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『
竹
取
物
語
』
を
生
ん
だ
日
本
人
の
心

本
稿
は
、
"
羽
衣
"
と
い
う
共
通
地
盤
の
上
で
互
い
に
異
な
っ
た
世
界
を

構
築
し
て

い
る
二
つ

の
物

語
、
即

ち

『
竹
取
物
語
』
（
天
女

女
房
説

話
も
含

む
。

日
本
）
と

「
天

女
と
木

ゴ
リ
」
（
韓
国
）
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
『
竹
取

物
語
』

の
中

に
溶
け

込
ん
で

い
る
日
本
人
独
特
の
こ
の
世

に
対
す
る
理
解
を

浮

か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と

を
目
的
と
し
て

い
る
。
本
稿
が
主
に
注
目
し
、
論

じ
よ

う
と
す

る
の

は
、
次

の
よ
う
な
点
で

あ
る
。

第
一
、
子
供
の
数
が
天
女

を
地
上

に
縛

る
役
割

を
す

る
韓
国
の
羽

衣
説
話

と

は
違
っ
て
、
日
本

の
天
女
女
房
説

話
の
場

合
、
子

供
は
登
場
す

る
も
の
の
、

そ
の
誕
生
と
、
天

女
の
こ
の
世
で

の
生
と

は
、
一
続
き
の
も

の
と

は
な
っ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
天
人
の
天

人
性

は
、
地
上
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
親
子
関
係

の
枠
を
離

れ
た
と

こ
ろ
に
想
像
さ
れ
て
い
る
。

第

二
、
子
供
が

い
く
ら

生
ま
れ
て
も
天

に
戻

る
こ
と
を
諦
め
な
い
羽
衣
説

話

の
主
人
公
た
ち

は
、
そ

の
根

っ
こ
に
お
い
て

、
子
で
あ

る
こ
と
を
自
分
の

李
　
　
　
梨
　
花

性
分
と
す
る
存
在
、
言
い
換
え
れ
ば
、
親
に
は
な
り
え
な
い
存
在
と
し
て
、

説
話
中
に
定
位
さ
れ
て
い
る
。

第
三
、
天
人
が
子
と
し
て
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
と
し
て
―
―
『
竹
取
物

語
』
の
場
合
―
―
「
穢
き
所
」
（
一
〇
四
）
「
幼
き
人
」
（
一
〇
三
）
と
い
う
言

葉
が
登
場
し
て
い
る
。

一
　

竹

と

羽
衣

『
竹
取
物
語
』

に
関

し
て

は
、
す
で

に
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
概
観

す

る
と
、
第

一
、
津

田
左
右
吉
や
和
辻
哲
郎
の
よ
う

に
、
既
存
の
説
話
も
し

く
は
神
話
と
の
関
係

か
ら

『
竹
取
物
語
』

の
根
源
的
地
盤
を
問
い
、
そ
こ
か

ら

『
竹
取
物
語
』
の
特
徴
を
読
み
取
ろ

う
と
す
る
も
の
、
第
二
、
柳
田
国
男

の
よ
う
に
、
「
竹
取

物
語

の
文
芸
と
し
て

の
目
途
」
（
一
七
三
）
を
「
民
間
文

芸
の
欹
て
せ

ざ
る
所
、
即
ち
、
此
作
家
の
作
家
意
識
」
（
一
七
七
）
に
お
い
て
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探
ろ
う
す
る
も
の
、
第
三
、
物
思
い
（
あ
わ
れ
）
と
い
う
表
現
に
凝
集
さ
れ

