
１
　
は
じ
め
に

　「
か
ぐ
や
姫
の
話
」（
以
下
、
一
冊
の
テ
キ
ス
ト
を
「
竹
取
物
語
」
と
す
る
。

絵
本
な
ど
に
加
工
さ
れ
た
作
品
、
か
ぐ
や
姫
の
誕
生
と
昇
天
の
み
を
扱
っ
た
作

品
は
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
し
て
区
別
す
る
）
を
教
科
書
で
学
ん
だ
学
習
者
は
、

こ
の
物
語
か
ら
二
重
に
「
隔
て
ら
れ
て
」
し
ま
う
。

　
一
つ
め
の
「
隔
た
り
」
は
、
幼
い
頃
、
絵
本
を
読
ん
だ
り
誰
か
か
ら
語
っ
て

も
ら
っ
た
り
し
て
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
を
知
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
。「
か
ぐ

や
姫
の
話
」
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、

多
く
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
」
と
「
天
の
羽

衣
」
の
み
を
学
習
す
る
の
で
は
、「
既
知
の
話
を
未
知
の
こ
と
ば
で
読
ん
だ
」
体

験
で
終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
こ
れ
で
は
、「
竹
取
物
語
」=  

「
か
ぐ
や
姫
の

話
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
化
さ
れ
る
だ
け
で
、
学
習
者
は
本
物
の
「
竹
取

物
語
」
か
ら
隔
て
ら
れ
た
ま
ま
に
な
る
。

　
二
つ
め
の
「
隔
た
り
」
は
、
教
科
書
で
の
位
置
づ
け
と
授
業
者
の
扱
い
に

よ
っ
て
生
じ
る
。
稿
者
が
使
用
し
て
い
た
国
語
総
合
の
教
科
書
に
は
、
単
元
ご

と
に
文
法
事
項
に
関
す
る
「
古
文
学
習
の
し
お
り
」
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
教
材
で
こ
の
文
法
事
項
を
学
ぶ
と
い
う
配
列
が
な
さ
れ
て
い
た
。「
敬
語
」
の

説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
「
竹
取
物
語
」（「
か
ぐ
や
姫
の
話
」）
は
、
敬
語
を
学

ぶ
教
材
と
し
て
あ
る
。
学
習
者
が
内
容
を
知
っ
て
い
る
た
め
、
内
容
理
解
に
困

難
を
伴
わ
ず
敬
語
学
習
が
で
き
る
、
と
の
配
慮
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
で
は

敬
語
学
習
の
た
め
の
「
竹
取
物
語
」
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
。

　 

物
語
」
に
は
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
は
全
く
違
う
面
白
さ
が
あ
る
。
二

重
の
「
隔
た
り
」
を
取
り
払
い
、
学
習
者
に
「
竹
取
物
語
」
の
面
白
さ
を
感
じ

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
稿
者
の
意
識
か
ら
、「
竹
取
物
語
」
全
文
を

読
む
学
習
を
行
っ
た
。

　
ま
た
、「
竹
取
物
語
」
を
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
し
て
教
え
る
こ
と
は
、
古
典

に
親
し
ま
せ
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
に
限
ら
ず
、

古
典
の
実
践
に
は
、
学
習
者
を
古
典
に
ど
う
親
し
ま
せ
る
か
と
い
う
も
の
が
多

い
。
古
典
に
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
、
時
代
・
社
会
状
況
を
与
え
な
が
ら
、
内
容

に
対
し
て
感
じ
た
学
習
者
の
共
感
や
違
和
感
を
意
識
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
学

「
竹
取

（
※
注
）
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習
は
当
然
重
要
だ
が
、
そ
こ
で
の
関
心
は
描
か
れ
た
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。

内
容
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
か
ら
一
歩
進
み
、
今
こ
こ
に
い
る
自
分
と
当
時
の

価
値
観
の
中
に
い
る
語
り
手
と
を
も
っ
と
対
峙
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

