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一　

は 

じ 

め 
に

　
『
竹
取
物
語
』
は
︑
成
立
年
代
や
著
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
古
く
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
﹁
物
語
の
祖
﹂
と
し
て
言
及
さ
れ

て
お
り
︑
平
安
時
代
を
代
表
す
る
仮
名
文
学
の
作
品
中
︑
最
も
古
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
基
本
的
モ
チ
ー
フ
や
素
材
と
し

て
︑
す
で
に
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
伝
承
な
ど
を
用
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
を
た
だ
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
文
書
化
し
た
も
の
で
は
な
く
︑

そ
こ
に
独
自
の
創
作
が
加
え
ら
れ
た
文
学
作
品
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た ︵

1
︶︒

　
『
竹
取
物
語
』
は
内
容
的
に
は
仏
教
思
想
の
影
響
が
希
薄
と
の
指
摘
も
あ
る
が ︵

2
︶︑
仏
教
関
連
の
表
現
が
多
く
見
え
る
︒
そ
れ
ら
は
︑

用
い
ら
れ
た
素
材
に
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
れ
を
媒
介
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
素
材
と
は
別
に
『
竹
取
物

語
』
に
加
え
ら
れ
た
︒
古
く
契
沖
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
竹
取
の
翁
﹂
の
名
前
は
『
万
葉
集
』
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
が
︑
そ
こ
に
は

仏
教
文
献
に
特
有
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
︒
か
ぐ
や
姫
の
形
容
に
﹁
我
が
子
の
仏
﹂
や
﹁
変
化
の
人
﹂ ︵

3
︶と
い
っ
た
仏
教
関
連
の
言
葉
を

用
い
た
の
は
著
作
で
あ
る
︒『
竹
取
物
語
』
の
著
者
お
よ
び
想
定
読
者
た
ち
が
仏
教
的
素
養
を
持
つ
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
御
斎
会
を

は
じ
め
と
す
る
仏
教
儀
礼
が
朝
廷
の
恒
例
お
よ
び
臨
時
行
事
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
や
︑『
竹
取
物
語
』
の
成
立
か
ら
遠
く
な
い
時
代
に

『
三
宝
絵
詞
』
を
編
纂
し
た
の
が
貴
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
確
か
で
あ
る
︒
仏
教
関
連
の
表
現
の
存
在
は
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
︒
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
に
神
仙
思
想
の
関
連
文
献
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
疑
い
な
い
が
︑
仏

仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』
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一
二

教
と
の
関
わ
り
も
確
か
に
あ
っ
た
︒
成
立
条
件
と
な
っ
た
神
仙
思
想
の
中
に
置
い
て
み
る
こ
と
で
理
解
が
深
め
ら
れ
た
よ
う
に
︑
成
立
の

土
壌
で
あ
っ
た
仏
教
と
の
つ
な
が
り
や
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
で
︑『
竹
取
物
語
』
の
理
解
を
深
め
た
い
︒

　

ま
ず
『
竹
取
物
語
』
よ
り
も
前
に
成
立
し
︑
貴
族
に
あ
る
程
度
読
ま
れ
て
い
た
『
日
本
霊
異
記
』
所
載
の
説
話
と
の
関
係
か
ら
考
察

し
︑
そ
れ
か
ら
改
め
て
浄
土
教
と
の
関
係
を
考
察
す
る
︒

二　
『
竹
取
物
語
』
の
背
景
│
│
神
仙
と
仏

　
『
竹
取
物
語
』
は
古
く
か
ら
研
究
さ
れ
︑
素
材
と
な
っ
た
モ
チ
ー
フ
や
表
現
・
表
記
な
ど
の
典
拠
も
探
さ
れ
て
き
た
︒
渡
辺
秀
夫
は
︑

『
漢
武
帝
内
伝
』
の
神
仙
思
想
の
影
響
な
ど
を
認
め
る
も
の
の
︑
そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
﹁
仏
典
や
漢
籍
類
な
ど
の
個
別
的
な
典
拠
・

材
源
の
あ
れ
こ
れ
が
︑
単
発
的
に
指
摘
・
比
較
さ
れ
る
ば
か
り
で
︑
し
か
も
そ
れ
が
真
に
『
竹
取
物
語
』
が
直
接
依
拠
し
た
材
料
か
否
か

は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
︒﹂ ︵

4
︶と
総
括
し
︑
特
定
の
文
献
で
は
な
く
一
連
の
文
献
が
共
有
す
る
諸
観
念
の
集
合
体
を
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂

と
称
し
て
︑
こ
れ
に
依
拠
し
て
『
竹
取
物
語
』
は
構
成
さ
れ
た
と
指
摘
し
た
︒
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
来
た
経
緯
に
つ
い
て
は
﹁
神
仙
ワ
ー

ル
ド
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁
謫
仙
﹂
の
類
型
に
合
致
し
︑
こ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
︒
た
だ
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
を
基
礎

に
作
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
想
定
読
者
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
共
有
し
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
比
較
的
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒

　

中
国
で
生
じ
た
神
仙
思
想
は
︑
老
子
を
始
祖
と
し
て
道
家
思
想
も
取
り
込
み
︑
伝
来
し
た
仏
教
の
僧
伽
や
経
典
を
参
照
し
つ
つ
︑
道
観

や
道
士
に
よ
る
組
織
や
文
献
を
整
備
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
成
立
道
教
と
な
る
︒
老
子
が
『
史
記
』
老
子
韓
非
列
伝
な
ど
で
李
姓
と
さ
れ
る
こ

と
か
ら
︑
唐
王
朝
で
は
帝
室
の
祖
先
と
み
な
し
︑
仏
教
よ
り
も
優
先
し
て
道
教
を
支
援
し
た
た
め
盛
ん
に
な
っ
た
︒
日
本
で
は
︑
仏
教
を

受
容
し
た
こ
と
と
は
違
い
︑
成
立
道
教
の
導
入
は
意
図
的
に
拒
否
し
︑
道
観
や
道
士
と
い
っ
た
道
教
を
実
践
す
る
人
の
集
団
は
請
来
さ
れ

な
か
っ
た ︵

5
︶︒
た
だ
成
立
道
教
以
前
に
成
立
し
た
神
仙
思
想
の
関
連
文
献
は
請
来
さ
れ
︑
一
定
程
度
の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
︒
例
え
ば
空
海
の
『
三
教
指
帰
』
で
は
︑
三
教
の
一
つ
と
し
て
道
教
な
い
し
神
仙
思
想
を
あ
げ
る
が
︑
そ
の
文
章
は
『
抱
朴
子
』
な



一
三

仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

ど
を
引
用
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
『
万
葉
集
』
や
『
経
国
集
』
な
ど
で
も
影
響
が
見
え
る
︒『
竹
取
物
語
』
が
編
纂
さ
れ
た

時
代
よ
り
も
ま
え
に
神
仙
思
想
の
文
献
は
伝
来
し
︑
そ
の
思
想
や
観
念
も
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い ︵

6
︶︒

　

た
だ
︑
そ
う
し
た
思
想
や
観
念
が
︑
文
章
作
成
を
中
心
的
に
担
っ
た
官
人
貴
族
や
僧
侶
な
ど
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
と

も
あ
く
ま
で
一
部
分
の
限
定
さ
れ
た
人
だ
け
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
︒
儒
学
の
文
献
は
︑
官
人
と
な
ろ
う
と

す
る
人
が
大
学
寮
で
学
び
︑
仏
教
は
朝
廷
が
行
う
恒
例
の
仏
教
儀
礼
や
災
害
発
生
時
の
臨
時
の
儀
礼
︑
さ
ら
に
朝
廷
に
よ
る
東
大
寺
の
大

仏
や
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
通
し
て
︑
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
不
可
避
に
知
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
神
仙
思
想
の
文
献
は
儒
学

や
仏
教
と
は
違
い
︑
表
立
っ
て
学
ぶ
機
会
は
な
い
︑
い
わ
ば
陰
の
存
在
で
あ
っ
た
︒『
本
朝
神
仙
伝
』
に
つ
い
て
も
﹁
信
仰
的
と
い
わ
ん

よ
り
は
む
し
ろ
︑
知
的
な
︑
な
い
し
は
文
学
的
な
作
品
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹂
と
︑
往
生
伝
が
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
成
立

し
た
こ
と
と
位
相
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る ︵

7
︶︒
唐
の
学
制
で
儒
学
の
経
書
に
加
え
て
『
老
子
』
を
学
ぶ
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
が ︵

8
︶︑
日
本
の
学
制
は
こ
れ
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑『
老
子
』
が
除
か
れ
て
い
る
こ
と ︵

9
︶な
ど
も
考
え
れ
あ
わ
せ

ば
︑
平
安
時
代
前
期
が
神
仙
譚
の
大
流
行
期
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
受
容
の
範
囲
は
︑
儒
学
や
仏
教
と
比
べ
れ
ば
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
平
安
時
代
の
前
半
に
︑
春
澄
善
縄
や
三
善
清
行
の
よ
う
に
神
仙
思
想
に
入
れ
込
ん
だ
人
が
い
た
こ
と
と
︑
官
人
貴
族
の
社
会
全
体

に
浸
透
し
た
こ
と
は
︑
同
じ
で
は
な
い
︒

　

渡
辺
秀
夫
も
﹁
共
同
の
観
念
・
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
が
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
て
み
る
﹂ ︵
10
︶と
し

た
う
え
で
︑『
竹
取
物
語
』
と
重
な
る
プ
ロ
ッ
ト
や
言
い
回
し
を
『
太
平
広
記
』
な
ど
の
文
章
か
ら
示
し
て
︑
影
響
の
可
能
性
を
指
摘
す