た
と
こ
ろ
の
人
間
を
軸
に
し
て
、
伝
承
説
話

と
は
異

な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

『
竹
取
物
語
』
を
位
置
付
け
よ
う
と
す

る
も
の
、
第
四

、
『
竹
取
物
語
』

を
人

間

の
心
の
内
部
構
造

の
問
題

と
し
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
、

な
ど
が
あ

る
。
大
き

く
ま
と
め
れ
ば
、

こ
の
物
語
の
物
語
と
し
て
の
特
徴
を

「
人
間
の

自

覚
」

に
お
い
て

発
見
し

よ
う
と
す
る
歴
史
、
そ
れ
が

『
竹
取
物
語
』
研
究

史

で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

本
稿
も
、
基
本
的
に

は
こ
の
路
線
を
た
ど
る
。

た
だ
し
こ
の
論
文

で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
、
ほ
か
で
も
な
い
親
子
関
係

を
通
じ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
焦
点
を
絞
る
こ
と

に
す

る
。

ま
ず

注
目
さ

れ
る
の

は
、

竹
と
羽
衣

と
の
関
係

で
あ

る
。
折

口
信

夫

の

『
古
代
研
究

』
、
な
か
で
も

「
霊
魂
の
話
」
・
「
若
水

の
話
」
・
「
水
の
女
」

に
は
、

現
代
の
我

々
が
、
か
ぐ
や
姫
の
誕
生
と
喪
失
と

を
い
か
な

る
観
点

か
ら

考
え

る
べ
き

か
、
と

い
う
問

い
に
お

い
て
、
も

っ
と
も
参
考
に
す

べ
き

端
緒

が
提

供

さ
れ
て

い
る
。
ま
ず

「
若
水

の
話
」

に
は
、
「
他
界
の
生

を
受

け

る
た
め

に
、
赫
取
姫
は
竹
の
節
間
に
籠
も
っ
て
い
た
」
（
一
二
七
）
と
い
う
話
が
み
ら

れ
る
。
「
水

の
女
」

で
い
え

ば
、
「
竹
」

は
物

忌
み

の
衣
で

あ

る

「
天

の
羽

衣
」
（
一
〇
一
）
に
連
な

る
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
折
口
の
所
見

の
根
拠
は
、
「
霊
魂
の
話
」

に
、

古
代
日

本
人
は
、
外

か
ら
や

っ
て
く

る
何

か
が
、

一
定
の
間
あ
る
も
の
の
中

に
入
り

、
や

が
て
出
現
す

る
、

と
い
う
形

で
物
の
発
生
を
考
え
た
、
と

い
う
考
察

と
し
て

述
べ
ら

れ
て
い
る
（
一
九
七
）。

そ
こ

か
ら
折
口

は
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
形

で
も
の
の
中
に
入
ら
な
け
れ
ば
な

ら

な
っ
た
か
は
定

か
で

は
な
い
が
、
と
も
か
く

「
も
の
が
な
る
た
め
に
は
、

じ

っ
と
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
時
期
」
（
一
九
九
）
が
必
要

で
あ
り
、
も
し

く
は
「
神
事

に
与

る
資

格
を
得
る
た
め
に
は
、
あ
る
期
間
を
じ

っ
と
家
の
中

あ
る
い
は
山

の
中

に
籠
も
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
」
（
二
〇
〇
）
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
の
話
は
、
竹
の
節
に
神
が
宿
り
、
人
間
の
身
を
得
て
出
て

く
る
の

と
同
様
に
、
羽
衣
は
人
が
神
と
し
て
の
資
格
を
得
る
た
め
に
籠
も
る
物
忌
み

の
衣
で
あ
り
、
そ
し
て
衣
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
、
当
の
も
の
は
以

前
と
は

違

っ
た
資
格
を
得
た
も
の
と
し
て
み
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
竹
・

羽
衣

は
、
神
が
人
の
身
を
得

る
方
向

に
せ
よ
、
人
が
神

の
魂
を
得
る
方
向
に

せ
よ
、
地
上

の
目

か
ら
す
れ
ば

くそ
れ
以
外
の
視
点
が
あ
る

わ
け
で

は
な
い

が
）
同
じ
く
、
地
上

の
出
来

事
で
あ
り
な
が
ら
他
界

を
意
識

さ
せ
る
事
件
、

即

ち
、
神

の
存
在
を
意
識

さ
せ
る
事
件
と
し
て
経
験
さ
れ
て

い
る
。

か
ぐ
や

姫
へ
の
想
像

は
、

い
わ
ば
、

こ
う
い
う
経
験
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
の
で

あ
る
。

こ
う
い
う
脈
略
か
ら
「
羽
衣
説
話
」
を
考
え

る
と
、
羽
衣
を
奪
わ
れ
た
天

女
の
出
現
は
、
そ
れ
が

い
か
な
る
形
も
し
く
は
意
味
を
伴
う
も
の
で
あ
れ
、

籠
も
り

か
ら
出
た
場
所
が
こ

の
人
間
の
世
で
あ
る
限
り
、
ま

た
、
こ
の
世
の

も

の
に
と

っ
て
彼
女
が
他

な
る
資
格

の
持
ち
主
と
し
て
感
じ
取
ら
れ

た
の
で

あ
る
限
り

、
世

の
人

々
に
と
っ
て
、
神

の
訪
れ
を
意
味
す

る
事
件

と
し
て
経

験
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

籠
も
る
こ
と
が

い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
、
も
し

く
は
な
ぜ
そ
れ
が
人
々
に
他
界
を
想
像
さ
せ

た
の

か
は
、
我
々
の
直
接
的
に

知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
肝
心
な
の
は
、
当
の
言
葉
も
し
く
は
形