語
り
手
は
ど
の
よ
う
な
価
値
観
の
世
界
に
身
を
置
き
、
ど
ん
な
こ
と
を
語
っ
て

い
る
の
か
を
考
え
れ
ば
、
今
こ
の
世
界
に
い
る
自
分
を
古
典
の
世
界
と
向
き
あ

わ
せ
や
す
く
な
る
。
共
感
・
違
和
感
を
一
歩
進
め
て
、
語
り
手
と
対
話
さ
せ
た

い
。
稿
者
は
古
典
の
学
習
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

　
本
提
案
は
、
高
校
一
年
生
と
「
竹
取
物
語
」
全
文
を
読
ん
だ
報
告
で
あ
る
。

そ
の
際
に
作
成
し
た
テ
キ
ス
ト
、
全
文
を
読
ん
だ
生
徒
の
感
想
、
そ
の
後
こ
の

学
習
が
ど
う
表
れ
た
か
の
三
点
に
つ
い
て
示
し
、
分
析
・
考
察
し
た
い
。

２
　
実
践
の
概
要
と
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

２
０
０
７
年
９
月
～
２
０
０
８
年
２
月

（
１
）
経
緯

　
十
九
年
度
当
初
か
ら
、
登
校
～
一
時
間
目
（
朝
読
書
・
Ｓ
Ｈ
Ｒ
も
含
む
）
ま

で
を
有
効
に
使
う
た
め
学
年
の
数
学
担
当
者
が
、
毎
朝
数
学
の
プ
リ
ン
ト
学
習

を
行
っ
て
い
た
。
九
月
か
ら
は
、
国
語
の
学
習
も
さ
せ
て
み
て
は
ど
う
か
と
声

を
掛
け
ら
れ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
半
年
間
朝
の
プ
リ
ン
ト
学
習
で
『
竹
取
物
語
』

の
全
文
を
読
ま
せ
て
み
よ
う
と
考
え
、
プ
リ
ン
ト
作
成
を
試
み
た
。（
資
料
１
）

（
２
）
対
象

米
子
北
斗
高
等
学
校
　
平
成
十
九
年
度
　
高
校
一
年
生
　
二
ク
ラ
ス
（
ど
ち

ら
も
　
名
）

３０

進
学
を
目
指
す
私
立
の
中
高
一
貫
校
（
一
学
年
二
ク
ラ
ス
）
で
あ
る
。
中
学
三

年
次
の
後
半
に
「
国
語
総
合
」
の
学
習
に
入
っ
て
お
り
、
古
文
に
関
し
て
は
、

高
校
入
学
時
に
「
用
言
の
活
用
」
の
学
習
を
終
え
て
い
る
。

（
３
）
内
容
と
方
法

　
教
科
書
採
録
部
分
（
学
習
し
た
「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
」「
天
の
羽
衣
」）

以
外
を
、
Ｂ
５
用
紙
で
十
三
行
前
後
の
本
文
に
な
る
よ
う
区
切
り
、
文
法
・
内

容
問
題
を
つ
け
た
プ
リ
ン
ト
に
す
る
。
稿
者
は
、
当
時
、
対
象
学
年
に
所
属
し

て
お
り
、
国
語
総
合
５
単
位
を
担
当
し
て
い
た
。
朝
プ
リ
ン
ト
は
、
両
ク
ラ
ス

に
古
典
の
授
業
が
あ
る
曜
日
に
実
施
し
、
プ
リ
ン
ト
の
口
語
訳
・
解
答
を
同
じ

日
の
授
業
時
に
配
布
す
る
。
そ
の
際
、
授
業
の
初
め
五
分
程
度
で
は
あ
る
が
、

内
容
を
確
認
し
た
り
、
生
徒
に
感
想
を
求
め
た
り
し
た
。
原
文
全
て
を
読
ん
だ

生
徒
も
い
る
が
、
遅
刻
寸
前
で
来
る
生
徒
は
口
語
訳
中
心
に
読
む
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
原
文
に
戻
り
な
が
ら
解
説
す
る
こ
の
五
分
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

　
プ
リ
ン
ト
作
成
時
の
留
意
点
は
以
下
の
通
り
。

①
全
文
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
、
話
の
流
れ
が
わ
か
る
よ
う
、
プ
リ
ン
ト
に

は
短
い
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
。（
第
３
回
か
ら
）

②
文
法
事
項
に
つ
い
て
は
、
助
動
詞
の
意
味
と
活
用
形
→
敬
語
（
種
類
と
方
向
）

　
→
敬
語
の
口
語
訳
、
と
難
易
度
を
上
げ
る
。

③
授
業
で
学
習
し
て
い
る
レ
ベ
ル
と
同
程
度
の
口
語
訳
を
問
題
に
入
れ
る
。

④
内
容
理
解
の
問
題
は
、
簡
単
に
わ
か
る
も
の
、
後
の
部
分
を
理
解
す
る
た
め

に
押
さ
え
て
お
き
た
い
問
い
に
す
る
。

⑤
そ
の
時
々
の
古
文
の
授
業
や
テ
ス
ト
な
ど
で
出
て
き
た
単
語
・
文
法
事
項
と

重
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
問
題
に
で
き
る
だ
け
取
り
入
れ
る
。（
こ
れ
は
プ
リ
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ン
ト
学
習
を
進
め
な
が
ら
気
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
）

な
お
、
適
当
な
長
さ
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
内
容
を
区
切
ろ
う
と
し
た
た
め
、
内

容
に
大
き
く
関
わ
ら
な
い
範
囲
で
、
稿
者
が
短
く
書
き
換
え
た
り
省
略
し
た
り

し
た
部
分
も
あ
る
。
プ
リ
ン
ト
は
全
部
で
二
八
回
分
に
な
っ
た
。
本
文
は
『
日

本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
４
）
分
析
と
考
察
―
生
徒
の
感
想
か
ら
―

