
と
と
行
動
と
を
、
孔
子
の
死
後
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三 

論
語
の
思
想 

論
語
の
思
想
は
、
思
い
や
り
「
仁
」
を
基
本
と
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
生
き
る
力
（
徳
）
を
目
指

す
非
常
に
人
間
味
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
心
が
平
明
に
な
り
、
つ
ま
ら
な
い

こ
だ
わ
り
か
ら
解
き
放
た
れ
る
。
心
冴
え
わ
た
る
孔
子
の
言
葉
は
二
五
〇
〇
年
以
上
経
っ
た
今
で

も
人
々
の
心
を
冴
え
わ
た
ら
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。 

国
語 

一
―
六 

中
学
校
第
一
学
年
の
内
容 

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う 

（
論
語
） 
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