る
︒
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
が
共
有
さ
れ
て
い
た
証
拠
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
そ
の
範
囲
あ
る
い
は
程
度
に
つ
い
て
は
︑

必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
︒

　

さ
ら
に
現
在
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
当
時
の
日
本
で
は
そ
れ
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
も
限
ら
な
い
︒

『
本
朝
神
仙
伝
』
は
︑
一
一
〇
〇
年
頃
に
大
江
匡
房
が
書
い
た
と
さ
れ
︑
そ
の
書
名
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
神
仙
思
想

の
影
響
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
文
中
に
見
え
る
﹁
神
仙
﹂
の
語
句
に
は
︑
の
ち
の
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
読
み
仮
名
が
﹁
い
き
ぼ

と
け
﹂
と
付
け
ら
れ
て
い
る ︵

11
︶︒
ま
た
『
本
朝
神
仙
伝
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
は
半
数
程
が
仏
教
者
で
︑
往
生
し
た
人
の
多
く
が



一
四

﹁
神
仙
﹂
で
あ
っ
た
と
記
す
︒
そ
し
て
仏
教
関
連
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
中
国
の
神
仙
思
想
関
連
文
献
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
﹁
屍

解
﹂
な
ど
の
語
句
は
見
ら
れ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
日
本
に
受
容
さ
れ
た
神
仙
の
観
念
は
︑
仏
教
と
峻
別
さ
れ
る
固
有
の
存
在
や
観
念
で
な
く

て
︑
む
し
ろ
仏
教
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
時
代
的
に
さ
か
の
ぼ
る
と
︑
現
存
す
る
日
本
で
最
も
古
い
仏
教
説
話
集
の
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
興
味
深
い
と
こ
ろ

が
あ
る
︒『
日
本
霊
異
記
』
は
︑
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
仏
教
が
説
く
と
こ
ろ
の
因
果
の
法
則
が
実
際
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
方
針
に
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
︑
た
だ
の
不
思
議
な
話
や
︑
ま
た
神
仙
思
想
と
関
わ
る
よ
う
な
話
が
収
録

さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
聖
徳
太
子
の
話
に
は
︑
片
岡
山
の
乞
食
が
屍
解
仙
と
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
記
述
が
あ
り ︵
12
︶︑
こ
れ
は
『
三

宝
絵
詞
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
ま
た
上
巻
第
十
三
縁
の
話
で
は
︑
仏
教
は
修
業
し
な
か
っ
た
が
慎
み
暮
ら
し
て
い
る
と
︑
神
仙
が

感
応
し
仙
草
を
得
て
天
に
飛
ん
だ
と
い
う ︵
13
︶︒
仏
教
は
実
践
し
な
い
が
仙
薬
の
力
に
よ
っ
て
空
を
飛
ん
だ
と
い
う
あ
ら
す
じ
は
︑『
本
朝

神
仙
伝
』
所
載
の
竿
打
の
仙
の
伝
記
で
も
同
じ
で
あ
る
︒
よ
う
す
る
に
仏
教
と
神
仙
は
関
連
性
が
あ
り
︑
ま
た
重
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ

て
︑
峻
別
す
べ
き
異
質
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
受
け
止
め
は
︑『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
渡
っ
て
見
ら
れ
︑
そ
れ
ゆ

え
そ
の
間
の
時
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
で
も
︑
背
景
に
あ
っ
た
の
は
同
様
の
受
け
止
め
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ち
な
み
に
︑
仏
教
と
神
仙
思
想
の
つ
な
が
り
は
︑
す
で
に
中
国
で
も
生
じ
て
い
た
︒
日
本
へ
受
容
さ
れ
た
仏
教
の
文
献
と
は
︑
ほ
と
ん

ど
が
漢
訳
仏
典
や
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
関
連
文
書
で
あ
り
︑
そ
の
中
に
す
で
に
同
様
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
︒
中
国
で
の
仏
教
受
容
の
は
じ

ま
り
は
︑
中
国
に
す
で
に
あ
っ
た
道
家
思
想
や
そ
の
語
彙
を
用
い
て
翻
訳
し
理
解
し
た
︵
格
義
仏
教
な
ど
と
称
さ
れ
る
︒︶
た
め
︑
仏
教

と
道
家
思
想
と
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
︒
仏
陀
を
﹁
金
仙
﹂﹁
大
仙
﹂
と
翻
訳
す
る
な
ど
習
合
的
な
も
の
が
少
な
く

な
い
︒
両
者
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
仏
教
の
本
来
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
経
典
を
イ
ン
ド
に
求
め
て
︑
そ
れ
を

改
め
て
翻
訳
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
神
仙
思
想
は
道
家
思
想
を
取
り
込
み
つ
つ
︑
中
国
で
す
で
に
仏
教
と
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
︒
仏
教

関
連
文
献
と
し
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
の
中
に
も
︑
儒
教
的
な
も
の
と
同
様
に
︑
神
仙
思
想
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
含
ま
れ

て
い
た
︒

　
『
竹
取
物
語
』
は
仏
教
思
想
に
よ
り
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
い
な
い
と
さ
れ
る
一
方
で
︑
慣
用
表
現
と
さ
れ
る
も
の
を
含
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仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

め
︑
仏
教
と
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
言
葉
が
少
な
か
ら
ず
出
て
く
る
︒
そ
の
こ
と
は
仏
教
が
︑
お
そ
ら
く
は
世
俗
化
を
と
も
な
っ
て
相
当

程
度
浸
透
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
︑
神
仙
思
想
の
影
響
が
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
の
根
底
に
は
す
で
に
仏
教
的
観
念
や
思
想
が
あ
っ

た
︒
つ
ま
り
単
純
な
仏
教
の
影
響
や
神
仙
思
想
の
影
響
を
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
必
ず
し
も
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
仏
教
的
観
念
や
発
想
の

上
に
︑﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
で
『
竹
取
物
語
』
は
成
立
し
た
と
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
︒
謫
仙
な
ど
の
神
仙
思
想

の
影
響
が
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
の
基
底
に
は
仏
教
の
観
念
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒

三　

竹
中
生
誕
譚
・
致
富
長
者
譚
と
『
霊
異
記
』

　
『
竹
取
物
語
』
は
︑
か
ぐ
や
姫
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
︒
物
語
が
進
む
と
︑
こ
の
か
ぐ
や
姫
は
月
の
都
の
貴
人
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
罪
を

犯
し
た
た
め
に
こ
の
地
上
世
界
に
来
る
こ
と
に
な
り
︑
相
応
の
期
間
が
過
ぎ
た
の
で
月
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
明
ら
か

に
な
る
︒
し
か
し
︑
す
べ
て
の
場
面
で
そ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
の
理
解
が
不
可
欠
な
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
し
た
理
解
が
な
く
て
も
成
り
立

つ
︑
ひ
と
ま
と
ま
り
の
部
分
が
あ
る
︒
そ
の
代
表
と
し
て
ま
ず
冒
頭
の
竹
か
ら
姫
が
出
て
き
た
部
分
を
取
り
上
げ
る
︒

　

そ
の
最
初
の
部
分
と
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
で
あ
る
︒
竹
取
の
翁
が
︑
山
に
竹
を
採
り
に
行
く
と
︑
根
元
が
光
っ
て
い
る
竹
が

あ
り
︑
そ
こ
か
ら
子
を
得
て
連
れ
て
帰
り
育
て
た
︒
こ
こ
ま
で
の
部
分
は
竹
中
生
誕
譚
な
ど
と
称
さ
れ
る
︒
そ
の
の
ち
も
竹
を
採
り
に
ゆ

く
と
︑
し
ば
し
ば
黄
金
の
入
っ
た
竹
を
見
つ
け
裕
福
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
子
供
は
あ
っ
と
い
う
間
に
成
長
し
︑
と
て
も
美
し
く
光
り
輝

き
︑
接
す
る
人
の
苦
し
み
を
除
い
た
︒
こ
の
部
分
は
致
富
長
者
譚
と
称
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
の
竹
中
生
誕
譚
と
致
富
長
者
譚

で
︑
ひ
と
ま
と
ま
り
の
話
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
す
と
︑
不
思
議
な
出
来
事
の
話
と
し
て
す
で
に
『
霊
異
記
』
に
見

ら
れ
る
説
話
と
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒
二
つ
の
例
を
あ
げ
る
︒

　
『
霊
異
記
』
上
巻
の
﹁
雷
の
憙
を
得
て
生
ま
令
め
し
子
の
力
在
る
縁
﹂
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
昔
︑
敏
達
天
皇
の
時
代
︑
あ
る

農
夫
が
田
に
水
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
と
︑
雷
が
鳴
り
目
の
前
に
落
ち
︑
小
子
と
な
っ
た
︒
鋤
で
突
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
や
め
て
く
れ

れ
ば
恩
に
報
い
て
子
供
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
言
う
︒
そ
の
通
り
に
す
る
と
︑
雷
の
小
子
は
天
に
昇
り
︑
や
が
て
農
夫
に
子
供
が
生
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ま
れ
た
︒
こ
の
子
は
力
が
強
く
︑
元
興
寺
の
童
子
と
な
っ
た
︒
そ
の
こ
ろ
鐘
を
撞
く
童
子
が
毎
晩
死
ん
で
い
た
の
で
︑
こ
の
子
は
待
ち
か

ま
え
て
︑
あ
ら
わ
れ
た
鬼
の
髪
を
引
き
ち
ぎ
り
︑
血
痕
を
た
ど
り
正
体
を
突
き
止
め
︑
問
題
を
解
決
し
た
︒
そ
の
後
︑
諸
王
が
寺
の
田
に

水
を
引
く
こ
と
を
妨
害
し
た
が
︑
力
に
よ
り
そ
れ
を
除
き
田
に
水
を
引
き
入
れ
た
︒
諸
王
は
そ
の
力
を
恐
れ
て
そ
れ
以
上
は
妨
害
し
な
か