　
期
末
考
査
（
２
０
０
８
年
３
月
初
め
実
施
）
の
最
後
に
「
朝
プ
リ
ン
ト
で
読

ん
だ
『
竹
取
物
語
』
を
思
い
出
し
、
感
想
を
書
き
な
さ
い
。」
と
い
う
質
問
を
置

い
た
。
こ
の
感
想
を
も
と
に
、
以
下
、
分
類
と
分
析
を
行
う
。

①
　「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
の
違
い

・
竹
取
物
語
が
こ
ん
な
に
長
い
話
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
全
部
読
め

て
よ
か
っ
た
で
す
。（
ｍ
１
）

・
絵
本
で
読
ん
だ
の
か
誰
か
か
ら
聞
い
た
の
か
忘
れ
た
け
ど
、
今
ま
で
に
知
っ

て
い
た
竹
取
物
語
と
違
っ
て
驚
い
た
。
授
業
で
や
っ
た
最
初
と
最
後
の
部
分

が
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
（
と
思
わ
れ
る
）
竹
取
物
語
だ
と
思
っ
た
。（
ｆ

１
）

・ 
昔
話
で
知
っ
て
い
る
話
な
の
で
、
古
典
で
も
す
ん
な
り
入
っ
て
い
け
ま
し
た
。

で
も
け
っ
こ
う
違
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
面
白
か
っ
た
。
５
人
の
貴
族
の
所
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
物
語
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
面
白
い
。
嘘
を
つ
い
て
ご
ま

か
そ
う
と
す
る
人
が
い
た
り
、
欲
を
出
し
た
り
、
今
も
同
じ
よ
う
な
人
が
い

る
と
思
う
。
子
安
貝
の
所
で
、
本
物
だ
と
思
っ
た
ら
古
く
そ
だ
っ
た
、
と
い

う
結
末
が
笑
え
た
。（
ｆ
２
）

既
知
の
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
「
竹
取
物
語
」
と
の
異
な
り
の
指
摘
で
あ
る
。

②
　
天
皇
制
へ
の
気
付
き

・
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
５
人
の
貴
公
子
が
出
て
き
て
、
最
後
に
帝
が
出
て
く

る
。
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
帝
の
所
だ
け
特
別
だ
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
は
、

帝
に
は
、
５
人
の
貴
公
子
に
し
た
よ
う
に
難
題
を
出
さ
な
い
。
出
せ
な
い
の

だ
ろ
う
。
帝
だ
か
ら
。
で
も
、
翁
が
、
帝
の
命
令
よ
り
も
、
か
ぐ
や
姫
の
気

持
ち
を
大
事
に
し
て
「
死
ぬ
ほ
ど
な
ら
結
婚
し
な
く
て
よ
い
」
と
言
っ
た
と

こ
ろ
が
印
象
に
残
っ
た
。
帝
の
命
令
っ
て
断
れ
な
い
ん
じ
ゃ
…
。（
ｍ
２
）

・
帝
が
最
後
に
出
て
き
た
が
、
こ
れ
は
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
み
ん
な
断
ら
れ

て
最
後
が
帝
な
ら
ど
う
だ
と
い
う
。
そ
の
帝
の
と
こ
ろ
で
か
ぐ
や
姫
の
本
当

の
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
ま
で
は
性
格
の
悪
い
か
ぐ
や
姫
も
、
変
な
じ
い
さ

ん
だ
っ
た
翁
も
い
い
人
に
な
っ
て
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
。
作
者
の

手
だ
と
い
う
気
が
し
た
。（
ｍ
３
）

・
帝
（
天
皇
？
）
が
求
婚
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者

の
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
？
（
ｍ
４
）

こ
れ
ら
は
、
帝
と
貴
公
子
た
ち
と
の
描
か
れ
方
の
違
い
に
注
目
し
た
感
想
で
あ

る
。
滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
貴
公
子
と
そ
う
で
は
な
い
帝
を
対
比
す
る
こ
と
に

よ
り
、
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
あ
る
天
皇
制
に
触
れ
て
い
る

（
ｍ
２
・
ｍ
３
）。
ｍ
４
は
、
そ
の
よ
う
な
帝
を
も
拒
絶
す
る
所
に
語
り
手
の
意

図
を
感
じ
て
い
る
。
権
力
へ
の
反
抗
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

③
　
貴
族
へ
の
批
判

・
５
人
の
貴
族
た
ち
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
貴
族
を
批
判
し
た
か
っ
た
か

ら
だ
と
思
う
。
貴
族
は
批
判
し
て
い
る
が
、
帝
は
批
判
し
て
い
な
い
。（
ｆ

３
）

・
５
人
の
貴
公
子
は
バ
カ
な
所
も
あ
る
け
ど
、
け
っ
こ
う
か
わ
い
そ
う
。
好
き
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な
人
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
も
む
く
わ
れ
な
い
か
ら
。
で
も
、
お
金

