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『
竹
取
物
語
』
の
「
涙
」 

　
　

心
の
象
徴
と
し
て
の
涙
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
的
表
現
の
考
察　
　

斉
藤　

み
か

一
、
序
論

﹃
竹
取
物
語
﹄
は
日
本
の
物
語
文
学
の
出
発
点
と
言
え
る
作
品
で
あ
る
)
1
(

︒
和
歌
に
せ
よ
︑
物
語
に
せ
よ
︑
日
本
古
典
文
学
に
お
い
て

﹁
涙
﹂
は
非
常
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
も
物
語
の
主
題
と
密
接
に
関
係
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

あ
る
︒
ま
た
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
虚
構
性
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ

を
担
保
す
る
と
言
え
る
︒
本
論
文
で
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
涙
﹂﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
に
着
目
し
︑
人
間
の
心
の
象
徴
と
し

︵
1
︶ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
は
作
者
︑
成
立
年
共
に
不
詳
で
あ
る
が
︑
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
絵
合

巻
に
お
い
て
﹁
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
竹
取
の
翁
が
竹
の
中
に
見
付
け
た
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
求
婚
者
に
難
題

を
出
し
︑
求
婚
者
た
ち
は
難
題
に
挑
む
が
み
な
失
敗
し
︑
つ
い
に
は
帝
も
求
婚
す
る
が
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
も
拒
否
し
て
︑
最
後
は
月
に
帰
っ
て
し

ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
︒
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て
の
﹁
涙
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
涙
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
を
取
り
上
げ
︑
最
後
に
現
代
版
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
け
る

﹁
涙
﹂
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

二
、
涙
と
心

二
︱
一
、﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
「
涙
」
の
表
現

日
本
古
典
文
学
は
涙
で
溢
れ
て
い
る
︒
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄
の
冒
頭
で
︑
自
身
の
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
語
訳
へ
の
反
応
に
つ
い
て
﹁
な
か
で
も
読
者
を
も
っ
と
も
び
っ
く
り
さ
せ
た
の
は
︿
袖
の
涙
﹀
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
頁
︶
と
し
︑﹁
昔
の
日
本
人
は
︑
女
も
男
も
︑
ど
う
し
て
絶
え
間
な
く
涙
を
流
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
︒
お
化
粧
を
し
て
い
た
ら
し
い
の
に
︒
そ
れ
に
︑
い
く
ら
濡
れ
て
も
濡
れ
き
ら
な
い
あ
の
袖
は
︑
タ
オ
ル
の
よ
う
な
生
地
で
で

き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
﹂︵
同
上
︶
と
い
う
質
問
が
繰
り
返
し
出
て
き
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
確
か
に
︑
日
本
古
典
文
学
に
お
い
て
は

男
も
女
も
︑
と
に
か
く
涙
を
流
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
古
典
文
学
を
研
究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
︑
中
学
校
・
高
校
ま
で

の
学
校
教
育
で
古
典
文
学
に
触
れ
た
だ
け
と
い
う
日
本
人
に
と
っ
て
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
︑
古
典
文
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る

と
感
じ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
日
本
古
典
文
学
に
は
涙
が
つ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
涙
﹂
で
溢
れ
て
い
る
日
本
古
典
文
学
の
中
で
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
は
比
較
的
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
が
少
な
い
作
品
に
見
え
る
︒

実
際
に
﹁
涙
﹂
と
い
う
言
葉
の
登
場
回
数
は
物
語
全
体
を
通
し
て
極
め
て
少
な
い
︒
一
方
︑
涙
を
流
す
行
為
で
あ
る
﹁
泣
く
﹂
は
あ
ら

わ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
も
物
語
の
大
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
見
﹁
涙
﹂﹁
泣

く
﹂
と
い
う
表
現
が
少
な
い
作
品
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
は
﹁
涙
﹂
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒

物
語
の
大
部
分
に
﹁
涙
﹂
や
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ
ず
︑
一
見
﹁
涙
﹂
の
表
現
が
少
な
く
見
え
る
こ
と
が
︑
そ
の
重
要
な

役
割
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
は
人
の
心
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
わ
ず
か
三
カ
所
で
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
人
目
の
求
婚
者
で
あ
る
石

作
皇
子
の
歌
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
﹁
涙
﹂
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
翁
・
嫗
が
流
す
﹁
血
の

涙
﹂
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
︑
帝
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
か
ぐ
や
姫
に
向
け
て
詠
ん
だ
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
涙
﹂
で
あ
る
︒

一
方
︑
涙
を
流
す
行
為
で
あ
る
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
難
題
の
品
で
あ
る
龍
の
頸
の
玉
を
取
る
た
め
に
海
に
出
て
嵐
に
遭
う
大

伴
御
行
が
神
に
泣
き
な
が
ら
祈
る
場
面
︵﹁
泣
く
泣
く
呼
び
た
ま
ふ
こ
と
﹂︶︵
四
七
頁
︶
)
2
(

︑
大
伴
御
行
の
乗
る
船
の
楫
取
が
泣
く
と
い
う

描
写
︵﹁
楫
取
泣
く
﹂︶︵
四
六
頁
︶
を
除
く
と
︑
全
て
が
帝
の
訪
問
後
︑
物
語
終
盤
に
集
中
し
て
登
場
す
る
︒
帝
の
訪
問
か
ら
三
年
ば
か

り
経
っ
て
︑
か
ぐ
や
姫
は
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
場
面
か
ら
︑﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
︒﹁
泣
く
﹂

動
作
の
主
体
と
し
て
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
八
例
︑
翁
が
七
例
︑
嫗
が
二
例
で
あ
る
)
3
(

︒
こ
れ
ら
全
て
の
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
物
語

の
終
盤
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
2
︶ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
原
文
・
現
代
語
訳
は
全
て
片
桐
洋
一
校
注
・
訳
︵
一
九
九
四
︶﹃
竹
取
物
語
﹄︑﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
﹄︑
小
学
館
に

よ
る
︒

︵
3
︶ 

﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂︵
翁
と
嫗
と
い
っ
し
ょ
に
ひ
ど
く
泣
く
︶︵
六
六
頁
︶
に
つ
い
て
は
か
ぐ
や
姫
・
翁
・
嫗
が
泣
い
て
い
る
場
面
と
し

た
︒
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て
の
﹁
涙
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
涙
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
を
取
り
上
げ
︑
最
後
に
現
代
版
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
け
る

﹁
涙
﹂
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

二
、
涙
と
心

二
︱
一
、﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
「
涙
」
の
表
現

日
本
古
典
文
学
は
涙
で
溢
れ
て
い
る
︒
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄
の
冒
頭
で
︑
自
身
の
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
語
訳
へ
の
反
応
に
つ
い
て
﹁
な
か
で
も
読
者
を
も
っ
と
も
び
っ
く
り
さ
せ
た
の
は
︿
袖
の
涙
﹀
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
頁
︶
と
し
︑﹁
昔
の
日
本
人
は
︑
女
も
男
も
︑
ど
う
し
て
絶
え
間
な
く
涙
を
流
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
︒
お
化
粧
を
し
て
い
た
ら
し
い
の
に
︒
そ
れ
に
︑
い
く
ら
濡
れ
て
も
濡
れ
き
ら
な
い
あ
の
袖
は
︑
タ
オ
ル
の
よ
う
な
生
地
で
で

き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
﹂︵
同
上
︶
と
い
う
質
問
が
繰
り
返
し
出
て
き
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
確
か
に
︑
日
本
古
典
文
学
に
お
い
て
は

男
も
女
も
︑
と
に
か
く
涙
を
流
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
古
典
文
学
を
研
究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
︑
中
学
校
・
高
校
ま
で

の
学
校
教
育
で
古
典
文
学
に
触
れ
た
だ
け
と
い
う
日
本
人
に
と
っ
て
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
︑
古
典
文
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る

と
感
じ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
日
本
古
典
文
学
に
は
涙
が
つ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
涙
﹂
で
溢
れ
て
い
る
日
本
古
典
文
学
の
中
で
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
は
比
較
的
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
が
少
な
い
作
品
に
見
え
る
︒

実
際
に
﹁
涙
﹂
と
い
う
言
葉
の
登
場
回
数
は
物
語
全
体
を
通
し
て
極
め
て
少
な
い
︒
一
方
︑
涙
を
流
す
行
為
で
あ
る
﹁
泣
く
﹂
は
あ
ら

わ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
も
物
語
の
大
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
見
﹁
涙
﹂﹁
泣

く
﹂
と
い
う
表
現
が
少
な
い
作
品
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
は
﹁
涙
﹂
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒

物
語
の
大
部
分
に
﹁
涙
﹂
や
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ
ず
︑
一
見
﹁
涙
﹂
の
表
現
が
少
な
く
見
え
る
こ
と
が
︑
そ
の
重
要
な

役
割
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
は
人
の
心
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
わ
ず
か
三
カ
所
で
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
人
目
の
求
婚
者
で
あ
る
石

作
皇
子
の
歌
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
﹁
涙
﹂
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
翁
・
嫗
が
流
す
﹁
血
の

涙
﹂
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
︑
帝
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
か
ぐ
や
姫
に
向
け
て
詠
ん
だ
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
涙
﹂
で
あ
る
︒

一
方
︑
涙
を
流
す
行
為
で
あ
る
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
難
題
の
品
で
あ
る
龍
の
頸
の
玉
を
取
る
た
め
に
海
に
出
て
嵐
に
遭
う
大

伴
御
行
が
神
に
泣
き
な
が
ら
祈
る
場
面
︵﹁
泣
く
泣
く
呼
び
た
ま
ふ
こ
と
﹂︶︵
四
七
頁
︶
)
2
(

︑
大
伴
御
行
の
乗
る
船
の
楫
取
が
泣
く
と
い
う

描
写
︵﹁
楫
取
泣
く
﹂︶︵
四
六
頁
︶
を
除
く
と
︑
全
て
が
帝
の
訪
問
後
︑
物
語
終
盤
に
集
中
し
て
登
場
す
る
︒
帝
の
訪
問
か
ら
三
年
ば
か

り
経
っ
て
︑
か
ぐ
や
姫
は
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
場
面
か
ら
︑﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
︒﹁
泣
く
﹂

動
作
の
主
体
と
し
て
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
八
例
︑
翁
が
七
例
︑
嫗
が
二
例
で
あ
る
)
3
(

︒
こ
れ
ら
全
て
の
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
物
語

の
終
盤
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
2
︶ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
原
文
・
現
代
語
訳
は
全
て
片
桐
洋
一
校
注
・
訳
︵
一
九
九
四
︶﹃
竹
取
物
語
﹄︑﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
﹄︑
小
学
館
に

よ
る
︒

︵
3
︶ 

﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂︵
翁
と
嫗
と
い
っ
し
ょ
に
ひ
ど
く
泣
く
︶︵
六
六
頁
︶
に
つ
い
て
は
か
ぐ
や
姫
・
翁
・
嫗
が
泣
い
て
い
る
場
面
と
し

た
︒
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二
︱
二
、
か
ぐ
や
姫
の
涙

﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
に
限
ら
ず
︑
物
語
の
終
盤
に
至
る
ま
で
か
ぐ
や
姫
に
は
感
情
表
現
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︒
か
ぐ
や
姫
の
求

婚
者
た
ち
へ
の
反
応
は
終
止
冷
淡
で
あ
る
︒
五
人
目
の
求
婚
者
で
あ
る
石
上
麿
足
が
︑
難
題
失
敗
の
怪
我
が
も
と
で
死
ん
で
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
と
き
に
﹁
す
こ
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︱
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ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
難
題
へ
の
取
り
組
み
方
が
次
第
に
誠
実
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
人
目
は
拾
っ
て
き
た
だ
け
の
偽
の
鉢
を
提
出
す
る
︑
二
人
目
は
職
人
た
ち
に
作
ら
せ
周
到
に
用
意
し
た
偽
の
枝
を
提
出
す
る
︑
三
人