っ
た
︒
そ
の
後
そ
の
子
は
出
家
得
度
し
て
道
場
法
師
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
話
は
﹁
是
れ
︑
日
本
国
の
奇め

づ
らし
き
事
な
り
﹂
と
結
ば
れ

る ︵
14
︶︒

　

同
じ
く
下
巻
の
﹁
産
み
生
せ
る
肉
団
の
作
れ
る
女
子
︑
善
を
修
し
人
を
化
す
る
縁
﹂
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
肥
後
の
あ
る
人
の

妻
が
妊
娠
し
︑
卵
の
よ
う
な
形
を
し
た
肉
の
塊
を
生
ん
だ
が
︑
不
祥
だ
と
し
て
山
の
石
窟
に
置
い
た
︒
七
日
し
て
見
に
行
く
と
︑
肉
の
塊

か
ら
女
子
が
生
ま
れ
た
の
で
︑
連
れ
帰
っ
て
育
て
た
︒
そ
の
子
は
聡
明
で
︑
七
歳
を
ま
え
に
『
法
華
経
』
と
『
華
厳
経
』
を
読
む
よ
う
に

な
り
︑
出
家
し
尼
に
な
っ
た
︒
あ
る
時
『
華
厳
経
』
を
講
じ
る
法
会
が
あ
り
︑
欠
か
さ
ず
参
加
し
た
と
こ
ろ
︑
講
師
か
ら
尼
な
の
に
な
ぜ

参
加
す
る
の
か
と
責
め
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
仏
の
慈
悲
は
平
等
な
の
に
な
ぜ
制
限
す
る
の
か
と
言
い
︑
偈
を
作
っ
て
問
う
と
︑
そ
の
講
師
は

答
え
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ほ
か
の
高
僧
た
ち
が
試
し
に
問
題
を
出
し
た
が
︑
尼
は
す
べ
て
に
答
え
た
︒
こ
う
し
て
尼
が
聖
の
化
現
だ
と
分
か

っ
た
の
で
舎
利
菩
薩
と
名
付
け
ら
れ
た
︒
人
々
は
敬
っ
て
指
導
者
と
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
話
も
﹁
斯
れ
も
亦
奇
異
し
き
事
な
り
﹂
と
結
ば

れ
る ︵
15
︶︒

　

こ
れ
ら
の
基
本
構
造
は
︑
あ
る
人
が
特
異
な
生
ま
れ
方
を
し
た
子
供
を
得
て
育
て
︑
そ
の
子
供
が
特
異
な
成
長
を
し
て
優
れ
た
様
相
に

な
り
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
も
の
で
︑
共
通
し
て
い
る
︒
子
供
は
︑
養
育
す
る
こ
と
に
な
る
人
が
生
ん

だ
の
か
︑
そ
れ
と
も
別
に
生
ま
れ
た
子
供
を
連
れ
帰
っ
て
育
て
の
か
と
い
う
点
で
は
異
な
る
が
︑
特
異
な
生
ま
れ
方
を
し
た
子
が
︑
あ
る

人
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
︒
ま
た
利
益
を
得
た
人
が
︑
子
供
を
生
ん
だ
人
も
し
く
は
養
育
し
た
人
な
の
か
︑

そ
れ
と
は
別
の
人
々
な
の
か
と
い
っ
た
点
は
異
な
る
も
の
の
︑
そ
の
子
の
周
り
に
い
た
人
々
に
利
益
が
生
じ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
︒

『
霊
異
記
』
の
中
で
も
仏
教
的
な
観
念
や
価
値
観
が
希
薄
な
不
思
議
な
出
来
事
の
類
型
と
︑
こ
の
最
初
の
部
分
は
基
本
構
造
は
重
な
る
︒

　

竹
取
の
翁
と
い
う
名
前
な
ど
は
『
万
葉
集
』
に
見
え
︑
そ
れ
ら
は
モ
チ
ー
フ
と
し
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
話
の

構
造
に
着
目
す
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
か
ら
受
け
た
影
響
は
小
さ
い
︒『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
詞
書
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
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仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

説
明
す
る
︒
竹
取
の
翁
が
丘
か
ら
遠
く
を
眺
め
て
い
る
と
九
人
の
大
変
美
し
い
女
性
を
目
に
し
た
︒
彼
女
ら
が
翁
を
呼
ぶ
も
︑
し
ば
ら
く

し
て
︑
笑
い
な
が
ら
誰
が
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
︒
翁
は
︑
思
い
が
け
ず
神
仙
に
会
い
︑
迷
う
心
を
抑
え
ら
れ
ず
︑
な
れ
な
れ
し
く
し
て
し

ま
っ
た
の
で
︑
償
い
に
歌
を
よ
も
う
と
答
え
︑
つ
づ
け
て
歌
が
記
さ
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
『
竹
取
物
語
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
︑﹁
竹

取
の
翁
﹂
と
い
う
名
前
と
︑﹁
神
仙
﹂
と
記
さ
れ
る
特
異
な
女
性
に
出
会
っ
た
と
い
う
要
素
で
あ
っ
て
︑
話
の
構
造
に
は
ほ
と
ん
ど
共
通

す
る
部
分
は
な
い
︒
最
初
の
部
分
の
基
本
構
造
は
︑﹁
竹
取
の
翁
﹂
と
い
う
重
要
な
具
体
的
名
称
が
一
致
す
る
『
万
葉
集
』
か
ら
取
り
入

れ
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
文
面
上
の
直
接
的
一
致
は
見
ら
れ
な
い
『
霊
異
記
』
の
説
話
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
︒
さ
ら
に

『
今
昔
物
語
』
巻
第
三
十
一
﹁
竹
取
ノ
翁
︑
見
付
ケ
シ
女
ノ
児
ヲ
養
ヘ
ル
語
﹂
と
い
う
『
竹
取
物
語
』
の
類
話
に
︑﹁
此カ

カ

ル
希ケ

有ウ

ノ
事
ナ
レ

バ
︑
此
ク
語
リ
傳
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
﹂
と
い
う
結
び
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑『
霊
異
記
』
に
す
で
に
見
ら
れ
る
﹁
奇
し
き
事

な
り
﹂﹁
奇
異
し
き
事
な
り
﹂
な
ど
と
結
ば
れ
る
説
話
の
延
長
線
上
に
︑『
竹
取
物
語
』
の
最
初
の
部
分
は
あ
る
と
理
解
で
き
る
︒

四　

地
上
で
の
﹁
罪
の
限
り
﹂
と
地
獄
訪
問
説
話

　
『
竹
取
物
語
』
の
最
も
印
象
的
な
部
分
は
︑
帝
の
求
婚
か
ら
月
へ
帰
還
す
る
終
盤
で
あ
り
︑
そ
の
話
の
展
開
は
︑
か
ぐ
や
姫
の
正
体
と

深
く
関
わ
り
が
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
生
ま
れ
た
事
情
は
︑
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
た
月
の
人
に

よ
り
明
か
さ
れ
る
︒
一
つ
は
翁
の
功
徳
に
報
い
る
た
め
で
︑
も
う
一
つ
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
過
去
に
罪
を
犯
し
た
か
ら
︑
卑
し
い
翁
の
も
と

に
来
た
と
い
う
︒
そ
し
て
地
上
で
の
暮
ら
し
が
期
限
に
達
し
た
の
で
︑
再
び
も
と
い
た
場
所
に
帰
る
と
い
う
︒

　

先
行
研
究
で
は
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
を
前
提
に
こ
れ
を
解
釈
し
︑
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
女
の
謫
仙
に
相
当
す
る
と
指

摘
し
︑
さ
ら
に
女
の
謫
仙
の
代
表
的
な
類
型
と
は
性
欲
的
な
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
か
ぐ
や
姫
が
過
去
に
犯
し
た
の
も
︑
や
は
り
性
欲
的

な
罪
と
推
測
す
る
︒
し
か
し
『
竹
取
物
語
』
で
は
文
面
に
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
﹁
神
仙
﹂
や
﹁
謫
仙
﹂
な
ど
の
語

句
は
見
ら
れ
ず
︑
ま
た
か
ぐ
や
姫
の
罪
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
︒﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
と
の
合
致
の
程
度
は
さ
ほ
ど
高
く
は

な
い
︒﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
に
依
拠
す
る
と
い
う
解
釈
と
は
違
っ
た
解
釈
も
で
き
る
︒
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改
め
て
罪
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
︑
そ
れ
は
地
上
を
離
れ
て
月
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か

さ
れ
る
︒
月
か
ら
迎
え
に
来
た
人
は
︑
地
上
に
か
ぐ
や
姫
が
来
た
理
由
と
し
て
罪
を
あ
げ
る
の
だ
が
︑
続
け
て
﹁
罪
の
限
り
﹂ ︵
16
︶が
来
た

か
ら
迎
え
に
来
た
の
だ
と
述
べ
る
︒
罪
へ
の
言
及
は
︑
な
ぜ
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
た
の
か
︑
な
ぜ
か
ぐ
や
姫
は
帰
る
の
か
︑
そ
の
理
由

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
ほ
か
に
︑
こ
れ
よ
り
以
前
に
な
さ
れ
た
︑
か
ぐ
や
姫
自
身
の
二
つ
の
説
明
の
中
で
は
︑
同
様
の

内
容
に
つ
い
て
﹁
契
り
﹂ ︵
17
︶と
い
う
異
な
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
二
つ
の
説
明
の
う
ち
先
に
あ
る
発
言
で
は
︑
地
上
に
来
た
理
由
お

よ
び
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
言
及
し
︑
後
に
あ
る
発
言
で
は
︑
い
ま
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
言
及
す
る
︒﹁
契