で
解
決
し
よ
う
と
し
た
り
、
部
下
に
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
り
す
る
悪
人
的
な

貴
公
子
た
ち
だ
か
ら
、
作
者
に
罰
を
与
え
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ

た
。（
ｆ
４
）

ｆ
３
は
、
貴
公
子
た
ち
と
帝
と
の
違
い
に
注
目
し
、
貴
公
子
た
ち
の
描
か
れ
方

か
ら
、
語
り
手
が
貴
族
批
判
を
意
図
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
ｆ
４
も
、
未
熟
な

述
べ
方
で
は
あ
る
が
（
作
者
に
罰
を
与
え
ら
れ
た
）、
語
り
手
に
よ
る
貴
公
子
へ

の
批
判
を
意
識
し
た
読
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ｆ
３
と
は
違
っ
て
語
り
手
の
意

図
と
い
う
視
点
は
な
く
、
貴
公
子
た
ち
を
批
判
し
つ
つ
も
同
情
す
る
、
人
物
そ

の
も
の
へ
の
感
想
に
な
っ
て
い
る
。

④
　
か
ぐ
や
姫
の
人
物
像
の
深
ま
り

・
小
あ
く
ま
的
な
（
？
）
か
ぐ
や
姫
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
美
し
さ
で
男
の

人
を
惑
わ
し
て
お
き
な
が
ら
結
婚
し
な
い
の
は
、
今
の
ド
ラ
マ
に
も
あ
り
そ

う
。
美
人
は
得
で
す
。
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
男
（
貴
公
子
と
帝
）
は

ま
ぬ
け
だ
な
～
と
思
い
ま
し
た
。（
ｆ
５
）

・
か
ぐ
や
姫
は
、
小
さ
く
て
か
わ
い
い
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
に
、
け
っ
こ
う
キ

ツ
イ
。
つ
ば
め
の
子
安
貝
の
貴
公
子
は
は
し
ご
か
ら
落
ち
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
他
に
も
み
ん
な
ひ
ど
い
目
に
合
っ
て
い
る
。（
お
お

げ
さ
な
の
も
あ
る
）
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
で
も
平
気
な
感
じ
。
前
に
思
っ
て
い

た
の
と
印
象
が
変
わ
っ
た
。（
ｆ
６
）

・
求
婚
者
を
試
し
て
い
る
か
ぐ
や
姫
は
面
白
い
。
５
人
は
変
な
人
た
ち
だ
っ
た

と
思
う
の
で
、
そ
の
人
た
ち
を
手
玉
に
と
っ
て
い
た
の
は
結
構
笑
え
る
。
で

も
、
最
後
に
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
を
思
い
や
る
と
こ
ろ
は
か
わ
い
そ

う
で
し
た
…
…
。（
ｆ
７
）

こ
れ
ら
は
、
か
ぐ
や
姫
の
、
貴
公
子
た
ち
へ
の
態
度
か
ら
受
け
た
印
象
が
中
心

で
あ
る
。
美
し
い
だ
け
で
は
な
い
か
ぐ
や
姫
像
が
読
み
取
れ
る
。
人
物
へ
の
共

感
や
批
評
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
読
み
で
は
あ
る
が
、
語
り
に
添
っ
て
全
文
を
読

ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
を
多
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
小

さ
く
て
か
わ
い
い
」
だ
け
で
な
く
「
小
あ
く
ま
的
」「
キ
ツ
イ
」
と
感
じ
た
と

き
に
、
生
徒
自
身
が
持
っ
て
い
る
言
葉
で
か
ぐ
や
姫
を
理
解
で
き
た
と
い
え
る
。

⑤
　
翁
の
面
白
さ

・
よ
か
っ
た
の
は
、
５
人
の
貴
公
子
の
部
分
で
す
。
い
ろ
ん
な
パ
タ
ー
ン
が

あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
が
、
た
だ
の
悲
し
い
話
じ
ゃ
な
く

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
翁
も
欲
に
目
が
く
ら
ん
だ
り
、
支
離
滅
裂
（
？
）

な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
か
ぐ
や
姫
を
貴
族
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
し
て
、

笑
え
る
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。
お
う
な
は
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
。（
ｆ
８
）

・
五
人
の
貴
族
の
所
は
長
か
っ
た
け
ど
、
面
白
か
っ
た
と
思
う
。
竹
取
の
お
じ

い
さ
ん
と
翁
は
違
う
人
の
よ
う
だ
。
成
り
上
が
り
的
で
、
か
ぐ
や
姫
を
結
婚

さ
せ
よ
う
と
強
引
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
誰
だ
っ
た
か
忘
れ
た
け
ど
、
も
う
こ

の
貴
族
と
結
婚
し
な
さ
い
と
い
う
感
じ
で
寝
室
の
準
備
を
し
て
い
た
り
し
た
。

気
が
早
す
ぎ
。
貴
族
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
で
自
分
も
豊
か
に
な
っ
て
安
心
し