目
は
唐
の
商
人
か
ら
高
額
で
購
入
し
た
偽
の
皮
衣
を
提
出
す
る
︑
四
人
目
は
自
ら
海
に
出
て
難
破
す
る
︑
五
人
目
も
自
ら
籠
に
乗
り
︑

落
ち
て
腰
を
折
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︑
と
い
う
具
合
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
の
一
人
に
だ
け
は
か
ぐ
や
姫
の
方
か
ら
見
舞
い
の
歌
を

詠
み
︑
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
か
ぐ
や
姫
は
初
め
て
﹁
す
こ
し
あ
は
れ
﹂
と
同
情
を
示
す
の
で
あ
る
︒
次
第
に
誠
実
に
な
っ
て
い
く
よ

う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
求
婚
譚
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
心
を
学
ぶ
過
程
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
か
ぐ
や
姫
は
帝
の
求
婚

も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
が
︑
帝
と
は
﹁
か
や
う
に
て
︑
御
心
を
た
が
ひ
に
慰
め
た
ま
ふ
ほ
ど
に
︑
三
年
ば
か
り
あ
り
て
﹂︵
こ
の
よ
う

に
︑
お
互
い
の
御
心
を
慰
め
あ
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
︑
三
年
ば
か
り
た
っ
て
︶︵
六
三
頁
︶
と
あ
る
よ
う
に
三
年
に
わ
た
っ
て
手
紙
を
贈

り
合
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
月
に
帰
る
際
に
も
か
ぐ
や
姫
は
帝
に
不
死
の
薬
と
手
紙
を
残
し
て
い
る
︒
翁
・
嫗
に
育
て
ら
れ
る
中
で
︑

五
人
の
求
婚
者
の
取
り
組
み
を
見
て
︑
ま
た
帝
と
交
流
を
す
る
中
で
か
ぐ
や
姫
は
心
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
の

心
の
獲
得
と
喪
失
は
物
語
の
主
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
)
5
(

︒
物
語
終
盤
に
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ

と
は
︑
昇
天
の
直
前
に
は
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
心
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒　

月
の
人
が
心
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
か
ぐ
や
姫
自
身
が
説
明
す
る
場
面
が
あ
る
︒

御
心
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
悲
し
く
堪
へ
が
た
く
は
べ
る
な
り
︒
か
の
都
の
人
は
︑
い
と
け
う
ら
に
︑
老
い
を
せ
ず
な

む
︒
思
ふ
こ
と
も
な
く
は
べ
る
な
り
︒
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
︑
い
み
じ
は
べ
ら
ず
︒

︵
ご
両
親
様
の
御
心
ば
か
り
を
乱
し
て
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
︑
悲
し
く
て
堪
え
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
あ
の
月
の
都
の
人
は
︑
た

い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
︑
年
を
と
ら
な
い
の
で
す
︒
ま
た
悩
み
ご
と
も
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
で
も
︑
そ
の
よ
う
な
所
へ
行
こ
う

と
し
て
い
ま
す
の
も
︑
い
ま
の
私
に
は
︑
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︶︵
七
〇
頁
︶

月
の
人
が
美
し
く
不
老
不
死
で
あ
り
︑
悩
む
こ
と
も
な
い
︑
と
い
う
特
徴
を
語
る
直
前
に
︑
も
と
も
と
は
自
分
も
月
の
人
で
あ
っ
た

か
ぐ
や
姫
は
翁
・
嫗
を
残
し
て
去
る
こ
と
が
悲
し
く
堪
え
が
た
い
と
感
情
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
悲
し
い
と
感
じ
る
今

と
な
っ
て
は
︑
月
の
都
に
帰
る
こ
と
は
嬉
し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
心
を
持
つ
人
間
の
世
界
と
︑
心
を
持
た
な
い
月
の
人
の
世
界

の
対
比
が
見
て
と
れ
︑
か
つ
か
ぐ
や
姫
が
既
に
心
を
持
っ
た
人
間
世
界
側
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
台
詞
で
あ
る
と
言

え
る
︒

月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
に
︑
そ
ば
に
仕
え
て
い
る
人
が
﹁
月
の
顔
見
る
は
︑
忌
む
こ
と
﹂︵
月
の
顔
を
見
る
の
は
不
吉

な
こ
と
で
す
よ
︶︵
六
三
~
六
四
頁
︶
と
言
う
が
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
と
も
す
れ
ば
︑
人
間
に
も
︑
月
を
見
て
は
︑
い
み
じ
く
泣
き
た
ま
ふ
﹂

︵
と
も
す
れ
ば
︑
人
の
目
に
つ
か
な
い
間
に
も
︑
月
を
見
て
は
︑
ひ
ど
く
お
泣
き
に
な
る
︶︵
同
上
︶
と
あ
る
︒
そ
の
後
も
﹁
月
の
ほ
ど
に

な
り
ぬ
れ
ば
︑
な
ほ
時
々
は
う
ち
嘆
き
︑
泣
き
な
ど
す
﹂︵
月
が
出
る
こ
ろ
に
な
る
と
︑
や
は
り
︑
と
き
ど
き
は
た
め
息
を
つ
い
た
り
︑
泣

い
た
り
す
る
︶︵
六
五
頁
︶
と
︑
月
を
見
て
は
泣
く
様
子
が
描
か
れ
る
︒
八
月
十
五
日
が
近
づ
く
と
︑﹁
泣
く
﹂
が
さ
ら
に
頻
出
す
る
︒

︵
5
︶ 

例
え
ば
︑
有
馬
義
貴
は
﹁
心
﹂
の
交
流
と
そ
の
形
成
過
程
が
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
有
馬
︑
二

〇
〇
五
年
︑
八
九
頁
︶︒
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ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
難
題
へ
の
取
り
組
み
方
が
次
第
に
誠
実
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
人
目
は
拾
っ
て
き
た
だ
け
の
偽
の
鉢
を
提
出
す
る
︑
二
人
目
は
職
人
た
ち
に
作
ら
せ
周
到
に
用
意
し
た
偽
の
枝
を
提
出
す
る
︑
三
人

目
は
唐
の
商
人
か
ら
高
額
で
購
入
し
た
偽
の
皮
衣
を
提
出
す
る
︑
四
人
目
は
自
ら
海
に
出
て
難
破
す
る
︑
五
人
目
も
自
ら
籠
に
乗
り
︑

落
ち
て
腰
を
折
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︑
と
い
う
具
合
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
の
一
人
に
だ
け
は
か
ぐ
や
姫
の
方
か
ら
見
舞
い
の
歌
を

詠
み
︑
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
か
ぐ
や
姫
は
初
め
て
﹁
す
こ
し
あ
は
れ
﹂
と
同
情
を
示
す
の
で
あ
る
︒
次
第
に
誠
実
に
な
っ
て
い
く
よ

う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
求
婚
譚
は
︑
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
心
を
学
ぶ
過
程
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
か
ぐ
や
姫
は
帝
の
求
婚

も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
が
︑
帝
と
は
﹁
か
や
う
に
て
︑
御
心
を
た
が
ひ
に
慰
め
た
ま
ふ
ほ
ど
に
︑
三
年
ば
か
り
あ
り
て
﹂︵
こ
の
よ
う

に
︑
お
互
い
の
御
心
を
慰
め
あ
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
︑
三
年
ば
か
り
た
っ
て
︶︵
六
三
頁
︶
と
あ
る
よ
う
に
三
年
に
わ
た
っ
て
手
紙
を
贈

り
合
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
月
に
帰
る
際
に
も
か
ぐ
や
姫
は
帝
に
不
死
の
薬
と
手
紙
を
残
し
て
い
る
︒
翁
・
嫗
に
育
て
ら
れ
る
中
で
︑

五
人
の
求
婚
者
の
取
り
組
み
を
見
て
︑
ま
た
帝
と
交
流
を
す
る
中
で
か
ぐ
や
姫
は
心
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
の

心
の
獲
得
と
喪
失
は
物
語
の
主
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
)
5
(

︒
物
語
終
盤
に
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ

と
は
︑
昇
天
の
直
前
に
は
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
心
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒　

月
の
人
が
心
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
か
ぐ
や
姫
自
身
が
説
明
す
る
場
面
が
あ
る
︒

御
心
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
悲
し
く
堪
へ
が
た
く
は
べ
る
な
り
︒
か
の
都
の
人
は
︑
い
と
け
う
ら
に
︑
老
い
を
せ
ず
な

む
︒
思
ふ
こ
と
も
な
く
は
べ
る
な
り
︒
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
︑
い
み
じ
は
べ
ら
ず
︒

︵
ご
両
親
様
の
御
心
ば
か
り
を
乱
し
て
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
︑
悲
し
く
て
堪
え
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
あ
の
月
の
都
の
人
は
︑
た

い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
︑
年
を
と
ら
な
い
の
で
す
︒
ま
た
悩
み
ご
と
も
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
で
も
︑
そ
の
よ
う
な
所
へ
行
こ
う

と
し
て
い
ま
す
の
も
︑
い
ま
の
私
に
は
︑
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︶︵
七
〇
頁
︶

月
の
人
が
美
し
く
不
老
不
死
で
あ
り
︑
悩
む
こ
と
も
な
い
︑
と
い
う
特
徴
を
語
る
直
前
に
︑
も
と
も
と
は
自
分
も
月
の
人
で
あ
っ
た

か
ぐ
や
姫
は
翁
・
嫗
を
残
し
て
去
る
こ
と
が
悲
し
く
堪
え
が
た
い
と
感
情
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
悲
し
い
と
感
じ
る
今

と
な
っ
て
は
︑
月
の
都
に
帰
る
こ
と
は
嬉
し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
心
を
持
つ
人
間
の
世
界
と
︑
心
を
持
た
な
い
月
の
人
の
世
界

の
対
比
が
見
て
と
れ
︑
か
つ
か
ぐ
や
姫
が
既
に
心
を
持
っ
た
人
間
世
界
側
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
台
詞
で
あ
る
と
言

え
る
︒

月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
に
︑
そ
ば
に
仕
え
て
い
る
人
が
﹁
月
の
顔
見
る
は
︑
忌
む
こ
と
﹂︵
月
の
顔
を
見
る
の
は
不
吉

な
こ
と
で
す
よ
︶︵
六
三
~
六
四
頁
︶
と
言
う
が
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
と
も
す
れ
ば
︑
人
間
に
も
︑
月
を
見
て
は
︑
い
み
じ
く
泣
き
た
ま
ふ
﹂

︵
と
も
す
れ
ば
︑
人
の
目
に
つ
か
な
い
間
に
も
︑
月
を
見
て
は
︑
ひ
ど
く
お
泣
き
に
な
る
︶︵
同
上
︶
と
あ
る
︒
そ
の
後
も
﹁
月
の
ほ
ど
に

な
り
ぬ
れ
ば
︑
な
ほ
時
々
は
う
ち
嘆
き
︑
泣
き
な
ど
す
﹂︵
月
が
出
る
こ
ろ
に
な
る
と
︑
や
は
り
︑
と
き
ど
き
は
た
め
息
を
つ
い
た
り
︑
泣

い
た
り
す
る
︶︵
六
五
頁
︶
と
︑
月
を
見
て
は
泣
く
様
子
が
描
か
れ
る
︒
八
月
十
五
日
が
近
づ
く
と
︑﹁
泣
く
﹂
が
さ
ら
に
頻
出
す
る
︒

︵
5
︶ 

例
え
ば
︑
有
馬
義
貴
は
﹁
心
﹂
の
交
流
と
そ
の
形
成
過
程
が
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
有
馬
︑
二

〇
〇
五
年
︑
八
九
頁
︶︒
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八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
い
で
ゐ
て
︑
か
ぐ
や
姫
︑
い
と
い
た
く
泣
き
た
ま
ふ
︒
人
目
も
︑
今
は
つ
つ
み
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま

ふ
︒
こ
れ
を
見
て
︑
親
ど
も
も
︑﹁
何
事
ぞ
﹂
と
問
ひ
騒
ぐ
︒
か
ぐ
や
姫
︑
泣
く
泣
く
い
ふ

︵
八
月
十
五
日
も
近
い
こ
ろ
の
月
に
な
っ
て
︑
縁
側
に
出
て
す
わ
り
︑
か
ぐ
や
姫
は
︑
た
い
そ
う
ひ
ど
く
お
泣
き
に
な
る
︒
い
ま
は

も
う
︑
人
目
も
か
ま
わ
ず
お
泣
き
に
な
る
︒
こ
れ
を
見
て
︑
親
た
ち
も
︑﹁
い
っ
た
い
︑
ど
う
し
た
の
で
す
﹂
と
騒
い
で
た
ず
ね

る
︒
か
ぐ
や
姫
が
︑
泣
く
泣
く
言
う
に
は
︶︵
同
上
︶

そ
れ
ま
で
感
情
表
現
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
か
ぐ
や
姫
が
︑
昇
天
の
直
前
に
は
こ
れ
ほ
ど
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
心

を
獲
得
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
後
︑
羽
衣
を
着
た
途
端
か
ぐ
や
姫
は
そ
の
心
を
失
っ
て
月
へ
と
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

二
︱
三
、
人
間
た
ち
の
涙

羽
衣
を
着
た
途
端
︑
心
を
失
い
︑
心
を
持
た
な
い
月
の
人
に
戻
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
﹁
翁
を
︑
い
と
ほ
し
︑
か
な
し
と
思
し
つ
る
こ
と

も
失
せ
ぬ
﹂︵
翁
を
︑﹁
気
の
毒
だ
︑
不
憫
だ
﹂
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
か
ぐ
や
姫
か
ら
抜
け
出
て
し
ま
っ
た
︶︵
七
五
頁
︶
と
あ
る
よ

う
に
も
う
翁
の
こ
と
を
思
う
こ
と
は
な
く
な
り
︑
泣
く
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
︑
残
さ
れ
た
人
間
の
翁
と
嫗
は
心
を
持
ち
続
け
て
い
る

の
で
︑
血
の
涙
を
流
し
て
嘆
き
続
け
る
の
で
あ
る
︒
周
り
の
人
た
ち
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
手
紙
を
読
ん
で
聞
か
せ
て
も
﹁﹃
な
に
せ

む
に
か
命
も
惜
し
か
ら
む
︒
誰
が
た
め
に
か
︒
何
事
も
用
も
な
し
﹄
と
て
︑
薬
も
食
は
ず
︒
や
が
て
︑
起
き
も
あ
が
ら
で
︑
病
み
臥
せ

り
﹂︵﹁
何
を
す
る
た
め
に
命
を
惜
し
む
の
だ
︒
何
事
も
意
味
が
な
い
の
だ
﹂
と
言
っ
て
︑
薬
も
飲
ま
な
い
︒
そ
の
ま
ま
起
き
上
が
る
こ

と
も
な
く
︑
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
る
︶︵
七
六
頁
︶
と
い
う
様
子
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
が
去
っ
て
か
ら
も
︑
心
を
持
ち
続
け
る
人
間
た
ち

は
泣
き
続
け
る
わ
け
で
あ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
去
っ
て
か
ら
涙
を
流
し
て
い
る
の
は
翁
と
嫗
だ
け
で
は
な
い
︒
直
接
的
に
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
わ
け
で

は
な
い
が
︑
帝
の
歌
に
は
﹁
涙
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
は
数
少
な
い
﹁
涙
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
か
ぐ

や
姫
の
残
し
た
手
紙
と
不
死
の
薬
を
受
け
取
っ
た
帝
は
︑
天
に
最
も
近
い
山
で
︑
不
死
の
薬
と
自
ら
の
歌
を
燃
や
し
て
く
る
よ
う
に
命

じ
る
︒
そ
れ
が
次
の
歌
で
あ
る
︒

あ
ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
う
か
ぶ
我
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む
︵
同
上
︶

現
代
語
訳
は
﹁
か
ぐ
や
姫
に
会
う
こ
と
も
二
度
と
な
い
ゆ
え
に
︑
あ
ふ
れ
出
る
涙
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
わ
が
身
に
と
っ
て

は
︑
不
死
の
薬
な
ど
︑
何
の
役
に
立
と
う
ぞ
﹂︵
七
六
~
七
七
頁
︶
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
な
み
だ
﹂
の
部
分
は
︑﹁
あ
ふ
こ
と
も
な
み
﹂

︵
会
う
こ
と
も
な
い
︶
と
﹁
な
み
だ
﹂︵
涙
︶
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
物
思
ひ
﹂
を
な
く
し
て
︑
も
う
涙
を
流
す
こ
と
も
な
い
か
ぐ
や
姫

に
対
し
て
︑
人
間
で
あ
る
帝
は
﹁
涙
に
浮
か
び
﹂
な
が
ら
︑
月
の
人
の
象
徴
で
あ
る
不
死
の
薬
を
燃
や
す
の
で
あ
る
︒
不
死
に
な
る

チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
帝
が
不
死
の
薬
を
燃
や
す
こ
と
で
︑
物
語
が
不
老
不
死
で
美
し
く
心
を
持
た
な
い
月
の
人
よ
り
︑
老
い

て
死
に
︑
美
し
く
な
い
が
心
を
持
っ
て
い
る
人
間
を
選
択
︑
肯
定
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
時
に
詠
ま
れ
る
歌
に
﹁
涙
﹂
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
︒

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
涙
﹂
は
︑
人
間
の
心
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
る
︒
か
ぎ
り
な
し
の
美
を
持
ち
︑
か
ぎ
り
な
し
の
命
を
持
っ

た
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
︑
日
本
古
典
文
学
は
か
ぎ
り
の
あ
る
人
間
た
ち
の
世
界
の
も
の
と
な
る
︒
日
本
古
典
文
学



『竹取物語』の「涙」(171)

八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
い
で
ゐ
て
︑
か
ぐ
や
姫
︑
い
と
い
た
く
泣
き
た
ま
ふ
︒
人
目
も
︑
今
は
つ
つ
み
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま

ふ
︒
こ
れ
を
見
て
︑
親
ど
も
も
︑﹁
何
事
ぞ
﹂
と
問
ひ
騒
ぐ
︒
か
ぐ
や
姫
︑
泣
く
泣
く
い
ふ

︵
八
月
十
五
日
も
近
い
こ
ろ
の
月
に
な
っ
て
︑
縁
側
に
出
て
す
わ
り
︑
か
ぐ
や
姫
は
︑
た
い
そ
う
ひ
ど
く
お
泣
き
に
な
る
︒
い
ま
は

も
う
︑
人
目
も
か
ま
わ
ず
お
泣
き
に
な
る
︒
こ
れ
を
見
て
︑
親
た
ち
も
︑﹁
い
っ
た
い
︑
ど
う
し
た
の
で
す
﹂
と
騒
い
で
た
ず
ね

る
︒
か
ぐ
や
姫
が
︑
泣
く
泣
く
言
う
に
は
︶︵
同
上
︶

そ
れ
ま
で
感
情
表
現
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
か
ぐ
や
姫
が
︑
昇
天
の
直
前
に
は
こ
れ
ほ
ど
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
心

を
獲
得
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
後
︑
羽
衣
を
着
た
途
端
か
ぐ
や
姫
は
そ
の
心
を
失
っ
て
月
へ
と
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

二
︱
三
、
人
間
た
ち
の
涙

羽
衣
を
着
た
途
端
︑
心
を
失
い
︑
心
を
持
た
な
い
月
の
人
に
戻
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
﹁
翁
を
︑
い
と
ほ
し
︑
か
な
し
と
思
し
つ
る
こ
と

も
失
せ
ぬ
﹂︵
翁
を
︑﹁
気
の
毒
だ
︑
不
憫
だ
﹂
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
か
ぐ
や
姫
か
ら
抜
け
出
て
し
ま
っ
た
︶︵
七
五
頁
︶
と
あ
る
よ

う
に
も
う
翁
の
こ
と
を
思
う
こ
と
は
な
く
な
り
︑
泣
く
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
︑
残
さ
れ
た
人
間
の
翁
と
嫗
は
心
を
持
ち
続
け
て
い
る

の
で
︑
血
の
涙
を
流
し
て
嘆
き
続
け
る
の
で
あ
る
︒
周
り
の
人
た
ち
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
手
紙
を
読
ん
で
聞
か
せ
て
も
﹁﹃
な
に
せ

む
に
か
命
も
惜
し
か
ら
む
︒
誰
が
た
め
に
か
︒
何
事
も
用
も
な
し
﹄
と
て
︑
薬
も
食
は
ず
︒
や
が
て
︑
起
き
も
あ
が
ら
で
︑
病
み
臥
せ

り
﹂︵﹁
何
を
す
る
た
め
に
命
を
惜
し
む
の
だ
︒
何
事
も
意
味
が
な
い
の
だ
﹂
と
言
っ
て
︑
薬
も
飲
ま
な
い
︒
そ
の
ま
ま
起
き
上
が
る
こ

と
も
な
く
︑
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
る
︶︵
七
六
頁
︶
と
い
う
様
子
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
が
去
っ
て
か
ら
も
︑
心
を
持
ち
続
け
る
人
間
た
ち

は
泣
き
続
け
る
わ
け
で
あ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
去
っ
て
か
ら
涙
を
流
し
て
い
る
の
は
翁
と
嫗
だ
け
で
は
な
い
︒
直
接
的
に
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
わ
け
で

は
な
い
が
︑
帝
の
歌
に
は
﹁
涙
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
は
数
少
な
い
﹁
涙
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
か
ぐ

や
姫
の
残
し
た
手
紙
と
不
死
の
薬
を
受
け
取
っ
た
帝
は
︑
天
に
最
も
近
い
山
で
︑
不
死
の
薬
と
自
ら
の
歌
を
燃
や
し
て
く
る
よ
う
に
命

じ
る
︒
そ
れ
が
次
の
歌
で
あ
る
︒

あ
ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
う
か
ぶ
我
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む
︵
同
上
︶

現
代
語
訳
は
﹁
か
ぐ
や
姫
に
会
う
こ
と
も
二
度
と
な
い
ゆ
え
に
︑
あ
ふ
れ
出
る
涙
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
わ
が
身
に
と
っ
て

は
︑
不
死
の
薬
な
ど
︑
何
の
役
に
立
と
う
ぞ
﹂︵
七
六
~
七
七
頁
︶
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
な
み
だ
﹂
の
部
分
は
︑﹁
あ
ふ
こ
と
も
な
み
﹂

︵
会
う
こ
と
も
な
い
︶
と
﹁
な
み
だ
﹂︵
涙
︶
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
物
思
ひ
﹂
を
な
く
し
て
︑
も
う
涙
を
流
す
こ
と
も
な
い
か
ぐ
や
姫

に
対
し
て
︑
人
間
で
あ
る
帝
は
﹁
涙
に
浮
か
び
﹂
な
が
ら
︑
月
の
人
の
象
徴
で
あ
る
不
死
の
薬
を
燃
や
す
の
で
あ
る
︒
不
死
に
な
る

チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
帝
が
不
死
の
薬
を
燃
や
す
こ
と
で
︑
物
語
が
不
老
不
死
で
美
し
く
心
を
持
た
な
い
月
の
人
よ
り
︑
老
い

て
死
に
︑
美
し
く
な
い
が
心
を
持
っ
て
い
る
人
間
を
選
択
︑
肯
定
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
時
に
詠
ま
れ
る
歌
に
﹁
涙
﹂
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
︒

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
涙
﹂
は
︑
人
間
の
心
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
る
︒
か
ぎ
り
な
し
の
美
を
持
ち
︑
か
ぎ
り
な
し
の
命
を
持
っ

た
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
︑
日
本
古
典
文
学
は
か
ぎ
り
の
あ
る
人
間
た
ち
の
世
界
の
も
の
と
な
る
︒
日
本
古
典
文
学