り
﹂
の
言
葉
は
︑
約
束
や
決
め
ら
れ
た
こ
と
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
内
容
的
に
し
ば
し
ば
前
世
の
因
縁
と
解
釈
さ
れ
る
の
も
︑
前
世
の
行

い
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
な
の
で
あ
っ
て
︑
決
め
ら
れ
た
と
い
う
意
味
自
体
に
変
わ
り
は
な
い
︒
迎
え
に
来
た
月
の
人
と
か
ぐ

や
姫
の
両
者
の
発
言
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
︑
罪
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
こ
と
と
い
う
程
の
意
味
で
︑
力
点
は
︑
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
く
︑
む
し
ろ
月
に
帰
る
べ
き
で
︑
地
上
に
居
続
け
る
べ
き
で
な
い
と
︑
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒﹁
罪
の

限
り
﹂
や
﹁
契
り
﹂
の
語
句
の
焦
点
は
︑
竹
取
の
翁
や
か
ぐ
や
姫
さ
ら
に
は
帝
と
い
っ
た
人
々
が
暮
ら
す
地
上
で
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
︑
地
上
を
去
る
こ
と
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
に
あ
る
︒

　

こ
の
︑
地
上
で
の
暮
ら
し
に
期
限
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
設
定
は
︑『
霊
異
記
』
に
す
で
に
見
え
る
︒
一
見
し
た
だ

け
だ
と
類
似
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
︑
実
は
こ
れ
と
重
な
る
説
話
を
二
つ
あ
げ
る
︒

　

下
巻
の
﹁
閻
羅
王
︑
奇
し
き
表
を
示
し
︑
人
に
勧
め
て
善
を
修
せ
令
む
る
縁
﹂
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
藤
原
広
足
と
い
う
人

は
︑
称
徳
天
皇
の
時
代
に
病
気
に
な
り
︑
そ
の
平
癒
を
願
っ
て
戒
律
を
守
り
写
経
し
て
い
た
が
︑
そ
の
ま
ま
動
か
な
く
な
っ
た
︒
従
者

が
︑
日
も
暮
れ
た
の
で
仏
を
礼
拝
す
る
時
間
だ
と
知
ら
せ
揺
す
る
と
︑
広
足
は
そ
の
ま
ま
倒
れ
て
︑
息
も
な
く
︑
死
ん
で
い
た
︒
親
族
に

知
ら
せ
喪
を
し
て
三
日
た
つ
と
︑
広
足
は
蘇
生
し
︑
地
獄
に
行
っ
て
い
た
と
語
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
閻
魔
王
の
兵
士
が
や
っ
て
来
て
︑
連

行
さ
れ
楼
閣
に
た
ど
り
着
い
た
︒
そ
こ
に
は
閻
魔
王
が
い
て
︑
そ
の
そ
ば
に
は
妊
娠
し
た
ま
ま
死
ん
だ
広
足
の
妻
が
い
た
︒
妻
は
妊
娠
し

た
ま
ま
死
ん
だ
た
め
地
獄
で
六
年
間
︑
苦
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
︑
す
で
に
三
年
経
っ
た
が
︑
残
り
の
三
年
は
夫
と
一
緒
に
苦
を
受
け
た
い

と
い
う
の
で
︑
広
足
を
地
獄
に
呼
ん
だ
と
い
う
の
だ
︒
広
足
は
︑
妻
の
た
め
に
法
華
経
を
写
経
し
講
読
し
供
養
す
る
と
言
う
と
︑
す
ぐ
に



一
九

仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

許
し
て
帰
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
蘇
生
し
た
と
い
う
の
だ
︒
広
足
は
約
束
の
通
り
︑
死
ん
だ
妻
の
た
め
に
法
華
経
を
写
経
・
講

読
・
供
養
し
て
︑
苦
を
贖
っ
た ︵
18
︶︒

　

こ
れ
は
︑
一
度
死
ん
で
地
獄
に
行
く
が
︑
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
蘇
生
し
︑
地
獄
で
の
出
来
事
を
話
す
と
い
う
︑
地
獄
訪
問
説
話
と

称
さ
れ
る
類
型
で
あ
る ︵
19
︶︒
仏
教
で
前
提
と
さ
れ
る
六
道
で
の
輪
廻
転
生
の
観
念
で
は
︑
人
と
し
て
悪
を
行
っ
た
ら
畜
生
や
地
獄
な
ど

の
︑
よ
り
苦
し
み
に
満
ち
た
と
こ
ろ
に
転
生
し
︑
そ
こ
で
一
生
を
お
く
り
︑
そ
の
間
に
な
に
か
善
い
行
い
を
す
れ
ば
︑
今
度
は
よ
り
楽
が

多
い
と
こ
ろ
に
転
生
す
る
と
考
え
る
︒
悪
行
の
報
い
は
︑
地
獄
や
畜
生
と
な
り
一
生
を
お
く
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ
の
存
在
や
環
境
で
の

苦
は
終
身
受
け
続
け
る
こ
と
に
な
る
︒『
冥
報
記
』
な
ど
の
中
国
の
仏
教
説
話
で
は
︑
そ
れ
が
前
提
に
あ
る
の
で
︑
例
外
的
に
苦
を
一
生

の
途
中
で
終
え
さ
せ
て
人
や
天
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
す
こ
と
で
︑
仏
教
に
は
特
別
な
パ
ワ
ー
が
あ
る
と
ア
ピ
ー
ル

す
る
︒
し
か
し
︑『
霊
異
記
』
の
こ
の
説
話
で
は
︑﹁
悪
﹂
や
﹁
罪
﹂
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
妊
娠
し
た
ま
ま
死
ぬ
と
地
獄
に

落
ち
て
六
年
間
苦
し
む
と
︑
期
限
が
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
決
ま
っ
て
い
る
︒
地
獄
に
落
ち
た
ら
一
生
を
終
え
る
ま
で
そ
こ
で
苦
を
受
け
続

け
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
地
獄
の
一
生
と
比
べ
て
は
る
か
に
短
い
一
定
の
期
間
だ
け
苦
を
受
け
る
こ
と
と
︑
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て

い
る
︒

　

中
巻
の
﹁
寺
の
息
利
の
酒
を
借
り
用
ゐ
て
︑
償
は
不
し
て
死
に
て
︑
牛
と
作
り
て
役
は
れ
︑
償
ふ
縁
﹂
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
で
あ

る
︒
聖
武
天
皇
の
時
代
に
︑
紀
伊
国
の
人
が
薬
王
寺
の
た
め
に
︑
僧
侶
を
連
れ
て
︑
配
布
す
る
薬
の
た
め
の
運
用
資
金
を
募
り
︑
そ
れ
を

岡
田
村
主
の
姑
の
家
に
預
け
︑
酒
を
造
っ
て
利
益
を
増
や
す
よ
う
に
さ
せ
た
︒
そ
の
時
︑
ま
だ
ら
模
様
の
子
牛
が
薬
王
寺
の
塔
の
と
こ
ろ

に
や
っ
て
来
た
︒
追
い
出
し
て
も
戻
っ
て
く
る
し
︑
飼
い
主
も
い
な
い
よ
う
な
の
で
捕
ま
え
て
飼
い
︑
大
き
く
な
る
と
寺
の
た
め
に
使
役

し
た
︒
そ
れ
か
ら
五
年
し
て
岡
田
村
主
は
夢
を
見
た
︒
こ
の
牛
は
桜
村
の
物
部
麿
と
い
う
人
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
か
つ
て
寺
の
薬
代
の
た

め
に
運
用
さ
れ
て
い
た
酒
を
借
り
た
ま
ま
返
す
こ
と
な
く
死
ん
だ
の
で
︑
牛
と
な
っ
て
酒
の
償
い
を
す
る
べ
く
使
役
さ
れ
て
い
る
︒
期
限

は
八
年
間
な
の
だ
が
︑
あ
と
三
年
残
っ
て
い
る
︒
桜
村
の
人
に
確
認
す
れ
ば
事
実
か
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
夢
を
う
け
て
桜
村
の
人
に
聞

く
と
︑
話
の
内
容
は
真
実
だ
っ
た
︒
そ
し
て
寺
の
関
係
者
で
経
を
あ
げ
た
︒
八
年
が
過
ぎ
る
と
牛
は
ど
こ
か
に
去
っ
て
ゆ
き
︑
二
度
と
あ

ら
わ
れ
な
か
っ
た ︵
20
︶︒
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こ
れ
は
仏
教
説
話
の
代
表
的
類
型
の
一
つ
︑
化
牛
説
話
で
あ
る
︒
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
き
に
︑
寺
の
酒
を
借
り
て
︑
そ
の
ま
ま

返
さ
ず
に
い
た
こ
と
は
窃
盗
で
あ
り
︑
仏
教
で
最
も
基
本
と
さ
れ
る
十
悪
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
偸
盗
に
該
当
す
る
︒
物
部
麿
は
こ
の
罪

に
よ
っ
て
死
後
に
牛
へ
と
転
生
し
︑
寺
の
た
め
に
使
役
さ
れ
る
と
い
う
苦
を
八
年
間
受
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒﹁
八
年
を
遂
げ
已
は

り
て
︑
去
く
所
を
知
ら
不
︒
亦
更
に
見
え
不
り
き
︒﹂
と
︑
苦
が
終
わ
っ
た
と
示
し
つ
つ
︑
一
生
の
終
わ
り
を
示
さ
ず
に
生
涯
が
ま
だ
続

く
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
苦
を
受
け
る
の
は
一
生
よ
り
も
っ
と
短
い
期
間
と
考
え
ら
れ
る
︒
期
限
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決

ま
る
の
か
︑
根
拠
や
基
準
は
な
に
も
示
さ
れ
ず
た
だ
期
限
だ
け
が
示
さ
れ
る
が
︑
と
も
か
く
罪
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
時
間