に
よ
っ
て

現

に
引
き
起
こ
さ
れ
た
人

々
の
他
界
へ
の
想
像
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
、
訪



れ
た
異

様
な
る
も
の
は
、
必
ず
帰

っ
て

い
く
、

と
い
う
形
で

展
開
さ
れ
た
こ

と
で
あ

る
。

老
夫
婦
に
服

を
盗
み
取
ら
れ

た
天
女

の
場

合
を
見
て
み
ょ

う
。

こ
の
話

の
主
人
公

は
、
地
上

の
者

に
異
様
な
も

の
、
即

ち
神

と
し
て
受
け
止

め
ら
れ

た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
老
夫
婦

に
追

い
出

さ
れ
る
ま
で

、
地
上
で
異

様
な
生
の
形
を

と
り
続
け

る
こ
と
を
や

め
よ
う
と

は
し

な
い
。

自
発

的
に
発

と
う
と

は
し
な

い
の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
追

い
出

さ
れ
る
わ
け
が
説
明
さ

れ
な
く
て
も
、

そ
こ

に
神

は
当
然
帰
る
べ
き
だ
と

い
う
信
念

は
す
で

に
確
立

さ
れ
て
い
る
。
『
竹
取
物
語
』

の
主
人
公
、

か
ぐ
や
姫

に
つ

い
て

も
、
そ
の

根
本
は
同
じ
で
あ
る
。
『
竹
取
物

語
』

に

は
、
親

子
揃

っ
て
別
れ

る
こ
と
に

涙
ぐ
む

状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
今
は
、
帰
る
べ
き

に
な
り
に

け

れ
ば
」
（
九
七
）
と

い
う
言
葉

は
、

か
ぐ
や

姫
が
帰

る
べ

き
存
在

と
し

て

自
分
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
た
だ
、
能
動
的
に
な
れ
な

い
だ
け
で

あ
る
。
そ
こ
で
外
か
ら
の
介
人
が
要

請
さ
れ

た
の
だ
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
話
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
"
籠
も
り
"

と
い
う
こ
と
の
出
現
が
、
今
こ
こ
に
あ
る
世
界
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
世

界

の
想
像
に
連

な

っ
て
い
る
こ
と
、
し

か
も
そ
こ
に
は
、
訪
れ
た
神
は
必
ず

帰

っ
て

い
く
と
い
う
信
念
が
、
暗
黙

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で

あ
る
。
少

な
く
と
も
、
作
家
は
、
伝

承
と
神

話
を
こ
の
よ
う
な
形
で
組
み

合

わ
せ
、
訪
れ

た
神
（
他
者
）

を
帰
ら
せ
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の

信
念
を
裏
付
け
る
論
理
と
し
て
、
『
竹
取
物
語
』
の
場
合
、
"
天
人
"
と
い
う

枠
が
用
意

さ
れ

た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
先
走

っ
て

言
え

ば
、
こ
う
し
た
想
像

の
構
造
を
も

っ
と
も
簡
明

に
表
し
て
い
る
の
が
、

い
わ
ば
、
他
者
と
し
て

の

か
ぐ

や
姫
の
こ
の
世
で

の
生
が
、
子
の
段
階
で
終
わ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
佐
藤
正

英
の
議
論
に
な
ら

っ
て
、
自
分
と
異
な
る
異
様
な
存
在
の
出
現

に
他
者

を
見
、
そ
の
他
者

を
帰
す
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
同
一
性
を
保
ち
得
て

い
る
場
が
こ
の
世
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
他
者
を
帰
す
こ
と
―
―
そ
れ