(172)

が
涙
で
溢
れ
て
い
る
の
も
︑
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

三
、
涙
と
パ
ロ
デ
ィ

三
︱
一
、「
血
の
涙
」
と
「
恥
の
涙
」

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
涙
﹂
は
人
間
の
心
の
象
徴
と
も
言
え
る
︒
一
方
で
︑﹁
涙
﹂
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
は
パ
ロ
デ
ィ
的
な
側
面

も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
が
そ
れ
ま
で
の
神
話
・
伝
承
・
説
話

と
は
異
な
り
︑
自
ら
の
虚
構
性
を
自
覚
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

﹁
涙
﹂
に
関
連
す
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
の
一
つ
は
﹁
血
の
涙
﹂
で
あ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
は
﹁
血
の
涙
﹂
が
二
回
登
場
す
る
︒
一

つ
は
︑
石
作
皇
子
の
歌
の
中
︑
も
う
一
つ
は
か
ぐ
や
姫
が
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
翁
・
嫗
の
描
写
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
後
︑
翁

と
嫗
は
﹁
そ
の
後
︑
翁
︑
嫗
︑
血
の
涙
を
流
し
て
惑
へ
ど
︑
か
ひ
な
し
﹂︵
そ
の
の
ち
︑
翁
と
嫗
は
血
の
涙
を
流
し
て
思
い
乱
れ
る
け
れ

ど
も
︑
ど
う
に
も
し
か
た
が
な
い
︶︵
七
六
頁
︶
と
あ
る
︒

こ
の
﹁
血
の
涙
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
漢
語
﹁
血
涙
﹂
の
訓
読
み
と
見
な
さ
れ
て
お
り
︑﹁
痛
切
な
悲
し
み
に
よ
っ
て
流
す
涙
の
誇
張
表

現
﹂︵﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄︶
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
血
涙
﹂
は
王
昭
君
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
美
女
が
流
す
涙
で
あ
る
︒
ま

た
︑
白
楽
天
の
﹃
長
恨
歌
﹄
に
も
﹁
血
涙
﹂
が
登
場
す
る
︒
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の
涙
で
あ
る 

︒
ク
リ
ス
テ
ワ
は
﹁﹃
血
涙
﹄
は
た
ん

に
︿
女
性
の
涙
﹀
で
は
な
く
︑︿
美
人
の
涙
﹀
を
意
味
す
る
の
で
︑
美
化
の
対
象
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
︵
中
略
︶﹃
長

恨
歌
﹄
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
伝
承
か
ら
詩
へ
と
場
所
を
移
し
た
﹃
血
涙
﹄
は
︿
美
女
が
流
す
涙
﹀
か
ら
︿
美
女
の
た
め
に
流

す
涙
﹀
に
移
り
変
わ
り
︑
美
を
思
い
慕
う
心
を
映
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
〇
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
︑
ク
リ
ス
テ
ワ
は
こ
の
翁
・
嫗
の
﹁
血
の
涙
﹂
に
つ
い
て
﹁
悲
し
み
だ
け
で
は
な
く
︑
失
わ
れ
た
﹃
こ
の
世
に
な
い
美
﹄
へ
の

追
慕
の
表
現
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
﹂︵
同
上
︑
四
五
二
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
る
︒
一
方
︑
涙
を
流
す
主
体
を
見
て
み
る
と
︑
漢
詩
に
見

ら
れ
る
﹁
血
涙
﹂
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
血
の
涙
を
流
す
の
は
︑
翁
と
嫗
な
の
で
あ
る
︒
王
昭
君
の
よ
う
な
美
女
自
身
で
も
な
く
︑

﹃
長
恨
歌
﹄
の
よ
う
に
男
性
が
美
女
を
思
っ
て
流
す
涙
で
も
な
く
︑
親
と
い
う
立
場
の
翁
と
嫗
が
流
す
涙
と
し
て
﹁
血
の
涙
﹂
が
登
場
す

る
の
で
あ
る
︒

﹁
血
の
涙
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
的
側
面
は
︑
石
作
皇
子
の
歌
に
見
ら
れ
る
﹁
血
の
涙
﹂
に
お
い
て
よ
り
明
確
で
あ
る
︒
石
作
皇
子
は
︑
仏
の

御
石
の
鉢
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
か
ぐ
や
姫
に
言
わ
れ
る
が
︑﹁
心
の
し
た
く
あ
る
人
﹂︵
見
通
し
の
き
く
人
︶︵
二
五
頁
︶
で
あ
っ
た
の

で
︑
大
和
の
国
十
市
の
郡
に
あ
る
山
寺
の
賓
頭
盧
の
前
に
あ
る
鉢
を
取
っ
て
き
て
︑
錦
の
袋
に
入
れ
て
︑
飾
り
花
を
添
え
て
︑
そ
れ
ら

し
く
飾
っ
て
か
ぐ
や
姫
に
提
出
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
に
鉢
の
中
に
入
れ
た
皇
子
の
手
紙
に
は
次
の
歌
が
書
か
れ
て
い
た
︒

　

海
山
の
道
に
心
を
つ
く
し
は
て
な
い
し
の
は
ち
の
涙
な
が
れ
き
︵
二
六
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
石
の
鉢
を
求
め
る
た
め
に
︑
筑
紫
を
出
発
し
て
か
ら
天
竺
ま
で
の
海
路
山
路
に
︑
精
魂
を
つ
く
し
は
て
︑
果
て
な
い

旅
を
つ
づ
け
︑
ほ
ん
と
う
に
泣
き
の
涙
︑
血
の
涙
ま
で
流
れ
た
こ
と
で
し
た
よ
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
難
題
の
品
で
あ
る
﹁
鉢
﹂

と
﹁
血
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
は
︑
と
り
わ
け
修
辞
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹁
鉢
﹂
と

﹁
血
﹂
以
外
に
も
︑﹁
う
み
﹂
に
は
﹁
海
﹂﹁
憂
み
﹂︑﹁
つ
く
し
﹂
に
は
﹁
筑
紫
﹂﹁
尽
く
し
﹂︑﹁
な
い
し
﹂
に
は
﹁
石
﹂﹁
泣
い
し
﹂ 

を
掛

け
て
い
る
︒
大
井
田
晴
彦
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
﹁
執
拗
な
ま
で
に
掛
詞
・
縁
語
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
が
特
徴
﹂︵
大
井
田
︑
二
〇
一
一



『竹取物語』の「涙」(173)

が
涙
で
溢
れ
て
い
る
の
も
︑
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

三
、
涙
と
パ
ロ
デ
ィ

三
︱
一
、「
血
の
涙
」
と
「
恥
の
涙
」

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
涙
﹂
は
人
間
の
心
の
象
徴
と
も
言
え
る
︒
一
方
で
︑﹁
涙
﹂
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
は
パ
ロ
デ
ィ
的
な
側
面

も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
が
そ
れ
ま
で
の
神
話
・
伝
承
・
説
話

と
は
異
な
り
︑
自
ら
の
虚
構
性
を
自
覚
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

﹁
涙
﹂
に
関
連
す
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
の
一
つ
は
﹁
血
の
涙
﹂
で
あ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
は
﹁
血
の
涙
﹂
が
二
回
登
場
す
る
︒
一

つ
は
︑
石
作
皇
子
の
歌
の
中
︑
も
う
一
つ
は
か
ぐ
や
姫
が
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
翁
・
嫗
の
描
写
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
後
︑
翁

と
嫗
は
﹁
そ
の
後
︑
翁
︑
嫗
︑
血
の
涙
を
流
し
て
惑
へ
ど
︑
か
ひ
な
し
﹂︵
そ
の
の
ち
︑
翁
と
嫗
は
血
の
涙
を
流
し
て
思
い
乱
れ
る
け
れ

ど
も
︑
ど
う
に
も
し
か
た
が
な
い
︶︵
七
六
頁
︶
と
あ
る
︒

こ
の
﹁
血
の
涙
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
漢
語
﹁
血
涙
﹂
の
訓
読
み
と
見
な
さ
れ
て
お
り
︑﹁
痛
切
な
悲
し
み
に
よ
っ
て
流
す
涙
の
誇
張
表

現
﹂︵﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄︶
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
血
涙
﹂
は
王
昭
君
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
美
女
が
流
す
涙
で
あ
る
︒
ま

た
︑
白
楽
天
の
﹃
長
恨
歌
﹄
に
も
﹁
血
涙
﹂
が
登
場
す
る
︒
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の
涙
で
あ
る 

︒
ク
リ
ス
テ
ワ
は
﹁﹃
血
涙
﹄
は
た
ん

に
︿
女
性
の
涙
﹀
で
は
な
く
︑︿
美
人
の
涙
﹀
を
意
味
す
る
の
で
︑
美
化
の
対
象
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
︵
中
略
︶﹃
長

恨
歌
﹄
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
伝
承
か
ら
詩
へ
と
場
所
を
移
し
た
﹃
血
涙
﹄
は
︿
美
女
が
流
す
涙
﹀
か
ら
︿
美
女
の
た
め
に
流

す
涙
﹀
に
移
り
変
わ
り
︑
美
を
思
い
慕
う
心
を
映
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
〇
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
︑
ク
リ
ス
テ
ワ
は
こ
の
翁
・
嫗
の
﹁
血
の
涙
﹂
に
つ
い
て
﹁
悲
し
み
だ
け
で
は
な
く
︑
失
わ
れ
た
﹃
こ
の
世
に
な
い
美
﹄
へ
の

追
慕
の
表
現
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
﹂︵
同
上
︑
四
五
二
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
る
︒
一
方
︑
涙
を
流
す
主
体
を
見
て
み
る
と
︑
漢
詩
に
見

ら
れ
る
﹁
血
涙
﹂
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
血
の
涙
を
流
す
の
は
︑
翁
と
嫗
な
の
で
あ
る
︒
王
昭
君
の
よ
う
な
美
女
自
身
で
も
な
く
︑

﹃
長
恨
歌
﹄
の
よ
う
に
男
性
が
美
女
を
思
っ
て
流
す
涙
で
も
な
く
︑
親
と
い
う
立
場
の
翁
と
嫗
が
流
す
涙
と
し
て
﹁
血
の
涙
﹂
が
登
場
す

る
の
で
あ
る
︒

﹁
血
の
涙
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
的
側
面
は
︑
石
作
皇
子
の
歌
に
見
ら
れ
る
﹁
血
の
涙
﹂
に
お
い
て
よ
り
明
確
で
あ
る
︒
石
作
皇
子
は
︑
仏
の

御
石
の
鉢
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
か
ぐ
や
姫
に
言
わ
れ
る
が
︑﹁
心
の
し
た
く
あ
る
人
﹂︵
見
通
し
の
き
く
人
︶︵
二
五
頁
︶
で
あ
っ
た
の

で
︑
大
和
の
国
十
市
の
郡
に
あ
る
山
寺
の
賓
頭
盧
の
前
に
あ
る
鉢
を
取
っ
て
き
て
︑
錦
の
袋
に
入
れ
て
︑
飾
り
花
を
添
え
て
︑
そ
れ
ら

し
く
飾
っ
て
か
ぐ
や
姫
に
提
出
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
に
鉢
の
中
に
入
れ
た
皇
子
の
手
紙
に
は
次
の
歌
が
書
か
れ
て
い
た
︒

　

海
山
の
道
に
心
を
つ
く
し
は
て
な
い
し
の
は
ち
の
涙
な
が
れ
き
︵
二
六
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
石
の
鉢
を
求
め
る
た
め
に
︑
筑
紫
を
出
発
し
て
か
ら
天
竺
ま
で
の
海
路
山
路
に
︑
精
魂
を
つ
く
し
は
て
︑
果
て
な
い

旅
を
つ
づ
け
︑
ほ
ん
と
う
に
泣
き
の
涙
︑
血
の
涙
ま
で
流
れ
た
こ
と
で
し
た
よ
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
難
題
の
品
で
あ
る
﹁
鉢
﹂