た
か
っ
た
の
か
。（
ｆ
９
）

翁
に
つ
い
て
の
直
接
の
感
想
は
少
な
い
が
、
プ
リ
ン
ト
学
習
中
、
翁
の
言
動
に

反
応
す
る
生
徒
は
多
か
っ
た
。
ｆ
８
・
ｆ
９
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
翁
が
帝
に

官
位
を
与
え
る
と
言
わ
れ
喜
ぶ
場
面
や
「
は
や
、
こ
の
皇
子
に
あ
ひ
仕
う
ま
つ

り
た
ま
へ
」「
閨
の
う
ち
し
つ
ら
ひ
な
ど
す
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

プ
リ
ン
ト
を
解
説
す
る
際
、
多
く
の
生
徒
が
、
こ
れ
ま
で
の
印
象
と
は
異
な
る
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翁
を
特
に
感
じ
て
い
た
部
分
で
あ
る
。

⑥
　「
作
者
」
に
つ
い
て

・
竹
取
物
語
は
気
に
入
り
ま
し
た
。
内
容
が
盛
り
だ
く
さ
ん
な
の
で
、
ど
こ
が

と
言
う
の
は
説
明
し
に
く
い
で
す
。
作
者
は
、
冒
険
も
恋
愛
も
未
知
の
世
界

（
月
）
も
、
天
皇
制
も
親
子
（
？
）
の
愛
も
色
々
と
書
き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
つ
い
で
に
、
言
葉
の
説
明
ま
で
書
い
て
、

こ
れ
で
も
か
っ
て
感
じ
で
す
。
ま
ぬ
け
で
腹
が
立
つ
所
も
あ
る
け
ど
憎
め
な

い
５
人
の
貴
公
子
と
か
翁
と
か
、
実
は
小
悪
魔
な
か
ぐ
や
姫
と
か
人
物
も
面

白
い
。
全
部
読
め
て
よ
か
っ
た
で
す
。（
ｆ
　
）
１０

・
平
安
時
代
（
？
）
の
人
が
こ
ん
な
話
を
書
い
て
、
そ
れ
が
今
ま
で
残
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
す
ご
い
と
思
っ
た
。
人
物
も
個
性
的
で
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。

で
も
、
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
考
え
て
し
ま
う
。
楽
し
い
話
を
書
き
た

か
っ
た
の
か
、
悲
し
い
別
れ
、
絆
（
翁
と
お
う
な
と
か
ぐ
や
姫
）
を
書
き
た

か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
ぬ
け
な
貴
族
を
笑
っ
て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く

全
部
だ
と
思
い
ま
す
。
他
に
あ
っ
た
ら
教
え
て
下
さ
い
。（
ｆ
　
）
１１

・
昔
の
人
が
、
か
ぐ
や
姫
を
月
か
ら
来
た
よ
う
に
し
た
り
、
月
に
も
王
が
い
た

り
、
想
像
し
て
竹
取
物
語
を
書
い
た
の
は
す
ご
い
と
思
う
。（
ｆ
　
）
１２

・
竹
取
物
語
の
作
者
は
絶
対
「
男
」
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
未
詳
（
？
）
っ

て
言
わ
れ
ま
し
た
が
。
前
に
先
生
と
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
け
ど
、
重
松
清

の
小
説
に
出
て
く
る
女
の
人
は
み
ん
な
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
面
白
く
な
い
け
ど
、

男
の
人
は
い
ろ
い
ろ
い
て
、
絶
対
男
の
人
の
気
持
ち
の
方
が
よ
く
書
か
れ
て

い
る
。
作
者
が
男
だ
か
ら
女
の
人
の
気
持
ち
と
か
書
く
の
が
苦
手
な
の
か

な
っ
て
。「
竹
取
物
語
」
に
も
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
か
？
か
ぐ
や
姫
よ
り
も
翁

と
５
人
の
貴
公
子
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
て
個
性
的
だ
と
思
い
ま
す
。
お
う

な
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
な
い
し
。（
ｆ
　
）
１３

語
り
手
の
想
像
力
に
注
目
し
（
ｆ
　
・
ｆ
　
）
評
価
し
て
い
る
感
想
も
あ
る
。

１１

１２

ｆ
　
・
ｆ
　
は
、
内
容
に
異
な
り
は
あ
る
が
、
と
も
に
語
り
手
の
意
図
を
考
え

１０

１１

て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
に
描
か
れ
た
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
、
語
り
手
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
い
る
。
ｆ
　
は
男
女
の
人
物
の
描
か
れ
方
の
違
い
に
注
目

１３

し
「
作
者
は
男
」
と
推
測
し
て
い
る
。

⑦
　
物
語
の
位
置
づ
け

・「
物
語
の
親
」（
稿
者
注
：「
祖
」
の
こ
と
）
と
い
う
説
明
を
聞
い
た
が
、
不
思

議
な
美
し
い
人
が
主
人
公
で
そ
の
人
を
巡
る
恋
愛
の
話
、
で
も
、
そ
れ
が
う

ま
く
い
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
物
語
の
基
本
み
た
い
な
感
じ
だ
か
ら
か
な
ー