だ
け
︑
生
前
と
は
別
の
場
所
で
苦
し
む
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　

よ
う
す
る
に
『
霊
異
記
』
が
載
せ
る
い
く
つ
か
の
説
話
で
は
︑
あ
る
生
涯
に
お
い
て
罪
業
を
な
し
︑
生
前
に
罪
を
償
っ
た
り
精
算
す
る

こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
生
涯
を
終
え
て
︑
そ
の
繰
り
越
さ
れ
た
罪
業
の
精
算
と
し
て
︑
死
後
に
地
獄
や
畜
生
で
定
め
ら
れ
た
期
間
だ
け
苦
を

受
け
る
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
説
話
で
は
︑
地
獄
や
畜
生
は
︑
あ
く
ま
で
生
前
に
犯
し
た
罪
業
を
精
算
す
る
た
め
の
特
殊
な
延
長
期
間
で

あ
っ
て
︑
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
生
涯
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
仏
教
の
教
理
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
は
な

く
︑
ま
た
『
霊
異
記
』
が
倣
っ
た
と
さ
れ
る
中
国
の
『
冥
報
記
』
な
ど
と
も
異
な
り
︑
し
た
が
っ
て
『
霊
異
記
』
の
特
徴
的
な
部
分
の
一

つ
と
い
え
る ︵
21
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そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
説
話
の
起
点
と
な
る
場
所
を
置
き
換
え
る
と
︑
そ
の
ま
ま
『
竹
取
物
語
』
と
重
な
る
︒『
霊
異
記
』
で
は
六
道
の

世
界
観
を
前
提
に
︑
起
点
と
な
る
の
は
人
間
界
で
あ
り
︑
そ
こ
で
罪
や
悪
を
な
し
た
た
め
に
︑
地
獄
や
畜
生
な
ど
よ
り
悪
い
環
境
な
い
し

存
在
に
転
生
し
︑
定
め
ら
れ
た
期
間
の
苦
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
期
限
が
来
る
と
地
獄
や
畜
生
か
ら
解
放
さ
れ
る
︒
基
本
構
造
を
変

え
ず
に
起
点
を
人
間
界
か
ら
天
界
に
置
き
換
え
る
と
︑
天
界
で
罪
を
犯
し
た
た
め
に
︑
よ
り
悪
い
環
境
・
存
在
で
あ
る
人
間
界
に
転
生

し
︑
そ
こ
で
定
め
ら
れ
た
期
間
だ
け
苦
を
受
け
︑
期
限
が
来
た
ら
そ
こ
で
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
話
に
な
る
︒
こ
れ
は
『
竹
取
物

語
』
の
構
成
そ
の
も
の
で
あ
る
︒『
竹
取
物
語
』
は
︑『
霊
異
記
』
に
載
せ
ら
れ
る
説
話
を
︑
人
間
の
世
界
や
存
在
を
相
対
化
し
て
展
開
し

た
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
自
身
が
人
間
で
あ
り
な
が
ら
︑
人
間
で
あ
る
こ
と
を
相
対
化
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
︑

そ
も
そ
も
仏
教
で
は
人
間
を
相
対
化
す
る
六
道
観
念
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
︑
仏
教
説
話
も
そ
う
し
た
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
か



二
一

仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

ら
︑
起
点
を
人
間
か
ら
天
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
︒『
霊
異
記
』
は
︑『
竹
取
物
語
』
の
よ
う
に
︑
人
間
が
暮
ら
す
現
実

世
界
を
罪
を
犯
し
た
も
の
が
落
と
さ
れ
る
苦
ま
た
は
悪
の
場
所
と
し
て
描
く
こ
と
は
な
い
が
︑
罪
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
だ
け
︑
よ

り
悪
く
苦
し
い
場
所
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
部
分
は
︑『
竹
取
物
語
』
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
︒﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
の
謫
仙
の

モ
チ
ー
フ
と
重
な
る
構
成
は
︑
す
で
に
『
霊
異
記
』
に
載
せ
ら
れ
る
説
話
に
よ
り
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

五　
『
竹
取
物
語
』
と
『
霊
異
記
』
的
現
世
肯
定

　
『
竹
取
物
語
』
の
各
部
分
は
︑
構
造
こ
そ
す
で
に
『
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
が
︑
話
の
起
点
と
な
る
場
所
を
置
き
換
え
た
も
の
な
の
で
︑

『
霊
異
記
』
の
現
世
理
解
か
ら
一
歩
は
み
出
す
︒

　

か
ぐ
や
姫
が
生
ま
れ
て
成
長
す
る
最
初
の
場
面
は
︑
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
『
霊
異
記
』
と
同
様
の
構
成
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
自
身
の

苦
楽
に
つ
い
て
直
接
の
言
及
が
な
く
︑
ま
た
何
度
も
竹
か
ら
金
を
得
て
裕
福
に
な
っ
た
竹
取
の
翁
に
養
わ
れ
て
い
た
と
描
写
さ
れ
る
の
で

あ
り
︑
文
面
上
は
苦
を
受
け
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒『
霊
異
記
』
と
同
様
に
︑
人
の
地
上
で
の
暮
ら
し
が
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い

る
︒
つ
づ
く
何
人
も
の
求
婚
を
受
け
る
場
面
も
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
深
き
心
ざ
し
を
知
ら
で
は
︑
あ
ひ
が
た
し
と
な
む
思
ふ
﹂ ︵
22
︶と
い
っ
て
︑

求
婚
し
た
男
た
ち
に
難
題
を
突
き
つ
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
労
や
苦
し
み
を
味
わ
わ
せ
る
が
︑
か
ぐ
や
姫
自
身
は
苦
し
む
こ
と
も
︑
贖
罪
に

該
当
す
る
と
思
し
き
こ
と
も
し
な
い
︒
文
学
的
に
は
︑
求
婚
を
受
け
る
こ
と
が
苦
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
︑
文
面

に
は
苦
や
贖
罪
に
該
当
す
る
直
接
的
表
現
は
な
い
︒
現
実
世
界
へ
の
肯
定
的
認
識
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
︒

　

し
か
し
︑
最
後
の
部
分
で
は
︑
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
よ
う
な
認
識
が
見
え
る
︒
地
上
で
人
間
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
か
ぐ
や

姫
は
﹁
罪
の
限
り
は
て
ぬ
﹂ ︵
23
︶と
い
う
状
態
に
到
達
し
︑
月
か
ら
迎
え
に
来
た
人
に
﹁
穢
き
所
に
︑
い
か
で
か
久
し
く
お
は
せ
む
﹂ ︵
24
︶と

言
わ
れ
︑
月
に
帰
る
よ
う
に
催
促
さ
れ
る
︒
月
の
人
は
さ
ら
に
﹁
穢
き
所
の
物
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
︑
御
心
地
悪
し
か
ら
む
も
の
ぞ
﹂ ︵
25
︶

と
言
い
︑
地
上
で
も
の
を
食
べ
て
暮
ら
す
こ
と
を
否
定
的
に
表
現
し
て
い
る
︒
場
所
に
つ
い
て
﹁
穢
い
﹂
と
判
断
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

そ
こ
で
の
暮
ら
し
の
主
観
的
受
け
止
め
方
で
あ
る
﹁
御
心
地
﹂
も
否
定
的
で
あ
る
は
ず
と
し
て
い
る
︒
は
じ
め
の
部
分
で
肯
定
的
に
描
い
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て
い
る
地
上
で
の
人
間
の
暮
ら
し
を
︑
最
後
の
場
面
で
は
嫌
悪
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
︒『
霊
異
記
』
で
は
︑
人
間
界
を
起
点
と
し
て

肯
定
的
に
描
き
︑
地
獄
や
畜
生
を
罪
の
結
果
こ
れ
を
償
う
べ
く
一
定
期
間
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
い
場
所
と
し
て
否
定
的
に
描
い
て
い
た
わ
け

だ
が
︑『
竹
取
物
語
』
で
は
基
本
構
造
は
そ
の
ま
ま
に
起
点
を
地
上
の
人
間
界
で
は
な
く
月
に
置
き
換
え
て
お
り
︑
現
実
の
地
上
世
界
は

『
霊
異
記
』
に
描
か
れ
る
地
獄
や
畜
生
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
︑
そ
れ
ゆ
え
地
上
の
人
間
界
が
否
定
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
︑『
霊
異
記
』
に
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
認
識
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
現
実
に
対
す
る
否
定
的
認
識
は
︑
厭
離
穢
土
そ
し
て
欣
求
浄
土
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
浄
土
教
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
十
分
に
あ

り
︑
こ
れ
ま
で
に
も
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑『
竹
取
物
語
』
の
︑
こ
う
し
た
現
実
の
人
間
界
に
対
す
る
否
定
的
な
認
識
は
︑
月
の

人
の
発
言
に
だ
け
見
ら
れ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒
月
の
人
と
地
上
の
人
間
が
︑
と
も
に
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
の
で
は

な
い
︒
地
上
の
人
間
を
否
定
的
に
捉
え
る
の
は
月
の
人
の
立
場
で
あ
っ
て
︑
地
上
の
人
は
あ
く
ま
で
地
上
で
の
生
存
を
肯
定
し
て
い
る
︒

　

物
語
の
終
盤
に
い
た
る
ま
で
地
上
で
暮
ら
し
て
き
た
か
ぐ
や
姫
は
︑
本
来
月
の
住
人
で
あ
っ
て
月
に
帰
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
月
の

世
界
を
必
ず
し
も
肯
定
的
に
捉
え
て
い
な
い
︒
か
ぐ
や
姫
は
自
分
が
月
の
人
で
あ
る
と
自
覚
し
て
︑
月
が
不
老
で
悩
み
も
な
い
場
所
だ
と