と
﹁
血
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
は
︑
と
り
わ
け
修
辞
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹁
鉢
﹂
と

﹁
血
﹂
以
外
に
も
︑﹁
う
み
﹂
に
は
﹁
海
﹂﹁
憂
み
﹂︑﹁
つ
く
し
﹂
に
は
﹁
筑
紫
﹂﹁
尽
く
し
﹂︑﹁
な
い
し
﹂
に
は
﹁
石
﹂﹁
泣
い
し
﹂ 

を
掛

け
て
い
る
︒
大
井
田
晴
彦
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
﹁
執
拗
な
ま
で
に
掛
詞
・
縁
語
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
が
特
徴
﹂︵
大
井
田
︑
二
〇
一
一
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年
︑
一
一
四
頁
︶
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
室
城
秀
之
は
﹁﹃
な
い
し
の
は
ち
の
な
み
だ
な
が
れ
き
﹄
と
頭
韻
を
踏
ん
で
い

る
﹂︵
室
城
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
六
九
頁
︶
こ
と
に
も
着
目
す
る
︒
た
し
か
に
︑
こ
の
歌
は
修
辞
で
飾
っ
た
︑
一
見
手
の
込
ん
だ
歌
に
見

え
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
石
の
鉢
﹂﹁
血
の
涙
﹂
に
加
え
て
﹁
は
ち
の

涙
﹂︑
つ
ま
り
﹁
恥
の
涙
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

石
作
皇
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑﹁
か
の
鉢
を
捨
て
て
︑
ま
た
い
ひ
け
る
よ
り
ぞ
︑
面
な
き
こ
と
を
ば
︑﹃
は
ぢ
を
す
つ
﹄
と
は
い
ひ
け

る
﹂︵
あ
の
偽
の
鉢
を
捨
て
て
か
ら
も
︑
ま
た
︑
あ
つ
か
ま
し
く
も
︑﹁
頼
ま
る
る
か
な
﹂
な
ど
と
言
っ
た
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
︑
あ

つ
か
ま
し
い
こ
と
を
﹁
は
じ
︵
ぢ
︶
を
す
て
る
﹂
と
言
う
の
で
あ
っ
た
︶︵
二
七
頁
︶
と
い
う
語
源
譚
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
偽
の

鉢
を
捨
て
て
︑
ま
だ
諦
め
ず
に
歌
を
贈
っ
た
こ
と
か
ら
︑
あ
つ
か
ま
し
い
こ
と
を
﹁
恥
を
捨
て
る
﹂
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
は
ち
を
捨
つ
﹂
は
﹁
恥
を
捨
つ
﹂
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
石
作
皇
子

の
歌
に
お
け
る
﹁
は
ち
の
涙
﹂
も
︑﹁
血
の
涙
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
恥
の
涙
﹂
で
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
︒
そ
れ
ら
し
く
錦
の
袋
に
入

れ
て
︑
飾
り
花
を
添
え
た
鉢
が
︑
光
が
な
い
と
い
う
理
由
で
瞬
時
に
か
ぐ
や
姫
に
偽
物
だ
と
見
抜
か
れ
て
し
ま
う
お
粗
末
な
も
の
で
あ

る
よ
う
に
︑﹁
血
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
︑
一
見
手
の
込
ん
だ
歌
は
す
で
に
﹁
恥
の
涙
﹂
を
内
包
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
嘘
を

見
抜
か
れ
た
皇
子
が
流
す
の
は
﹁
恥
の
涙
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
血
の
涙
﹂
は
︑﹁
血
涙
﹂
の
単
な
る
訓
読
み
で

は
な
く
︑
パ
ロ
デ
ィ
を
通
し
て
和
語
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

三
︱
二
、
濡
れ
る
袂
・
乾
く
袂

﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
石
作
皇
子
の
歌
は
︑
求
婚
譚
全
体
に
流
れ
る
貴
公
子
た
ち
の
失
敗
の
滑
稽
さ
と
呼
応
し
て
︑
そ

れ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
読
者
の
笑
い
を
誘
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
歌
で
こ
う
し
た
失
敗
を
し
て
い
る
人
物
は
石
作
皇
子
だ
け
で
は

な
い
︒
そ
し
て
︑
他
の
﹁
失
敗
﹂
の
例
も
ま
た
︑
涙
と
関
連
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
二
人
目
の
求
婚
者
の
車
持
皇
子
の
歌
で
あ
る
︒
蓬
莱

の
玉
の
枝
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
車
持
皇
子
は
︑﹁
心
た
ば
か
り
あ
る
人
﹂︵
策
略
に
秀
で
た
人
︶︵
同
上
︶
で
あ
っ
た
の
で
︑

蓬
莱
山
に
出
か
け
た
ふ
り
を
し
て
︑
実
際
に
は
職
人
た
ち
と
籠
っ
て
︑
職
人
た
ち
に
玉
の
枝
を
作
ら
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
さ
も

旅
か
ら
戻
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
翁
の
家
を
訪
問
し
︑
嘘
の
冒
険
譚
を
語
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
聞
い
て
す
っ
か
り
感
動
し
た
翁
が
思

わ
ず
歌
を
詠
み
︑
そ
れ
に
皇
子
が
答
え
た
歌
が
次
の
歌
で
あ
る
)
6
(

︒

我
が
袂
今
日
か
わ
け
れ
ば
わ
び
し
さ
の
千
種
の
数
も
忘
ら
れ
ぬ
べ
し
︵
三
三
~
三
四
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
海
と
潮
と
涙
に
濡
れ
た
私
の
袂
は
︑
目
的
を
達
し
た
今
日
は
す
っ
か
り
乾
き
ま
し
た
の
で
︑
い
ま
ま
で
の
多
く
の
艱

難
辛
苦
も
︑
し
ぜ
ん
に
忘
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
袂
今
日
か
わ
け
れ
ば
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
自
ら
難
題

に
挑
む
中
で
海
の
水
と
涙
に
濡
れ
た
自
分
の
袂
が
︑
枝
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
っ
か
り
乾
い
た
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

こ
れ
は
実
体
的
な
意
味
で
は
問
題
な
い
が
︑
歌
こ
と
ば
と
し
て
﹁
袖
の
涙
﹂
を
考
え
て
み
れ
ば
︑
乾
か
な
い
袖
は
恋
心
の
表
現
で
あ
り
︑

乾
い
て
し
ま
え
ば
恋
心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
問
題
が
な
い
が
︑

︵
6
︶ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
他
の
場
面
で
は
︑
歌
の
贈
答
は
求
婚
者
と
か
ぐ
や
姫
︑
あ
る
い
は
帝
と
か
ぐ
や
姫
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

歌
は
翁
と
皇
子
の
ペ
ア
で
交
わ
さ
れ
る
贈
答
歌
と
い
う
点
で
既
に
パ
ロ
デ
ィ
的
で
あ
る
︒



『竹取物語』の「涙」(175)

年
︑
一
一
四
頁
︶
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
室
城
秀
之
は
﹁﹃
な
い
し
の
は
ち
の
な
み
だ
な
が
れ
き
﹄
と
頭
韻
を
踏
ん
で
い

る
﹂︵
室
城
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
六
九
頁
︶
こ
と
に
も
着
目
す
る
︒
た
し
か
に
︑
こ
の
歌
は
修
辞
で
飾
っ
た
︑
一
見
手
の
込
ん
だ
歌
に
見

え
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
石
の
鉢
﹂﹁
血
の
涙
﹂
に
加
え
て
﹁
は
ち
の

涙
﹂︑
つ
ま
り
﹁
恥
の
涙
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

石
作
皇
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑﹁
か
の
鉢
を
捨
て
て
︑
ま
た
い
ひ
け
る
よ
り
ぞ
︑
面
な
き
こ
と
を
ば
︑﹃
は
ぢ
を
す
つ
﹄
と
は
い
ひ
け

る
﹂︵
あ
の
偽
の
鉢
を
捨
て
て
か
ら
も
︑
ま
た
︑
あ
つ
か
ま
し
く
も
︑﹁
頼
ま
る
る
か
な
﹂
な
ど
と
言
っ
た
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
︑
あ

つ
か
ま
し
い
こ
と
を
﹁
は
じ
︵
ぢ
︶
を
す
て
る
﹂
と
言
う
の
で
あ
っ
た
︶︵
二
七
頁
︶
と
い
う
語
源
譚
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
偽
の

鉢
を
捨
て
て
︑
ま
だ
諦
め
ず
に
歌
を
贈
っ
た
こ
と
か
ら
︑
あ
つ
か
ま
し
い
こ
と
を
﹁
恥
を
捨
て
る
﹂
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
は
ち
を
捨
つ
﹂
は
﹁
恥
を
捨
つ
﹂
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
石
作
皇
子

の
歌
に
お
け
る
﹁
は
ち
の
涙
﹂
も
︑﹁
血
の
涙
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
恥
の
涙
﹂
で
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
︒
そ
れ
ら
し
く
錦
の
袋
に
入

れ
て
︑
飾
り
花
を
添
え
た
鉢
が
︑
光
が
な
い
と
い
う
理
由
で
瞬
時
に
か
ぐ
や
姫
に
偽
物
だ
と
見
抜
か
れ
て
し
ま
う
お
粗
末
な
も
の
で
あ

る
よ
う
に
︑﹁
血
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
︑
一
見
手
の
込
ん
だ
歌
は
す
で
に
﹁
恥
の
涙
﹂
を
内
包
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
嘘
を

見
抜
か
れ
た
皇
子
が
流
す
の
は
﹁
恥
の
涙
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
血
の
涙
﹂
は
︑﹁
血
涙
﹂
の
単
な
る
訓
読
み
で

は
な
く
︑
パ
ロ
デ
ィ
を
通
し
て
和
語
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

三
︱
二
、
濡
れ
る
袂
・
乾
く
袂

﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
石
作
皇
子
の
歌
は
︑
求
婚
譚
全
体
に
流
れ
る
貴
公
子
た
ち
の
失
敗
の
滑
稽
さ
と
呼
応
し
て
︑
そ

れ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
読
者
の
笑
い
を
誘
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
歌
で
こ
う
し
た
失
敗
を
し
て
い
る
人
物
は
石
作
皇
子
だ
け
で
は

な
い
︒
そ
し
て
︑
他
の
﹁
失
敗
﹂
の
例
も
ま
た
︑
涙
と
関
連
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
二
人
目
の
求
婚
者
の
車
持
皇
子
の
歌
で
あ
る
︒
蓬
莱

の
玉
の
枝
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
車
持
皇
子
は
︑﹁
心
た
ば
か
り
あ
る
人
﹂︵
策
略
に
秀
で
た
人
︶︵
同
上
︶
で
あ
っ
た
の
で
︑

蓬
莱
山
に
出
か
け
た
ふ
り
を
し
て
︑
実
際
に
は
職
人
た
ち
と
籠
っ
て
︑
職
人
た
ち
に
玉
の
枝
を
作
ら
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
さ
も

旅
か
ら
戻
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
翁
の
家
を
訪
問
し
︑
嘘
の
冒
険
譚
を
語
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
聞
い
て
す
っ
か
り
感
動
し
た
翁
が
思

わ
ず
歌
を
詠
み
︑
そ
れ
に
皇
子
が
答
え
た
歌
が
次
の
歌
で
あ
る
)
6
(

︒

我
が
袂
今
日
か
わ
け
れ
ば
わ
び
し
さ
の
千
種
の
数
も
忘
ら
れ
ぬ
べ
し
︵
三
三
~
三
四
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
海
と
潮
と
涙
に
濡
れ
た
私
の
袂
は
︑
目
的
を
達
し
た
今
日
は
す
っ
か
り
乾
き
ま
し
た
の
で
︑
い
ま
ま
で
の
多
く
の
艱

難
辛
苦
も
︑
し
ぜ
ん
に
忘
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
袂
今
日
か
わ
け
れ
ば
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
自
ら
難
題