と
思
っ
た
。（
ｆ
　
）
１４

・
先
生
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
か
も
と
言
っ
て
た
け
ど
、
空
想
小
説
の
方
が
合
う
と

思
う
。
奇
想
天
外
な
古
典
の
空
想
小
説
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
古
典
は

わ
か
ら
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
。（
ｍ
５
）

授
業
の
初
め
に
、「
物
語
の
祖
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
朝
プ
リ
ン

ト
の
途
中
で
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
出
し
た
と
思
う
が
、
こ
の
よ

う
な
言
葉
か
ら
、「
竹
取
物
語
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

３
　
そ
の
後
の
『
竹
取
物
語
』　
　
２
０
０
８
年
８
月

　
朝
の
プ
リ
ン
ト
学
習
が
終
了
し
て
半
年
後
、
文
化
祭
の
ク
ラ
ス
の
出
し
物
で
、

文
系
ク
ラ
ス
（
　
名
）
が
「
竹
取
物
語
」
の
劇
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
文
化

４０

祭
の
ク
ラ
ス
の
出
し
物
は
、
展
示
・
舞
台
発
表
、
そ
の
他
許
可
さ
れ
た
も
の
が

で
き
る
。）
稿
者
は
２
０
０
８
年
度
、
こ
の
学
年
の
現
代
文
の
み
の
担
当
で
あ
り
、
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学
年
を
離
れ
て
い
た
の
で
経
緯
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
彼
ら
は
、「
竹
取
物
語

を
や
る
か
ら
見
に
来
て
」
と
言
っ
た
だ
け
で
、
自
分
た
ち
で
台
本
、
衣
装
、
小

道
具
全
て
を
作
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
祭
後
に
提
供
し
て
も
ら
っ
た
台
本
は

資
料
と
し
て
示
す
（
資
料
２
）。

　
文
化
祭
終
了
後
の
生
徒
の
言
葉
を
以
下
に
示
す
。
稿
者
と
生
徒
（
女
子
数
人
。

台
本
を
書
い
た
生
徒
が
中
心
）
と
の
会
話
メ
モ
か
ら
の
抜
粋
の
た
め
、
完
全
な

も
の
で
は
な
い
。

ａ
高
１
の
時
の
プ
リ
ン
ト
を
出
し
て
き
て
、
思
い
出
し
な
が
ら
台
本
を
作
っ
た
。

で
も
、
普
通
の
「
竹
取
物
語
」（
稿
者
注
：
お
そ
ら
く
本
提
案
で
い
う
「
か
ぐ

や
姫
の
話
」
の
こ
と
）
に
な
っ
た
気
が
す
る
。
何
を
要
求
さ
れ
て
だ
め
だ
っ

た
か
、
５
人
の
貴
公
子
は
ち
ゃ
ん
と
出
そ
う
と
思
っ
た
。

ｂ
翁
が
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
で
Ａ
く
ん
し
か
お
ら
ん
っ
て
こ
と
に

な
っ
て
。
お
調
子
者
で
ぴ
っ
た
り
だ
し
。
自
分
で
も
納
得
し
て
た
よ
ね
。
演

技
も
う
ま
く
な
い
？

ｃ
か
ぐ
や
姫
の
Ｂ
ち
ゃ
ん
は
ち
ょ
っ
と
意
地
悪
な
感
じ
が
い
い
。
５
人
に
対
し

て
は
。
そ
う
い
う
人
に
な
っ
て
た
よ
ね
。
前
に
「
竹
取
物
語
」
読
ん
だ
と
き

の
イ
メ
ー
ジ
で
み
ん
な
劇
を
作
っ
た
感
じ
。

ｄ
月
か
ら
の
使
者
と
対
抗
す
る
兵
士
の
道
具
と
衣
装
（
稿
者
注
：
段
ボ
ー
ル
製
）

は
Ｃ
く
ん
が
便
覧
と
か
見
て
作
っ
た
。
す
ご
く
よ
く
出
来
て
た
け
ど
多
分
、

弓
と
か
鎌
倉
時
代
の
武
士
の
で
は
？
便
覧
っ
て
そ
れ
し
か
載
っ
て
な
い
。

ｅ
５
人
の
貴
公
子
の
衣
装
の
色
は
、
古
典
っ
ぽ
い
色
に
し
た
け
ど
わ
か
り
ま
し

た
か
？
（
稿
者
注
：
く
す
ん
だ
色
。
鶯
色
の
よ
う
な
、
縹
色
の
よ
う
な
。
全

て
違
う
色
。
色
を
混
ぜ
て
白
い
布
に
塗
っ
た
し
い
）

ｆ
月
か
ら
の
迎
え
の
背
中
に
つ
い
て
た
の
は
（
稿
者
注
：
羽
衣
？
）、
赤
い
布
の

中
に
針
金
を
入
れ
た
。
天
女
の
感
じ
で
。

　
台
本
と
生
徒
た
ち
の
言
葉
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ａ
か
ら
は
、
プ
リ
ン
ト
学
習
と
劇
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
五
人
の
貴
公