認
識
し
な
が
ら
も
︑﹁
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
︑
い
み
じ
く
は
は
べ
ら
ず
︒﹂ ︵
26
︶と
︑
月
に
帰
る
こ
と
を
嬉
し
く
な
い
と
言
う
︒
自
身

が
月
の
人
で
あ
っ
た
り
月
が
不
死
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
︑
帰
り
た
く
な
い
と
思
う
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
と
認
識
し
た

上
で
帰
り
た
く
な
い
と
い
う
︒
帰
る
と
き
も
﹁
か
へ
す
が
へ
す
本
意
な
く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
﹂ ︵
27
︶と
︑
不
本
意
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
に
あ
る
謫
仙
の
話
で
︑
仙
人
は
自
ら
地
上
か
ら
離
れ
︑
昇
天
が
肯
定
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
と
は
︑
明
ら
か
に
異
な

る
︒

　

か
ぐ
や
姫
に
最
後
に
求
婚
す
る
帝
も
同
様
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
こ
と
を
と
ど
め
よ
う
と
し
︑
迎
え
に
来
た
月
の
人
に
矢
を

射
か
け
さ
せ
て
い
る
︒
月
の
人
は
帝
に
と
っ
て
対
峙
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
と
一
緒
に
月
に
行
く
可
能
性
に
竹
取
の
翁
は
言
及

し
て
い
る
が
︑
帝
は
と
も
に
月
に
行
く
こ
と
に
言
及
し
な
い
し
︑
月
に
帰
っ
た
あ
と
に
追
っ
て
行
こ
う
と
も
し
な
い
︒
帝
は
月
に
行
き
た

い
と
願
う
こ
と
は
な
い
︒
か
ぐ
や
姫
は
も
と
も
と
月
の
住
人
で
あ
っ
た
た
め
に
﹁
罪
の
限
り
﹂
に
は
月
に
帰
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
も
そ

も
地
上
の
住
人
で
あ
る
人
々
は
︑
そ
れ
と
は
異
な
り
︑
地
上
で
ど
ん
な
に
暮
ら
し
て
も
月
へ
行
け
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
し
︑
そ
れ
を
望
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ん
で
も
い
な
い
︒

　

さ
ら
に
月
の
技
術
を
地
上
で
享
受
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
て
い
る
︒
不
死
は
︑
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
つ
つ
し
ば
し
ば
願

わ
れ
る
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
﹁
不
死
の
薬
﹂
を
帝
は
拒
否
し
︑
薬
を
意
図
的
に
焼
か
せ
て
放
棄
し
て
い
る
︒
富
士
山
か
ら
今
も
な
お

消
え
ず
に
煙
が
出
て
い
る
の
は
︑
焼
か
れ
た
の
が
不
死
の
薬
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
た
め
に
は
不
死
の

薬
を
意
図
せ
ず
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
説
明
は
成
り
立
つ
︒
起
源
説
話
的
説
明
と
し
て
構
成
す
る
辻
褄
合
わ
せ
と
は
関
係
な
く
︑

帝
に
よ
る
不
死
の
薬
の
拒
否
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　

つ
ま
り
地
上
に
暮
ら
す
人
は
︑
人
で
あ
る
こ
と
を
受
け
と
め
肯
定
し
︑
地
上
で
の
人
の
暮
ら
し
を
超
え
る
こ
と
を
放
棄
す
る
か
の
よ
う

な
行
動
に
終
始
す
る
︒
現
世
肯
定
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
超
日
常
的
世
界
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
月
の
人

が
明
か
し
た
よ
う
に
︑
罪
を
犯
し
た
た
め
に
月
か
ら
地
上
に
落
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
︑
月
が
地
上
よ
り
も
好
ま
し
い
場
所
で
あ
る
は
ず
だ

が
︑
地
上
に
暮
ら
す
人
の
認
識
と
し
て
は
︑
月
は
む
し
ろ
忌
避
す
べ
き
と
こ
ろ
と
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
月
の
人
の
認
識
は
︑
地

上
で
暮
ら
す
人
に
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
︒

　

ち
な
み
に
こ
う
し
た
認
識
は
︑
仏
教
経
典
に
見
ら
れ
る
認
識
と
も
異
な
る
︒
仏
教
で
は
︑
地
獄
が
最
も
苦
に
満
ち
て
い
て
︑
畜
生
は
そ

れ
よ
り
苦
が
少
な
く
︑
人
は
そ
れ
よ
り
楽
が
多
く
︑
天
は
さ
ら
に
楽
が
多
く
好
ま
し
い
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
六
道
世
界
と
は
別

に
極
楽
浄
土
が
あ
り
︑
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
仏
が
い
る
の
で
さ
ら
に
良
い
所
と
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
苦
楽
の
序
列
は
︑
人
そ
れ
ぞ
れ
の
主

観
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
客
観
的
事
実
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
『
竹
取
物
語
』
の
月
と
地
上
の
あ
い
だ
に
は
︑
そ
う
し
た
客
観
的

と
思
わ
れ
る
序
列
観
念
は
見
ら
れ
な
い
︒
月
と
地
上
は
単
純
な
好
悪
の
序
列
を
な
し
て
は
い
な
い
︒

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
『
竹
取
物
語
』
は
︑
現
実
の
地
上
世
界
こ
そ
人
々
の
幸
福
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
い
う
︑『
霊
異
記
』
の

基
底
に
あ
る
認
識
に
︑
依
然
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
月
の
世
界
は
︑
浄
土
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
︑
地
上
の
人
に
と
っ
て
異
質
で
あ
り
願
わ
れ
る
場
所
な
ど
で
は
な
い
︒
月
の
人
が
持
つ
認
識
は
︑
自
分
た
ち

の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
な
い
異
質
な
も
の
と
さ
れ
る
︒
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
浄
土
教
へ
と
結
び
つ
く
地
上
の

否
定
的
把
握
は
月
の
人
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
地
上
の
人
に
と
っ
て
は
拒
絶
さ
れ
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
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六　

浄
土
教
へ
の
階
梯
と
し
て

　
『
竹
取
物
語
』
は
浄
土
教
に
直
結
す
る
こ
と
は
な
い
︒
地
上
の
人
々
が
︑
月
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
え
る
可
能
性
は
な
い
し
︑
自
分
か

ら
行
く
可
能
性
も
ま
っ
た
く
模
索
さ
れ
な
い
︒
か
ぐ
や
姫
は
︑
衣
を
着
て
も
と
の
月
の
住
人
に
も
ど
り
︑
そ
れ
ま
で
の
心
は
消
え
う
せ

て
︑
地
上
や
そ
こ
の
人
々
に
見
向
き
も
し
な
く
な
る
︒
月
に
帰
っ
た
あ
と
に
も
︑
仏
が
見
せ
る
慈
悲
の
よ
う
な
働
き
か
け
は
ま
っ
た
く
望

め
な
い
︒
月
と
地
上
は
一
時
的
に
往
来
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
物
語
は
成
り
立
つ
が
︑
物
語
の
終
わ
り
で
は
断
絶
状
態
に
戻
っ

て
い
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
﹁
神
仙
ワ
ー
ル
ド
﹂
に
あ
る
︑
偶
発
的
に
神
仙
境
に
迷
い
込
み
︑
そ
れ
ゆ
え
再
現
や
再
訪
は
指
向
さ
れ
な
い

異
界
訪
問
譚
と
近
い
︒
物
語
は
そ
も
そ
も
文
章
の
目
的
が
仏
教
説
話
な
ど
と
違
う
こ
と
も
あ
り
︑
そ
こ
に
行
こ
う
と
し
た
り
︑
向
こ
う
か

ら
働
き
掛
け
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
な
ど
と
い
っ
た
︑
自
分
の
行
動
を
促
し
は
し
な
い
︒
浄
土
教
で
は
︑
西
方
の
極
楽
浄
土
を
︑
わ
れ
わ
れ

が
赴
く
べ
き
空
間
︑
存
在
す
べ
き
場
と
し
て
︑
現
実
世
界
と
は
別
に
︑
こ
れ
を
拡
張
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
が
︑『
竹
取
物
語
』
は

そ
う
し
た
拡
張
が
成
立
し
な
い
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
物
語
の
根
幹
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
︑
小
さ
い
な
が
ら
現
実
世
界
を
拡
張
し
た
と
言
い
う
る
部
分
が
あ
る
︒
物
語
が
終
わ
っ
た

あ
と
に
は
︑
富
士
山
の
煙
の
ほ
か
に
︑
月
見
の
習
慣
が
残
る
︒
か
ぐ
や
姫
は
月
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
迫
っ
て
く
る
中
で
︑
地
上
に

残
さ
れ
る
翁
た
ち
に
向
か
っ
て
︑
衣
を
形
見
と
し
て
残
す
こ
と
に
続
け
て
﹁
月
の
い
で
た
ら
む
夜
は
︑
見
お
こ
せ
た
ま
へ
︒﹂
と
述
べ
て

い
る
︒
か
ぐ
や
姫
が
帰
っ
た
の
ち
も
確
か
に
存
在
す
る
月
を
︑
か
ぐ
や
姫
の
存
在
と
結
び
つ
け
て
見
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
か
ぐ

や
姫
が
地
上
に
再
来
す
る
こ
と
は
な
い
が
︑
月
は
毎
月
再
現
性
を
も
っ
て
夜
空
に
浮
か
び
︑
こ
れ
を
眺
め
る
こ
と
で
︑
そ
の
月
に
居
住
す

る
は
ず
の
か
ぐ
や
姫
の
存
在
を
思
い
起
こ
す
︒
物
語
の
中
で
は
︑
あ
る
人
が
﹁
月
の
顔
見
る
は
︑
忌
む
こ
と
﹂ ︵
28
︶と
か
ぐ
や
姫
を
制
し
た