に
挑
む
中
で
海
の
水
と
涙
に
濡
れ
た
自
分
の
袂
が
︑
枝
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
っ
か
り
乾
い
た
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

こ
れ
は
実
体
的
な
意
味
で
は
問
題
な
い
が
︑
歌
こ
と
ば
と
し
て
﹁
袖
の
涙
﹂
を
考
え
て
み
れ
ば
︑
乾
か
な
い
袖
は
恋
心
の
表
現
で
あ
り
︑

乾
い
て
し
ま
え
ば
恋
心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
問
題
が
な
い
が
︑

︵
6
︶ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
他
の
場
面
で
は
︑
歌
の
贈
答
は
求
婚
者
と
か
ぐ
や
姫
︑
あ
る
い
は
帝
と
か
ぐ
や
姫
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

歌
は
翁
と
皇
子
の
ペ
ア
で
交
わ
さ
れ
る
贈
答
歌
と
い
う
点
で
既
に
パ
ロ
デ
ィ
的
で
あ
る
︒



(176)

ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
﹁
気
持
ち
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
︑
な
ん
と
も
間
抜
け
な
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
)
7
(

︒

袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
求
婚
者
は
も
う
一
人
い
る
︒
三
人
目
の
求
婚
者
︑
阿
倍
御
主
人
で
あ
る
︒
火
鼠
の
皮
衣
を
持
っ
て
く
る
よ
う

に
言
わ
れ
た
阿
倍
御
主
人
は
︑
唐
の
商
人
か
ら
高
額
で
火
鼠
の
皮
衣
を
購
入
す
る
︒
本
物
と
信
じ
て
い
た
阿
倍
御
主
人
は
︑
大
金
を
は

た
い
て
購
入
し
た
皮
衣
を
持
っ
て
翁
の
家
を
訪
れ
る
︒
そ
し
て
︑
次
の
歌
と
一
緒
に
贈
る
の
で
あ
る
︒

か
ぎ
り
な
き
思
ひ
に
焼
け
ぬ
皮
衣
袂
か
わ
き
て
今
日
こ
そ
は
着
め
︵
四
〇
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
か
ぎ
り
の
な
い
わ
が
思
い
︵
ひ
︶
に
泣
き
ぬ
れ
て
い
た
私
も
︑
今
日
は
泣
く
こ
と
も
な
い
の
で
︑
乾
い
た
袂
の
ま
ま

で
着
ら
れ
ま
し
ょ
う
よ
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
歌
も
ま
た
︑
実
体
的
な
意
味
と
し
て
は
︑
難
題
の
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
袂
が
乾
く
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
詩
的
言
語
の
レ
ベ
ル
で
は
恋
の
涙
で
濡
れ
た
袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
︑
つ
ま
り
恋

心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
で
も
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
意
味
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
阿
倍
御
主
人
も
ま
た
︑
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
宣
言
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
歌
に
お
け
る
﹁
焼
け
ぬ
﹂
は
通
常
﹁
焼
け
な
い
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
ぬ
﹂
を
打
ち

消
し
で
は
な
く
完
了
と
解
釈
す
れ
ば
﹁
焼
け
て
し
ま
っ
た
﹂
と
も
解
釈
で
き
る
︒﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
石
作
皇
子
と
同

様
に
︑
阿
倍
御
主
人
も
﹁
焼
け
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
自
ら
の
失
敗
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
石
作
皇
子
の
歌
も
︑
袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
︑
つ
ま
り
恋
心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
詠
ん
で
し
ま
っ
た
車

持
皇
子
と
阿
倍
御
主
人
の
歌
も
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
が
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
)
8
(

︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑﹃
竹
取

物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
求
婚
者
た
ち
は
︑
か
ぐ
や
姫
を
ど
う
に
か
妻
に
し
た
い
と
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
に
挑
む
わ
け
で
あ
る
が
︑
恋
に
つ
き
も
の

の
涙
を
流
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
流
し
た
涙
は
﹁
恥
の
涙
﹂
で
あ
り
︑
す
ぐ
に
乾
い
て
し
ま
う
涙
で
あ
る
︒

四
、
変
わ
る
「
涙
」
の
表
現

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
涙
﹂
は
か
ぐ
や
姫
の
心
の
獲
得
を
あ
ら
わ
し
︑
人
間
の
心
の
象
徴
と
も
言
え
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
一

方
︑
現
代
版
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
涙
の
役
割
は
見
ら
れ
な
い
︒
現
代
に
お
い
て
︑﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
い
う
題
名
の

︵
7
︶ 

ク
リ
ス
テ
ワ
は
パ
ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
﹁
パ
ロ
デ
ィ
が
誇
張
・
ず
れ
・
置
換
・
逸
脱
な
ど
を
通
し
て
︑
皮
肉
な
﹃
文
脈
横
断
﹄
と
転
倒
を
狙
う
と
い

う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
具
体
的
な
方
法
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
二
七
頁
︶
と
し
︑﹁
歌
こ

と
ば
の
意
味
の
置
換
は
日
本
特
有
の
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
﹂︵
同
上
︶
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑﹃
し
ら
露
﹄
に
見
ら
れ
る
パ

ロ
デ
ィ
の
手
法
と
し
て
︑﹁
表
現
の
詩
的
意
味
と
指
示
的
意
味
の
﹃
置
換
﹄︑
す
な
わ
ち
︑
歌
こ
と
ば
を
︑
詩
的
連
想
を
無
視
し
て
︑﹃
た
だ
の
言

葉
﹄
と
し
て
使
う
ケ
ー
ス
﹂︵
同
上
︶
が
中
で
も
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
の
意
味
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ

ク
レ
ベ
ル
の
意
味
の
間
で
パ
ロ
デ
ィ
が
成
立
す
る
例
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
と
言
え
る
︒

︵
8
︶ 

こ
う
し
た
涙
に
ま
つ
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
が
歌
に
見
ら
れ
る
の
が
偽
物
を
提
出
し
た
三
人
で
あ
る
点
も
興
味
深
い
︒
四
人
目
の
求
婚
者
で
あ

る
大
伴
御
行
は
そ
も
そ
も
か
ぐ
や
姫
と
歌
を
交
わ
し
て
お
ら
ず
︑
最
後
の
求
婚
者
石
上
麿
足
は
︑
自
ら
難
題
に
挑
み
︑
そ
の
失
敗
で
負
っ
た
怪
我

が
原
因
で
死
ん
で
し
ま
う
︒
偽
物
を
提
出
し
な
か
っ
た
石
上
麿
足
の
歌
に
こ
う
し
た
滑
稽
さ
は
な
く
︑
唯
一
か
ぐ
や
姫
の
方
か
ら
先
に
歌
を
詠
み

か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
も
前
の
三
人
と
は
異
な
る
︒



『竹取物語』の「涙」(177)

ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
﹁
気
持
ち
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
︑
な
ん
と
も
間
抜
け
な
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
)
7
(

︒

袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
求
婚
者
は
も
う
一
人
い
る
︒
三
人
目
の
求
婚
者
︑
阿
倍
御
主
人
で
あ
る
︒
火
鼠
の
皮
衣
を
持
っ
て
く
る
よ
う

に
言
わ
れ
た
阿
倍
御
主
人
は
︑
唐
の
商
人
か
ら
高
額
で
火
鼠
の
皮
衣
を
購
入
す
る
︒
本
物
と
信
じ
て
い
た
阿
倍
御
主
人
は
︑
大
金
を
は

た
い
て
購
入
し
た
皮
衣
を
持
っ
て
翁
の
家
を
訪
れ
る
︒
そ
し
て
︑
次
の
歌
と
一
緒
に
贈
る
の
で
あ
る
︒

か
ぎ
り
な
き
思
ひ
に
焼
け
ぬ
皮
衣
袂
か
わ
き
て
今
日
こ
そ
は
着
め
︵
四
〇
頁
︶

現
代
語
訳
は
﹁
か
ぎ
り
の
な
い
わ
が
思
い
︵
ひ
︶
に
泣
き
ぬ
れ
て
い
た
私
も
︑
今
日
は
泣
く
こ
と
も
な
い
の
で
︑
乾
い
た
袂
の
ま
ま

で
着
ら
れ
ま
し
ょ
う
よ
﹂︵
同
上
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
歌
も
ま
た
︑
実
体
的
な
意
味
と
し
て
は
︑
難
題
の
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
袂
が
乾
く
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
詩
的
言
語
の
レ
ベ
ル
で
は
恋
の
涙
で
濡
れ
た
袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
︑
つ
ま
り
恋

心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
で
も
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
意
味
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
阿
倍
御
主
人
も
ま
た
︑
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
宣
言
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
歌
に
お
け
る
﹁
焼
け
ぬ
﹂
は
通
常
﹁
焼
け
な
い
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
ぬ
﹂
を
打
ち

消
し
で
は
な
く
完
了
と
解
釈
す
れ
ば
﹁
焼
け
て
し
ま
っ
た
﹂
と
も
解
釈
で
き
る
︒﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
石
作
皇
子
と
同

様
に
︑
阿
倍
御
主
人
も
﹁
焼
け
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
自
ら
の
失
敗
を
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
恥
の
涙
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
石
作
皇
子
の
歌
も
︑
袂
が
乾
い
て
し
ま
っ
た
︑
つ
ま
り
恋
心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
詠
ん
で
し
ま
っ
た
車

持
皇
子
と
阿
倍
御
主
人
の
歌
も
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
が
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
)
8
(

︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑﹃
竹
取

物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
︑
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
求
婚
者
た
ち
は
︑
か
ぐ
や
姫
を
ど
う
に
か
妻
に
し
た
い
と
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
に
挑
む
わ
け
で
あ
る
が
︑
恋
に
つ
き
も
の

の
涙
を
流
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
流
し
た
涙
は
﹁
恥
の
涙
﹂
で
あ
り
︑
す
ぐ
に
乾
い
て
し
ま
う
涙
で
あ
る
︒

四
、
変
わ
る
「
涙
」
の
表
現

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
涙
﹂
は
か
ぐ
や
姫
の
心
の
獲
得
を
あ
ら
わ
し
︑
人
間
の
心
の
象
徴
と
も
言
え
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
一

方
︑
現
代
版
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
涙
の
役
割
は
見
ら
れ
な
い
︒
現
代
に
お
い
て
︑﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
い
う
題
名
の

︵
7
︶ 

ク
リ
ス
テ
ワ
は
パ
ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
﹁
パ
ロ
デ
ィ
が
誇
張
・
ず
れ
・
置
換
・
逸
脱
な
ど
を
通
し
て
︑
皮
肉
な
﹃
文
脈
横
断
﹄
と
転
倒
を
狙
う
と
い

う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
具
体
的
な
方
法
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ワ
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
二
七
頁
︶
と
し
︑﹁
歌
こ

と
ば
の
意
味
の
置
換
は
日
本
特
有
の
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
﹂︵
同
上
︶
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑﹃
し
ら
露
﹄
に
見
ら
れ
る
パ

ロ
デ
ィ
の
手
法
と
し
て
︑﹁
表
現
の
詩
的
意
味
と
指
示
的
意
味
の
﹃
置
換
﹄︑
す
な
わ
ち
︑
歌
こ
と
ば
を
︑
詩
的
連
想
を
無
視
し
て
︑﹃
た
だ
の
言

葉
﹄
と
し
て
使
う
ケ
ー
ス
﹂︵
同
上
︶
が
中
で
も
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
の
意
味
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ

ク
レ
ベ
ル
の
意
味
の
間
で
パ
ロ
デ
ィ
が
成
立
す
る
例
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
と
言
え
る
︒

︵
8
︶ 

こ
う
し
た
涙
に
ま
つ
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
が
歌
に
見
ら
れ
る
の
が
偽
物
を
提
出
し
た
三
人
で
あ
る
点
も
興
味
深
い
︒
四
人
目
の
求
婚
者
で
あ