子
は
表
現
し
た
か
っ
た
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
貴
公
子
五
人
は
登
場
し

た
も
の
の
、
全
員
の
物
語
を
描
く
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
。
台
本
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
四
人
に
つ
い
て
は
、
手
書
き
の
イ
ラ
ス
ト
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込

み
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
紙
芝
居
風
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
と
い

う
方
法
を
採
っ
て
い
た
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
本
来
な
ら
ば
、
五
人
の
う
ち

の
二
人
目
に
登
場
す
る
人
物
だ
が
、
順
序
を
変
え
最
後
に
彼
の
物
語
を
描
い
て

い
る
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
話
が
、
面
白
く
て
劇
化
し
や
す
か
っ
た
の
か
。
限

ら
れ
た
二
十
分
の
中
で
全
て
は
描
け
な
い
の
だ
が
、
明
ら
か
に
「
か
ぐ
や
姫
の

話
」
と
は
違
う
「
竹
取
物
語
」
を
意
識
し
て
お
り
、「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
」

と
「
天
の
羽
衣
」
だ
け
で
は
な
い
物
語
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
わ
か
る
。

　
ｂ
・
ｃ
か
ら
は
、
登
場
人
物
へ
の
生
徒
た
ち
の
意
識
が
伺
え
る
。「
竹
取
物

語
」
で
理
解
し
た
、
翁
と
か
ぐ
や
姫
を
表
現
す
る
配
役
を
選
び
、
イ
メ
ー
ジ
通

り
に
演
じ
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
稿
者
の
主
観
だ
が
、
落
ち
つ
い
て
優
し

い
昔
話
の
お
じ
い
さ
ん
で
は
な
く
、
あ
れ
こ
れ
と
気
を
揉
み
あ
た
ふ
た
し
、
喜

ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
に
忙
し
い
翁
で
あ
っ
た
。「
竹
取
物
語
」
か
ら
読
み
取
っ
た

生
徒
た
ち
の
翁
像
を
見
た
思
い
が
し
た
。

　
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
は
衣
装
や
小
道
具
な
ど
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
。
劇
化
す
る

に
あ
た
り
、
周
辺
の
文
化
に
も
興
味
を
持
っ
て
調
べ
、
表
現
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
劇
は
体
育
館
で
行
わ
れ
た
が
、
教
室
に
は
「『
竹
取
物
語
』
の
世
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界
」
と
し
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
し
た
イ
ラ
ス
ト
の
原
画
、
貴
公
子
た
ち

の
説
明
、
あ
ら
す
じ
や
衣
装
の
説
明
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
生
徒
の
言
葉

に
よ
る
と
、「
せ
っ
か
く
調
べ
た
の
に
見
て
も
ら
わ
な
い
と
勿
体
な
い
」
ら
し
い
。

　「
竹
取
物
語
」
の
劇
は
文
化
の
部
で
最
優
秀
賞
を
と
っ
た
。
文
化
祭
後
、
他
の

先
生
方
も
こ
の
劇
を
と
て
も
褒
め
て
お
ら
れ
た
が
、「
面
白
か
っ
た
」「
よ
く

や
っ
た
」
に
続
き
「
で
も
、
翁
は
あ
ん
な
感
じ
で
い
い
の
？
」
と
い
う
声
が

あ
っ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
喜
劇
化
し
た
「
竹
取
物
語
」
だ
と
思
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
一
般
的
な
「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
の
翁
と
劇
中
の
翁

の
印
象
の
違
い
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
劇
で
表
現
さ

れ
て
い
た
生
徒
の
解
釈
の
方
が
、
よ
り
「
竹
取
物
語
」
の
翁
で
あ
っ
た
と
思
う
。

４
　
お
わ
り
に

　
生
徒
に
は
、
様
々
な
古
典
の
文
章
を
読
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
読
ま

せ
た
い
。
限
ら
れ
た
授
業
時
間
で
は
テ
キ
ス
ト
の
全
文
を
読
む
こ
と
は
難
し
い

が
、
細
切
れ
の
時
間
を
継
続
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
実
践
で
何
が
達
成
で
き
た
の
か
。
考
え
た
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

①
　
テ
キ
ス
ト

　
学
習
者
の
発
達
段
階
や
到
達
度
に
よ
り
、
テ
キ
ス
ト
は
工
夫
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
今
回
は
大
学
入
試
に
対
応
す
る
力
が
求
め
ら
れ
る
生
徒
た
ち
が
対
象
で

あ
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
原
文
で
、
そ
の
後
に
口
語
訳
で
、
と
い
う
手
順
に
し
た
。