り
︑
思
い
悩
む
か
ら
と
い
っ
て
翁
が
か
ぐ
や
姫
に
﹁
月
な
見
た
ま
ひ
そ
﹂ ︵
29
︶と
言
い
︑
月
を
見
る
こ
と
に
否
定
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
︑

最
終
的
に
︑
か
ぐ
や
姫
の
存
在
と
結
び
つ
け
た
月
見
を
す
る
よ
う
に
願
わ
れ
る
︒
物
語
の
中
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
月

に
去
っ
た
あ
と
に
︑
地
上
に
の
こ
さ
れ
た
翁
ら
が
行
い
う
る
の
は
月
見
で
あ
り
︑
こ
れ
は
物
語
を
離
れ
た
現
実
世
界
で
も
可
能
で
あ
り
︑
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現
実
世
界
の
拡
張
と
な
り
う
る
︒

　

先
行
研
究
に
よ
る
と
︑
現
実
の
貴
族
社
会
で
は
︑
な
が
ら
く
月
を
見
る
こ
と
に
格
別
の
意
味
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
︒『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』『
万
葉
集
』
に
は
︑
月
を
見
る
こ
と
が
禁
忌
と
さ
れ
た
と
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
な
く
︑『
万

葉
集
』
に
は
月
を
詠
む
歌
も
あ
る
も
の
の
︑
と
く
に
中
秋
の
名
月
を
詠
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
︒
平
安
時
代
は
じ
め
の
漢
詩
集
に
︑
よ
う
や

く
満
月
を
詠
ん
だ
も
の
が
見
え
る
が
︑
す
べ
て
中
国
の
詩
の
知
識
に
基
づ
く
と
い
う
︒
中
秋
の
名
月
を
鑑
賞
す
る
の
は
新
し
い
こ
と
で
︑

お
そ
ら
く
は
杜
甫
以
後
の
中
国
の
詩
の
影
響
で
︑
と
く
に
『
白
氏
文
集
』
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
指
摘

さ
れ
る ︵
30
︶︒

　

つ
ま
り
『
竹
取
物
語
』
は
︑
月
見
の
風
習
が
中
国
の
影
響
を
受
け
た
作
詩
に
は
じ
ま
り
︑
貴
族
社
会
に
広
が
っ
て
ゆ
く
時
期
に
成
立
し

た
︒
そ
し
て
『
竹
取
物
語
』
は
月
を
見
る
と
い
う
現
実
世
界
の
風
習
の
起
源
説
話
と
し
て
も
機
能
す
る
︒『
竹
取
物
語
』
に
よ
っ
て
月
見

の
風
習
が
成
立
し
た
の
で
は
な
く
︑
す
で
に
貴
族
社
会
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
月
見
の
風
習
に
︑
あ
と
か
ら
文
学
的
表
現
に
よ
り
起
源
説

話
を
提
供
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
風
習
の
浸
透
や
定
着
が
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
︒

　

そ
し
て
こ
の
起
源
説
話
は
さ
ら
に
︑
月
へ
の
認
識
を
変
容
さ
せ
る
︒
月
は
︑
何
ら
か
の
心
情
を
投
影
し
た
り
想
起
し
た
り
す
る
契
機
と

し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
満
月
を
眺
め
る
こ
と
を
︑
単
に
月
自
体
を
楽
し
む
の
で
は
な
く
︑
月
自
体
で
は
な
い
何
者

か
の
存
在
を
そ
こ
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
営
為
を
可
能
に
す
る
︒
上
空
を
ゆ
っ
く
り
と
動
き
な
が
ら
輝
い
て
い
る
小
さ
な
点
と
し

か
見
え
な
か
っ
た
月
を
︑
地
上
と
同
じ
よ
う
な
生
物
の
生
活
空
間
で
あ
る
が
遠
く
に
あ
る
た
め
小
さ
く
し
か
見
え
な
い
の
だ
と
い
う
了
解

に
つ
な
が
る
︒
物
語
は
現
実
と
は
区
別
さ
れ
る
と
し
て
も
︑
物
語
を
読
み
終
え
た
人
は
︑
月
に
は
何
者
か
が
暮
ら
し
︑
そ
こ
か
ら
何
者
か

が
地
上
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒

　

仏
教
で
は
︑
ひ
ろ
く
仏
顔
を
月
の
よ
う
だ
と
形
容
し
た
り
︑
姿
が
見
え
た
り
隠
れ
た
り
す
る
月
に
釈
迦
の
存
在
を
な
ぞ
ら
え
た
り
︑
さ

ら
に
浄
土
教
で
は
︑
月
を
阿
弥
陀
仏
の
主
催
す
る
極
楽
浄
土
に
見
立
て
た
り
︑
往
生
伝
な
ど
で
は
満
月
の
時
こ
そ
来
迎
が
実
現
す
る
と
期

待
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
︒『
竹
取
物
語
』
で
は
︑
月
は
結
局
地
上
の
現
実
世
界
か
ら
行
け
る
可
能
性
が
な
い
断
絶
し
た
所
な
の
だ

か
ら
︑
そ
の
月
に
対
す
る
見
立
て
が
︑
そ
の
ま
ま
極
楽
浄
土
に
重
な
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
月
に
は
何
者
か
が
暮
ら
し
︑
そ
こ
か
ら
何
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者
か
が
地
上
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
︑
貴
族
社
会
で
浄
土
教
を
受
け
入
れ
る
階
梯
と
し
て
機
能
す
る
︒

　

浄
土
教
は
︑
こ
の
世
界
を
離
れ
て
阿
弥
陀
仏
が
主
催
す
る
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
で
仏
・
菩
薩
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
で
︑
仏
教

実
践
の
手
段
と
し
て
出
家
集
団
の
中
で
展
開
し
た
の
で
あ
り
︑
現
世
を
楽
し
む
﹁
貴
族
の
サ
ロ
ン
文
化
﹂
で
の
月
見
と
詠
歌
と
は
対
照
的

で
︑
し
ば
ら
く
は
交
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
摂
関
期
に
な
る
と
︑
勧
学
会
と
い
う
一
つ
の
場
に
︑
本
来
性
格
が
異
な
る
貴
族
的

な
﹁
風
月
詩
酒
﹂
と
︑
信
仰
行
為
の
﹁
見
仏
聞
法
﹂
が
引
き
合
わ
せ
ら
れ
︑
こ
れ
が
貴
族
へ
の
浄
土
教
浸
透
の
先
蹤
と
な
る ︵
31
︶︒﹁
見
仏

聞
法
﹂
と
は
︑
仏
の
姿
を
見
て
説
法
を
聞
く
こ
と
で
︑
浄
土
教
で
は
こ
れ
を
月
に
浮
か
ぶ
阿
弥
陀
仏
を
対
象
と
す
る
観
想
念
仏
に
よ
り
実

現
し
よ
う
と
す
る ︵
32
︶︒
こ
れ
が
﹁
貴
族
の
サ
ロ
ン
文
化
﹂
で
の
風
月
を
賞
し
詩
を
作
る
と
い
う
︑
性
格
に
隔
た
り
が
あ
る
行
為
と
結
び

つ
く
の
は
︑
月
を
見
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
で
あ
ろ
う ︵
33
︶︒
月
が
生
物
の
存
在
場
所
と
な
る
と
い
う
『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
観

念
が
︑
貴
族
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
も
し
も
『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ

た
よ
う
な
︑
月
に
は
何
者
か
が
暮
ら
し
︑
そ
こ
か
ら
何
者
か
が
地
上
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
月
見
を
す
る
風
習
を
貴

族
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
月
を
眺
め
て
阿
弥
陀
仏
ら
の
来
迎
を
願
う
浄
土
教
の
貴
族
層
へ
の
広
が
り
は
も
っ
と
遅
れ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
︒

　
『
竹
取
物
語
』
は
︑
貴
族
の
浄
土
教
を
成
立
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
ま
た
浄
土
教
を
取
り
込
ん
で
構
成
さ
れ
た
と
も
言
い
難
い
︒

両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
︒
た
だ
『
竹
取
物
語
』
で
描
か
れ
る
月
見
の
起
源
説
話
や
月
の
観
念
も
し
く
は
そ
れ
ら
に
結
実
し
た
機
運

が
︑
貴
族
の
主
導
す
る
勧
学
会
を
実
現
さ
せ
︑
貴
族
社
会
へ
の
浄
土
教
の
浸
透
を
進
め
た
︒
僧
伽
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
浄
土
教
を
︑
貴

族
社
会
へ
呼
び
込
み
浸
透
さ
せ
た
の
は
︑『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
月
の
観
念
で
あ
っ
た
︒
か
ぐ
や
姫
を
月
の
人
が
迎
え
に
来
る
さ
ま

に
︑
阿
弥
陀
の
来
迎
を
重
ね
合
わ
せ
る
理
解
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
の
は
︑
そ
う
し
た
事
情
の
帰
結
で
あ
ろ
う
︒

七　

む　

す　

び

　

本
稿
で
は
︑『
竹
取
物
語
』
を
︑
貴
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
仏
教
の
脈
絡
の
中
に
位
置
づ
け
︑
ど
の
よ
う
な
関
連
が
考
え
ら
れ
る
か
︑
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仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

最
初
と
最
後
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
つ
ぎ
の
こ
と
を
論
じ
た
︒『
竹
取
物
語
』
の
最
初
に
あ
る
竹
中
生
誕
譚
・
致
富
長
者
譚
は
︑『
霊
異

記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
不
思
議
な
話
と
総
括
さ
れ
る
説
話
と
基
本
構
造
は
合
致
し
︑
ま
た
地
上
の
現
実
世
界
や
そ
の
暮
ら
し
を
肯
定