る
大
伴
御
行
は
そ
も
そ
も
か
ぐ
や
姫
と
歌
を
交
わ
し
て
お
ら
ず
︑
最
後
の
求
婚
者
石
上
麿
足
は
︑
自
ら
難
題
に
挑
み
︑
そ
の
失
敗
で
負
っ
た
怪
我

が
原
因
で
死
ん
で
し
ま
う
︒
偽
物
を
提
出
し
な
か
っ
た
石
上
麿
足
の
歌
に
こ
う
し
た
滑
稽
さ
は
な
く
︑
唯
一
か
ぐ
や
姫
の
方
か
ら
先
に
歌
を
詠
み

か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
も
前
の
三
人
と
は
異
な
る
︒



(178)

絵
本
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
数
多
く
作
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
い
て
月
の
人
と
人
間
と
の
対
比
が
描
か

れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
︑
か
ぐ
や
姫
は
最
初
か
ら
︑
笑
い
︑
泣
き
︑
感
情
豊
か
な
少
女
と
し
て
描
か
れ
る
︒
そ
し
て
︑
月
に
帰
る

と
き
に
も
振
り
返
り
手
を
振
る
も
の
が
少
な
く
な
い
)
9
(

︒

ま
た
︑
翁
の
涙
は
現
代
版
か
ら
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
代
わ
り
に
涙
を
流
す
の
は
嫗
で
あ
る
︒
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹃
竹

取
物
語
﹄
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
﹁
泣
く
﹂
の
主
体
を
見
て
み
る
と
︑
翁
が
七
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
嫗
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
︒
そ

の
う
ち
一
例
は
﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂︵
六
六
頁
︶
と
い
う
︑﹁
一
緒
に
泣
く
﹂
と
こ
ろ
に
嫗
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
し
た
も
の

で
あ
る
︒
現
代
語
訳
に
お
い
て
こ
の
部
分
は
﹁
翁
や
嫗
と
い
っ
し
ょ
に
ひ
ど
く
泣
く
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
そ
の
前
の
部
分

を
見
て
み
る
と
﹁
親
ど
も
も
﹃
何
事
ぞ
﹄
と
問
ひ
騒
ぐ
﹂︵
親
た
ち
も
﹁
い
っ
た
い
︑
ど
う
し
た
の
で
す
﹂
と
騒
い
で
た
ず
ね
る
︶︵
六
五

頁
︶
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
場
面
に
は
嫗
も
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑﹁
何
事
ぞ
﹂
と
問
わ
れ
て
か
ぐ
や
姫
の
告
白
が
始
ま
り
︑
そ

の
後
の
会
話
は
か
ぐ
や
姫
と
翁
と
の
間
で
行
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
か
ぐ
や
姫
も
翁
も
会
話
を
し
な
が
ら
常
に
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
告
白
を
し
て
﹁
い
み
じ
く
泣
く
﹂︵
六
六
頁
︶
と
︑
翁
は
﹁
我
こ
そ
死
な
め
﹂︵
私
の
ほ
う
こ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
︶︵
同

上
︶
と
﹁
泣
き
の
の
し
る
﹂︵
同
上
︶︒
そ
し
て
︑
ま
た
か
ぐ
や
姫
の
発
言
が
あ
り
︑﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂
の
で
あ
る
︒
嫗
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒
こ
う
し
た
流
れ
を
見
て
み
る
と
︑
翁
と
か
ぐ
や
姫
が
一
緒
に
泣
く
︑
と
も
解
釈
で
き
る
︒
そ
し
て
こ
の
例
を

含
め
て
も
︑
嫗
が
﹁
泣
く
﹂
の
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
の
絵
本
を
見
て
み
る
と
︑
嫗
だ
け
が
泣
き
︑
翁
は
泣
い
て
い
な
い
と
い
う
絵
の
描
き
方
が
少
な
く

な
い
)
10
(

︒
ま
た
︑
か
ぐ
や
姫
が
嘆
く
場
面
で
は
︑
嫗
だ
け
が
寄
り
添
い
︑
翁
は
そ
も
そ
も
描
か
れ
な
い
場
合
も
あ
る
)
11
(

︒
あ
る
い
は
︑

描
か
れ
て
い
て
も
嫗
の
方
が
か
ぐ
や
姫
の
近
く
に
︑
あ
る
い
は
寄
り
添
う
よ
う
に
描
か
れ
︑
翁
は
後
ろ
の
方
に
描
か
れ
る
)
12
(

︒

こ
う
し
た
特
徴
は
︑
映
画
﹁
か
ぐ
や
姫
の
物
語
﹂
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
︒
映
画
に
お
い
て
翁
は
か
ぐ
や
姫
を
﹁
高
貴
の
姫
君
﹂
に

す
る
こ
と
に
必
死
で
あ
り
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
偽
り
﹂
の
姫
君
と
し
て
の
自
分
と
本
当
の
自
分
と
の
乖
離
に
苦
し
む
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

た
状
況
の
中
︑
嫗
は
ぼ
ろ
い
服
を
着
て
︑
屋
敷
の
隅
で
慎
ま
し
く
暮
ら
し
︑
か
ぐ
や
姫
の
理
解
者
と
し
て
描
か
れ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
り
︑
翁
と
嫗
が
事
情
を
尋
ね
る
場
面
で
は
︑
嫗
と
か
ぐ
や
姫
の
密
接
な
関
係
が
強
調
さ
れ
る
︒

ま
ず
嫗
が
︑﹁
ど
う
し
た
の
で
す
か
姫
︒
近
ご
ろ
は
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
も
来
な
い
で
︒
布
は
織
り
か
け
の
ま
ま
だ
し
︑
庭
も
荒
れ
放
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂
と
尋
ね
︑
翁
が
﹁
毎
晩
の
よ
う
に
月
を
眺
め
て
お
ら
れ
る
と
か
︒
一
体
ど
う
し
た
と
い
う
の
で
す
﹂
と
尋
ね
る

と
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
答
え
る
︒
翁
は
更
に
﹁
い
や
い
や
︑
な
ん
で
も
な
い
は
ず
は
な
い
︒
そ
の
悲
し
気
な

目
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
が
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
本
当
に
︑
な
ん
で
も
な
い
の
で
す
﹂
と
言
う
だ
け
で
あ
る
︒
困
っ

た
翁
は
︑﹁
い
や
︑
し
か
し
﹂
と
言
っ
て
嫗
の
方
を
見
て
助
け
を
求
め
る
︒
嫗
は
姫
の
横
に
座
り
直
し
︑
姫
の
肩
を
抱
い
て
﹁
わ
た
し
に

も
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
？
﹂
と
尋
ね
る
︒
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
︑
か
ぐ
や
姫
は
泣
き
出
し
︑﹁
私
︑
月
に
な
ん
か
帰
り
た
く
な

い
﹂
と
告
白
を
始
め
る
︒﹁
私
︑
必
死
で
お
願
い
し
た
ん
で
す
︒
ど
う
か
い
さ
せ
て
く
だ
さ
い
っ
て
︑
こ
こ
に
︑
こ
の
地
に
﹂
と
言
う
か

︵
9
︶ 

例
え
ば
︑﹃
よ
い
子
と
マ
マ
の
ア
ニ
メ
絵
本 

五
八 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
一
九
九
〇
年
︶︑﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー 

二
六 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
一
九
八

七
年
︶
な
ど
︒

︵
10
︶ 

﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
﹄
前
掲
書
︑﹃
日
本
と
中
国
の
お
ひ
め
さ
ま
﹄︵
二
〇
一
三
年
︶︑﹃
よ
い
子
と
マ
マ
の
ア
ニ
メ
絵
本
﹄
前
掲
書
な
ど
︒

︵
11
︶ 

﹃
バ
ン
ダ
イ
あ
そ
ぶ
っ
く
シ
リ
ー
ズ 

一
〇 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
二
〇
〇
二
年
︶︑﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
﹄
前
掲
書
︑﹃
デ
ラ
ッ
ク
ス
版
ま
ん
が
日

本
昔
ば
な
し 

八 

か
ぐ
や
姫
﹄︵
一
九
八
四
年
︶
な
ど
︒

︵
12
︶ 

﹃
は
じ
め
て
の
め
い
さ
く
え
ほ
ん
十
三 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶︑﹃
日
本
昔
ば
な
し
ア
ニ
メ
絵
本 

四 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄
前
掲
書
な
ど
︒
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絵
本
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
数
多
く
作
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
お
い
て
月
の
人
と
人
間
と
の
対
比
が
描
か

れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
︑
か
ぐ
や
姫
は
最
初
か
ら
︑
笑
い
︑
泣
き
︑
感
情
豊
か
な
少
女
と
し
て
描
か
れ
る
︒
そ
し
て
︑
月
に
帰
る

と
き
に
も
振
り
返
り
手
を
振
る
も
の
が
少
な
く
な
い
)
9
(

︒

ま
た
︑
翁
の
涙
は
現
代
版
か
ら
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
代
わ
り
に
涙
を
流
す
の
は
嫗
で
あ
る
︒
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹃
竹

取
物
語
﹄
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
﹁
泣
く
﹂
の
主
体
を
見
て
み
る
と
︑
翁
が
七
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
嫗
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
︒
そ

の
う
ち
一
例
は
﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂︵
六
六
頁
︶
と
い
う
︑﹁
一
緒
に
泣
く
﹂
と
こ
ろ
に
嫗
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
し
た
も
の

で
あ
る
︒
現
代
語
訳
に
お
い
て
こ
の
部
分
は
﹁
翁
や
嫗
と
い
っ
し
ょ
に
ひ
ど
く
泣
く
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
そ
の
前
の
部
分

を
見
て
み
る
と
﹁
親
ど
も
も
﹃
何
事
ぞ
﹄
と
問
ひ
騒
ぐ
﹂︵
親
た
ち
も
﹁
い
っ
た
い
︑
ど
う
し
た
の
で
す
﹂
と
騒
い
で
た
ず
ね
る
︶︵
六
五

頁
︶
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
場
面
に
は
嫗
も
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑﹁
何
事
ぞ
﹂
と
問
わ
れ
て
か
ぐ
や
姫
の
告
白
が
始
ま
り
︑
そ

の
後
の
会
話
は
か
ぐ
や
姫
と
翁
と
の
間
で
行
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
か
ぐ
や
姫
も
翁
も
会
話
を
し
な
が
ら
常
に
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
告
白
を
し
て
﹁
い
み
じ
く
泣
く
﹂︵
六
六
頁
︶
と
︑
翁
は
﹁
我
こ
そ
死
な
め
﹂︵
私
の
ほ
う
こ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
︶︵
同

上
︶
と
﹁
泣
き
の
の
し
る
﹂︵
同
上
︶︒
そ
し
て
︑
ま
た
か
ぐ
や
姫
の
発
言
が
あ
り
︑﹁
も
ろ
と
も
に
い
み
じ
う
泣
く
﹂
の
で
あ
る
︒
嫗
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒
こ
う
し
た
流
れ
を
見
て
み
る
と
︑
翁
と
か
ぐ
や
姫
が
一
緒
に
泣
く
︑
と
も
解
釈
で
き
る
︒
そ
し
て
こ
の
例
を

含
め
て
も
︑
嫗
が
﹁
泣
く
﹂
の
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
の
絵
本
を
見
て
み
る
と
︑
嫗
だ
け
が
泣
き
︑
翁
は
泣
い
て
い
な
い
と
い
う
絵
の
描
き
方
が
少
な
く

な
い
)
10
(

︒
ま
た
︑
か
ぐ
や
姫
が
嘆
く
場
面
で
は
︑
嫗
だ
け
が
寄
り
添
い
︑
翁
は
そ
も
そ
も
描
か
れ
な
い
場
合
も
あ
る
)
11
(

︒
あ
る
い
は
︑

描
か
れ
て
い
て
も
嫗
の
方
が
か
ぐ
や
姫
の
近
く
に
︑
あ
る
い
は
寄
り
添
う
よ
う
に
描
か
れ
︑
翁
は
後
ろ
の
方
に
描
か
れ
る
)
12
(