朝
は
、
読
ん
だ
原
文
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
数
時
間
後
に
は
口

語
訳
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
全
文
を
読
む
場
合
、
内
容
が
わ
か
ら
な
く
な
れ
ば

次
を
読
む
意
欲
を
失
う
の
で
口
語
訳
は
必
要
だ
が
、
初
め
か
ら
付
け
る
必
要
は

な
い
。
数
時
間
の
う
ち
に
疑
問
を
解
決
さ
せ
る
、
今
回
は
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
に

よ
り
、
全
員
が
飽
き
ず
に
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

②
　
テ
キ
ス
ト
全
体
を
論
じ
る
こ
と

　
一
部
分
を
読
む
だ
け
で
は
は
っ
き
り
と
言
え
な
い
こ
と
で
も
、
全
体
を
知
る

こ
と
で
自
分
の
知
識
と
結
び
つ
け
て
論
じ
や
す
く
な
る
。
例
え
ば
、
か
ぐ
や
姫

の
人
物
像
。「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
で
は
、
か
ぐ
や
姫
に
し
ろ
翁
に
し
ろ
具
体
的
な

人
物
像
は
あ
ま
り
浮
か
ば
ず
論
じ
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
全
体
を
読
む
と
、

か
ぐ
や
姫
な
ら
ば
「
小
悪
魔
的
」「
意
地
悪
」
な
ど
自
分
の
中
の
知
識
と
結
び
つ

き
、
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
批
評
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

③
　
語
り
手
と
の
対
話

　
テ
キ
ス
ト
全
体
を
読
む
こ
と
で
、
生
徒
の
意
識
は
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
描
い
た
の
か
」「
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
」
に
向
か
い
や
す
く
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
古
文
の
授
業
で
は
、
内
容
そ
の
も
の
に
意
識
が
向
か
い
、「
作
者
」

に
注
目
す
る
こ
と
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
に
い
る
語
り
手
は
生
徒
た
ち

と
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
今
回
の
実
践
で
は
、「
作

者
」
の
意
図
を
問
う
感
想
が
見
ら
れ
た
。
離
れ
た
時
代
の
人
々
と
対
話
す
る
こ

と
は
、
古
典
を
学
ぶ
意
義
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

④
　
読
み
の
構
え
の
形
成

　
③
で
述
べ
た
「
語
り
手
と
の
対
話
」
は
、
古
典
の
学
習
に
限
ら
な
い
。
生
徒

た
ち
に
は
、
現
代
文
（
評
論
）
の
学
習
時
に
も
「
筆
者
は
ど
ん
な
立
場
か
ら
発
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言
し
て
い
る
か
」
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
こ
の
習
慣
が
③
で
述
べ

た
よ
う
な
読
み
を
生
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
テ
ー
マ
の
評
論
で
も
、
筆

者
の
立
場
に
よ
っ
て
論
証
の
方
法
や
内
容
は
変
わ
る
。
こ
の
こ
と
を
学
ば
せ
た

い
。
二
年
次
に
行
っ
た
環
境
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
比
較
読
み
（「
自
然
と
人

間
」
村
上
陽
一
郎
　
科
学
哲
学
の
立
場
、「
地
球
温
暖
化
を
防
ぐ
」
佐
和
隆
光
　

経
済
学
の
立
場
）
で
は
、
こ
の
読
み
の
構
え
を
強
調
し
て
授
業
を
行
っ
た
。
こ

の
読
み
の
構
え
は
そ
の
後
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
際
に
も
生
か
さ
れ
た
と
感
じ

る
。

⑤
　
表
現
へ
の
志
向

　
こ
の
学
習
は
表
現
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
意
識
が
表
現
へ
と
向

か
っ
た
の
は
、
読
み
手
で
あ
る
生
徒
た
ち
が
、「
竹
取
物
語
」
の
人
物
を
生
き
生

き
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
、
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
表
現
へ
の
意
欲
が
生

ま
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
は
生
徒
た
ち
の
得
意
分
野
で
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
（
劇

そ
の
も
の
、
ポ
ス
タ
ー
、
イ
ラ
ス
ト
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
み
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
出
す
、
な
ど
）
を
用
い
て
表
現
で
き
る
。
古
典
文
学
は
、
歴
史
的
に
も

様
々
な
形
態
で
親
し
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
劇
も
、
古
典
に
親
し
む
一
つ
の
受
容

の
形
態
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

※
注
　
こ
の
実
践
は
、
竹
村
信
治
先
生
「
翁
の
物
語
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』」（「
国
語
教

育
研
究
」　
号
）
に
示
唆
を
得
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
稿
者
も
『
竹
取
物
語
』
を
読
み

４４

直
し
、「
か
ぐ
や
姫
の
話
」
と
は
大
き
く
異
な
る
内
容
・
人
物
へ
の
面
白
さ
を
感
じ
て
実

践
を
試
み
た
。

（
武
田
中
・
高
等
学
校
）
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