的
に
描
い
て
い
る
こ
と
も
︑『
霊
異
記
』
が
現
世
肯
定
を
基
調
と
す
る
こ
と
と
変
わ
ら
な
い
︒
特
徴
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
︑
か
ぐ
や

姫
が
︑
罪
に
よ
り
下
界
に
落
と
さ
れ
︑
そ
こ
で
一
定
期
間
を
過
ご
す
と
元
の
場
所
に
帰
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
り
成
立
す
る
の
だ
が
︑

『
霊
異
記
』
に
載
せ
さ
れ
る
地
獄
訪
問
譚
に
も
同
様
の
構
造
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
︑
そ
の
起
点
を
人
間
界
か
ら
天
界
に
置
き
換
え
た

と
す
る
理
解
も
で
き
る
︒
神
仙
思
想
に
見
ら
れ
る
謫
仙
に
基
づ
く
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
理
解
は
相
対
化
さ
れ
う
る
︒『
竹
取
物
語
』
の
最

後
の
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
場
面
は
︑
し
ば
し
ば
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
が
︑
結
局
地
上
の
人
は
月
世
界
を
願
う
こ
と
も

な
く
︑
む
し
ろ
『
霊
異
記
』
的
現
世
肯
定
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
浄
土
教
に
は
直
結
し
え
な
い
︒
む
し
ろ
︑
月
を
そ
れ
自
体

と
し
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
生
物
も
し
く
は
そ
の
居
住
空
間
と
し
て
把
握
し
︑
月
見
を
す
る
と
い
う
風
習
の
描
写
こ
そ
が
︑
月
を
浄
土
で

あ
り
仏
で
あ
る
と
し
て
望
み
︑
来
迎
を
願
う
浄
土
教
を
貴
族
が
受
容
す
る
こ
と
を
導
い
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
︒
よ
う
す
る
に
『
竹
取

物
語
』
は
︑『
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
現
世
肯
定
に
と
ど
ま
り
つ
つ
︑
月
に
関
す
る
観
念
に
お
い
て
︑
そ
れ
を
踏
み
出
し
浄
土
教
に
向
か

う
階
梯
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
︒

注

︵
1
︶ 

近
世
の
田
中
大
秀
『
竹
取
翁
物
語
解
』
や
小
山
儀
『
竹
取
物
語
抄
』
以
来
︑
典
拠
を
仏
典
や
漢
籍
か
ら
探
る
も
の
も
多
い
︒
阪
倉
篤
義
﹁
解
説
﹂

︵『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
岩
波
書
店
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
一
九
五
七
年
︶︑
野
口
元
大
﹁
解
説
﹂︵『
竹
取
物
語
』
新
潮
社
︑
新

潮
日
本
古
典
集
成
︑
一
九
七
九
年
︶︑
田
中
元
『
竹
取
・
伊
勢
物
語
の
世
界
』︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
二
年
︶︑
渡
辺
秀
夫
『
平
安
文
学
と
漢
文
世

界
』︵
勉
誠
社
︑
一
九
九
一
年
︶
第
三
篇
︑
第
四
章
『
竹
取
物
語
』
と
神
仙
譚
︑
小
嶋
菜
温
子
『
か
ぐ
や
姫
幻
想
』︵
森
話
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶︑
渡

辺
秀
夫
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島
』︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︶
な
ど
多
数
︒

︵
2
︶ 

田
中
元
前
掲
書
︑
第
二
章
『
竹
取
物
語
』︑
一
六
三
頁
︒

︵
3
︶ 

片
岡
洋
一
・
高
橋
正
治
等
校
注
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︵
小
学
館
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
一
九
九
四
年
︶︑
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竹
取
物
語
︑
二
一
頁
︒

︵
4
︶ 
渡
辺
秀
夫
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島
』︑
一
八
頁
︒

︵
5
︶ 
新
川
登
亀
男
『
道
教
を
め
ぐ
る
攻
防
』︵
大
修
館
書
店
︑
一
九
九
九
年
︶︒

︵
6
︶ 
日
本
で
の
神
仙
思
想
や
道
教
的
文
化
の
受
容
に
つ
い
て
は
広
く
研
究
さ
れ
て
き
た
︒
下
出
積
與
『
神
仙
思
想
』︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
八
年
︶︑

福
永
光
司
『
道
教
と
古
代
日
本
』︵
人
文
書
院
︑
一
九
八
七
年
︶︑
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』︵
塙
書
房
︑
一
九
九
一
年
︶︑
野
口
鉄
郎
編

『
選
集　

道
教
と
日
本
』︵
雄
山
閣
出
版
︑
一
九
九
七
年
︶
な
ど
︒『
竹
取
物
語
』
に
言
及
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
︒

︵
7
︶ 

井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
校
注
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』︵
岩
波
書
店
︑
日
本
思
想
体
系
︑
一
九
七
四
年
︶
所
載
﹁
文
献
解
題
﹂︒

︵
8
︶ 

仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
『
唐
令
拾
遺
補
』︵
東
大
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︶︑
学
令
︒

︵
9
︶ 

井
上
光
貞
・
関
晃
等
校
注
『
律
令
』︵
岩
波
書
店
︑
日
本
思
想
体
系
︑
一
九
七
六
年
︶
の
学
令
部
分
に
付
せ
ら
れ
る
頭
注
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

︵
10
︶ 

渡
辺
秀
夫
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島
』︑
二
一
頁
︒

︵
11
︶ 

『
本
朝
神
仙
伝
』
一
︑
倭
武
命
︵
前
掲
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』︶︑
二
五
七
頁
︒

︵
12
︶ 

春
日
和
男
・
遠
藤
嘉
基
『
日
本
霊
異
記
』︵
岩
波
書
店
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
一
九
六
七
年
︶︑
上
巻
﹁
聖
徳
太
子
︑
異
し
き
表
を
示
す
縁　

第

四
﹂︑
七
六
~
七
八
頁
︒

︵
13
︶ 

前
掲
『
日
本
霊
異
記
』︑
上
巻
﹁
女
人
︑
風
声
の
行
を
好
み
︑
仙
草
を
食
ひ
て
︑
現
身
に
天
を
飛
ぶ
縁　

第
十
三
﹂︑
一
〇
四
~
一
〇
七
頁
︒

︵
14
︶ 

前
掲
『
日
本
霊
異
記
』︑
上
巻
﹁
雷
の
憙
を
得
て
生
ま
令
め
し
子
の
力
在
る
縁　

第
三
﹂︑
七
〇
~
七
五
頁
︒

︵
15
︶ 

前
掲
『
日
本
霊
異
記
』︑
下
巻
﹁
産
み
生
せ
る
肉
団
の
作
れ
る
女
子
︑
善
を
修
し
人
を
化
す
る
縁　

第
十
九
﹂︑
三
六
八
~
三
七
一
頁
︒

︵
16
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
二
頁
︒

︵
17
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
六
五
頁
︑
七
〇
頁
︒

︵
18
︶ 

前
掲
『
日
本
霊
異
記
』︑
下
巻
の
﹁
閻
羅
王
︑
奇
し
き
表
を
示
し
︑
人
に
勧
め
て
善
を
修
せ
令
む
る
縁　

第
九
﹂︑
三
三
八
~
三
四
三
頁
︒

︵
19
︶ 

澤
田
瑞
穂
『
修
訂
地
獄
変
』︵
平
河
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︶
な
ど
に
よ
る
と
︑
こ
う
し
た
地
獄
訪
問
説
話
は
︑
仏
教
の
地
獄
観
念
に
中
国
的
道

教
的
冥
界
観
念
が
習
合
し
た
も
の
で
︑
道
教
的
観
念
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
︒
日
本
で
は
こ
う
し
た
習
合
的
地
獄
観
念
が
︑
仏
教
の
地
獄
観

念
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︒

︵
20
︶ 

前
掲
『
日
本
霊
異
記
』︑
中
巻
﹁
寺
の
息
利
の
酒
を
借
り
用
ゐ
て
︑
償
は
不
し
て
死
に
て
︑
牛
と
作
り
て
役
は
れ
︑
償
ふ
縁　

第
三
十
二
﹂︑
二
七

〇
~
二
七
三
頁
︒



二
九

仏
教
的
脈
絡
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』（
尾
留
川
）

︵
21
︶ 

拙
稿
﹁
六
道
輪
廻
観
念
の
回
避
と
し
て
の
『
霊
異
記
』
の
地
獄
観
念
と
死
後
理
解
│
『
冥
報
記
』
と
の
差
異
か
ら
み
る
『
霊
異
記
』
の
独
自

性 
│
﹂︵
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
第
二
四
七
号
︵
哲
学
五
十
五
号
︶︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶︒

︵
22
︶ 
前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
二
二
頁
︒

︵
23
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
二
頁
︒

︵
24
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
二
~
七
三
頁
︒

︵
25
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
四
頁
︒

︵
26
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
〇
頁
︒

︵
27
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
七
三
頁
︒

︵
28
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
六
三
~
六
四
頁
︒

︵
29
︶ 

前
掲
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』︑
六
四
頁
︒

︵
30
︶ 

田
中
元
前
掲
書
︑
一
八
九
~
一
九
七
頁
︒

︵
31
︶ 

小
原
仁
『
文
人
貴
族
の
系
譜
』︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶︑
六
七
頁
な
ど
︒

︵
32
︶ 

『
本
朝
往
生
伝
』
な
ど
に
も
︑
満
月
の
夜
に
没
し
て
往
生
し
た
と
す
る
も
の
が
見
え
る
︒

︵
33
︶ 

ち
な
み
に
こ
の
会
は
三
月
と
九
月
の
そ
れ
ぞ
れ
一
五
日
す
な
わ
ち
満
月
の
日
に
開
催
さ
れ
る
︒