︒

こ
う
し
た
特
徴
は
︑
映
画
﹁
か
ぐ
や
姫
の
物
語
﹂
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
︒
映
画
に
お
い
て
翁
は
か
ぐ
や
姫
を
﹁
高
貴
の
姫
君
﹂
に

す
る
こ
と
に
必
死
で
あ
り
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
偽
り
﹂
の
姫
君
と
し
て
の
自
分
と
本
当
の
自
分
と
の
乖
離
に
苦
し
む
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

た
状
況
の
中
︑
嫗
は
ぼ
ろ
い
服
を
着
て
︑
屋
敷
の
隅
で
慎
ま
し
く
暮
ら
し
︑
か
ぐ
や
姫
の
理
解
者
と
し
て
描
か
れ
る
︒

か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
り
︑
翁
と
嫗
が
事
情
を
尋
ね
る
場
面
で
は
︑
嫗
と
か
ぐ
や
姫
の
密
接
な
関
係
が
強
調
さ
れ
る
︒

ま
ず
嫗
が
︑﹁
ど
う
し
た
の
で
す
か
姫
︒
近
ご
ろ
は
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
も
来
な
い
で
︒
布
は
織
り
か
け
の
ま
ま
だ
し
︑
庭
も
荒
れ
放
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂
と
尋
ね
︑
翁
が
﹁
毎
晩
の
よ
う
に
月
を
眺
め
て
お
ら
れ
る
と
か
︒
一
体
ど
う
し
た
と
い
う
の
で
す
﹂
と
尋
ね
る

と
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
答
え
る
︒
翁
は
更
に
﹁
い
や
い
や
︑
な
ん
で
も
な
い
は
ず
は
な
い
︒
そ
の
悲
し
気
な

目
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
が
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
本
当
に
︑
な
ん
で
も
な
い
の
で
す
﹂
と
言
う
だ
け
で
あ
る
︒
困
っ

た
翁
は
︑﹁
い
や
︑
し
か
し
﹂
と
言
っ
て
嫗
の
方
を
見
て
助
け
を
求
め
る
︒
嫗
は
姫
の
横
に
座
り
直
し
︑
姫
の
肩
を
抱
い
て
﹁
わ
た
し
に

も
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
？
﹂
と
尋
ね
る
︒
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
︑
か
ぐ
や
姫
は
泣
き
出
し
︑﹁
私
︑
月
に
な
ん
か
帰
り
た
く
な

い
﹂
と
告
白
を
始
め
る
︒﹁
私
︑
必
死
で
お
願
い
し
た
ん
で
す
︒
ど
う
か
い
さ
せ
て
く
だ
さ
い
っ
て
︑
こ
こ
に
︑
こ
の
地
に
﹂
と
言
う
か

︵
9
︶ 

例
え
ば
︑﹃
よ
い
子
と
マ
マ
の
ア
ニ
メ
絵
本 

五
八 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
一
九
九
〇
年
︶︑﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー 

二
六 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
一
九
八

七
年
︶
な
ど
︒

︵
10
︶ 

﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
﹄
前
掲
書
︑﹃
日
本
と
中
国
の
お
ひ
め
さ
ま
﹄︵
二
〇
一
三
年
︶︑﹃
よ
い
子
と
マ
マ
の
ア
ニ
メ
絵
本
﹄
前
掲
書
な
ど
︒

︵
11
︶ 

﹃
バ
ン
ダ
イ
あ
そ
ぶ
っ
く
シ
リ
ー
ズ 

一
〇 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
二
〇
〇
二
年
︶︑﹃
世
界
名
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
﹄
前
掲
書
︑﹃
デ
ラ
ッ
ク
ス
版
ま
ん
が
日

本
昔
ば
な
し 

八 

か
ぐ
や
姫
﹄︵
一
九
八
四
年
︶
な
ど
︒

︵
12
︶ 

﹃
は
じ
め
て
の
め
い
さ
く
え
ほ
ん
十
三 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶︑﹃
日
本
昔
ば
な
し
ア
ニ
メ
絵
本 

四 

か
ぐ
や
ひ
め
﹄
前
掲
書
な
ど
︒
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ぐ
や
姫
に
翁
は
﹁
一
体
何
の
こ
と
や
ら
︑
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ん
︒
ど
う
か
︑
姫
様
︑
こ
の
翁
に
も
ち
ゃ
ん
と
わ
か
る
よ
う
に
話
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
せ
﹂
と
尋
ね
る
が
︑
嫗
は
﹁
か
わ
い
そ
う
に
︒
何
か
よ
ほ
ど
深
い
わ
け
が
あ
る
ん
だ
ね
﹂
と
優
し
く
言
う
︒
か
ぐ
や
姫
の

﹁
私
は
︑
月
か
ら
こ
の
地
に
お
ろ
さ
れ
た
者
な
の
で
す
﹂
と
い
う
告
白
に
も
︑
嫗
は
﹁
ま
あ
︑
そ
う
だ
っ
た
の
﹂
と
呑
み
込
み
が
早
い
︒

そ
し
て
︑﹁
あ
あ
︑
そ
う
な
の
で
す
︒
私
は
︑
生
き
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
に
︑
鳥
や
獣
の
よ
う
に
︒
帰
り
た
く
な
い
﹂
と
言
う
か

ぐ
や
姫
を
嫗
が
抱
き
し
め
︑
翁
は
そ
の
横
で
﹁
そ
う
だ
と
も
︑
月
へ
な
ど
帰
し
て
な
る
も
の
か
︒
竹
の
中
か
ら
こ
の
手
で
お
前
を
拾
い

上
げ
た
あ
の
日
か
ら
︑
我
が
子
と
思
い
︑
い
つ
く
し
ん
で
育
て
た
︒
こ
の
腕
に
抱
き
︑
お
し
め
を
か
え
︑
や
れ
立
っ
た
そ
れ
歩
い
た
と
︑

そ
の
度
に
天
に
も
の
ぼ
ら
ん
ば
か
り
に
嬉
し
く
て
﹂
と
号
泣
す
る
︒﹁
遅
い
こ
と
な
ど
あ
る
も
の
か
︑
姫
は
︑
姫
は
ま
だ
こ
こ
に
︑
こ
の

よ
う
に
こ
の
翁
の
手
の
中
に
い
る
で
は
な
い
か
︒
迎
え
な
ど
追
い
払
え
ば
い
い
﹂
と
言
っ
て
︑
嫗
が
抱
き
し
め
る
上
か
ら
か
ぐ
や
姫
を

抱
く
の
で
あ
る
が
︑
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
か
ぐ
や
姫
は
嫗
の
腕
の
中
と
い
う
印
象
で
あ
る
︒

映
画
に
お
い
て
︑
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
の
は
︑
帝
の
訪
問
の
際
に
か
ぐ
や
姫
自
身
が
帰
り
た
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る

と
さ
れ
る
︒
か
ぐ
や
姫
は
﹁
お
父
様
が
願
っ
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
幸
せ
が
︑
わ
た
し
に
は
辛
か
っ
た
︒
そ
し
て
我
知
ら
ぬ
間
に
︑
月
に

助
け
を
乞
う
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
帝
に
抱
き
す
く
め
ら
れ
︑
私
の
心
が
叫
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
も
う
︑
こ
こ
に
は
い
た
く
な
い

と
﹂
と
そ
の
経
緯
を
説
明
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
映
画
で
は
月
へ
帰
る
か
ぐ
や
姫
を
見
送
る
翁
が
﹁
わ
た
し
を
ゆ
る
し
て
お
く
れ
︑
姫
﹂

と
泣
く
の
で
あ
る
︒
映
画
に
お
け
る
翁
の
涙
は
︑
か
ぐ
や
姫
と
の
心
の
す
れ
違
い
に
よ
り
︑
自
分
の
行
動
が
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
招
い

て
し
ま
っ
た
と
い
う
後
悔
の
涙
な
の
で
あ
る
︒



『竹取物語』の「涙」(181)

五
、
結
論

﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
涙
﹂
は
人
間
の
心
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑﹁
涙
﹂
に
ま
つ
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
は
︑

﹃
竹
取
物
語
﹄
が
自
ら
の
虚
構
性
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
︒﹁
涙
﹂
を
通
し
て
︑﹃
竹
取

物
語
﹄
の
主
題
と
︑
虚
構
性
の
自
覚
が
見
え
て
く
る
︒
内
容
の
面
か
ら
も
︑
表
現
の
面
か
ら
も
︑
物
語
の
出
発
点
で
あ
る
と
言
え
る

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
特
徴
は
︑﹁
涙
﹂
を
通
し
て
よ
り
明
確
に
な
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
意
義
が
現
代
版

の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
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︱
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︑
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︑
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︑
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︶
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︑
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︑
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九
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︶
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要
旨日

本
古
典
文
学
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
は
少
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
が
︑
物
語
終
盤
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
が
人
間
の
心
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
は
不
老
不
死
で
美
し
い
が
心
を
持
た
な
い
月
の
人
と
︑
老
い
て
死
に
︑
美
し
く
な
い
が
心
を
持

つ
人
間
と
の
対
比
が
描
か
れ
る
︒
物
語
を
通
し
て
か
ぐ
や
姫
は
人
間
の
心
を
獲
得
し
︑
月
に
帰
る
と
き
に
羽
衣
を
着
る
こ
と
で
そ
れ
を

失
っ
て
し
ま
う
︒
人
間
の
心
の
象
徴
と
し
て
︑﹁
泣
く
﹂
と
い
う
表
現
が
物
語
終
盤
に
集
中
し
て
描
か
れ
る
︒
心
を
失
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
︑

羽
衣
を
着
て
か
ら
泣
く
こ
と
は
な
い
が
︑
地
上
に
残
さ
れ
た
人
間
た
ち
は
泣
き
続
け
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
涙
に
ま
つ
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
的

な
表
現
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
が
自
ら
の
虚
構
性
を
自
覚
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
あ
ら
わ

れ
る
二
例
の
﹁
血
の
涙
﹂
は
い
ず
れ
も
パ
ロ
デ
ィ
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
求
婚
者
の
歌
に
詠
ま
れ
る
﹁
袂
が
乾
く
﹂
と
い

う
表
現
も
︑
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
問
題
が
な
い
が
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ベ
ル
で
は
気
持
ち
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
し
ま

う
歌
と
な
っ
て
い
る
︒
パ
ロ
デ
ィ
的
な
表
現
が
﹁
涙
﹂
の
表
現
を
通
し
て
見
え
て
く
る
︒
一
方
︑
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
題
す
る
絵
本

や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
﹁
涙
﹂
の
表
現
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
心
の
象
徴
と
し
て
の
涙
は
描
か
れ
ず
︑
か
ぐ
や
姫
は
最
初

か
ら
よ
く
笑
い
︑
よ
く
泣
く
少
女
と
し
て
描
か
れ
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
は
﹁
泣
く
﹂
と
い
う
言
葉
の
主
体
は
主
に
翁
と
か
ぐ
や

姫
で
あ
り
︑
嫗
に
使
わ
れ
る
の
は
わ
ず
か
二
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
現
代
版
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
で
は
翁
は
泣
い
て
お
ら
ず
︑
嫗
だ
け
が

泣
い
て
い
る
と
い
う
表
現
の
も
の
も
少
な
く
な
い
︒
映
画
﹁
か
ぐ
や
姫
の
物
語
﹂
に
お
い
て
こ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
と
嫗
と
の
密
接
な
関
係

は
顕
著
で
あ
り
︑
映
画
で
翁
が
流
す
涙
は
自
ら
の
せ
い
で
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
後
悔
す
る
涙
で
あ
る
︒﹁
涙
﹂
の
表

現
を
通
し
て
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
主
題
と
虚
構
性
は
明
確
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
意
義
が
現
代
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂

に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
︑﹁
涙
﹂
の
表
現
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
︒