が
自
分
の
内
の
事
件
で
あ
れ
、
外
の
事
件
で
あ
れ
―
―
は
、
こ
ち
ら
側
か
ら

い
え
ば

、
自
己
同

一
性
を
も
た
な
い
存
在
、
即
ち
、
こ
の
世

に
お
け
る
通
常

の
付
き

合
い
が
不
可

能
な
存
在
の
退
去
と
な
る
。
分
か
ち

合
う
こ
と
の
で
き

な
い
存
在

の
わ
か
ら
な
さ
を
退
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
他
者

の
帰
還
な
の
で
あ

る
。
そ

う
す
る
時

、
他
者
と
の
関
係
は
も
は
や
、
一
定
の
儀
礼
を
施
し
、

そ

の
成
功
を
祈

る
こ
と
に
お
い
て
の
み

、
定

立
す

る
こ
と

に
な
る
。
漠
然
と
し

た
神
の
世
界
は
、
"
籠
も
り
"
を
生
ま
せ
た
心
に
よ
っ
て
、
確
然
と
し
た
神

の
世
界
と

な
り
、
そ
し
て
同
じ
そ
の
心
に
よ

っ
て
、
つ

い
に
は
こ
の
世

か
ら

退
去
さ
せ
ら
れ

る
。
ま
つ
り
（
儀
礼

）
の
成
功
は
底

知
れ

ぬ
力
で
あ
っ
た
た

た
り
の
、
こ

の
世
で
の
そ
う
し
た
現

れ
方

を
や
め
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

こ
の
よ
う

に
二
分
化
さ
れ
た
世
界

の
中
で

、
人

は
常

に
訪
れ
る
他
者
を
籠
ら

せ
る
こ
と

に
よ
り
、
す
で
に
確
立
し
て

お
い
た
領
域

に
追
い
込
む
の
で
あ
る
。

二
　

天

女

と
木

こ
り

韓
国
の
羽
衣
説
話
で
あ
る
「
天
女
と
木
こ
り
」

は
、
こ
う
し
た
日
本
人
の

想
像
の
あ
り
方
を
、
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
。
以
下
に
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

あ
る
木

こ
り
が
、
子
が
三
人
（
一
遍
に
は
抱
え

き
れ
な
い
数
を
意
味
）
に
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な
る
ま
で

は
天

女
に
服
を
見
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
鹿
の
言
葉

を
得
る
。

と
こ
ろ
が
、
子

が
未
だ
二
人
し

か
い
な

か
っ
た
時
、
そ

の
服
を
一

度
で

も
い

い
か
ら
見
せ
て
く
れ
と

い
う
天
女
の
願

い
も
し
く
は
母
親
の
勧

め
を
断

り
き

れ
ず
、
天
女
に
そ
の
服
を
見
せ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
天
女

は
二
人
の
子

を
抱
え
、
昇
天
し
て
行

っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
そ
の
後
、
木

こ
り
は
鹿
の
助

け
で
天

に
昇
る
こ
と
が
で
き

、
そ
こ
で
幸
せ
な
生
を

お
く
る
。

も
し
く
は
、

一
旦
地
上

に
戻

っ
て
、
再

度
の
昇
天

に
は
失
敗
し
、
死

ん
で

い
く
（
地
方
に

よ

っ
て
若
干
差

は
あ

る
が
、
終
末

は
そ
の
い
ず
れ

か
の
形

を
と

る
）
。

こ
こ

に
は
、
子
性
を
自
分

の
性
分

と
す
る
存
在
と
し
て
の
天
女
で

は
な
く
、
子

に

よ

っ
て
自
分
を
親
と
し
て

自
覚
す
る
天
女
が
描

か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
こ

か
ら
、
天
の
も

の
の
地

に
お
け

る
生
が
可
能
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
地
の
も
の

も
基
本
的

に
は
天
で

の
生
を
営
む
こ

と
が
可
能
で
あ

る
、
と
い
う
形
で

話
が

展
開
さ
れ
て

い
く
。

話
の
変
形

の
一

つ
に
、
地
上
で
死

ん
だ
木

こ
り
を
天
に

い
る
子

が
祭

る
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
天

と
地
と
が
根
本
的
に

は
同
質

の
も

の
と
し
て
想
像
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
天
と
地
と
が
同
質
の
も
の
と
し
て
想

像
さ
れ
た
そ
の
軸
に
、
親
子
関
係
が
据
え
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
親
子
関
係
の
中

に
身
を
置
く
限
り
、
両
者
は
そ
の
中

か
ら
神
を
直
視
す

る
こ
と
は
な

い
。
広
く
言

え
ば
、
「
性
即
理
」
と

い
う
原

理
の
元
で

天
と
地

が
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
、
追

い
出
さ
れ
る
べ
き
何
も
の

か
な
ど
、

そ
も
そ

も
存
在
し
得
な

い
の
で
あ

る
。
不
思
議
と
は
、
ま
だ
真

に
知
ら
な

い
か
ら
不

思
議
で
あ
る
だ
け
な

の
で

あ
り
、
実

の
と
こ
ろ
、
す

べ
て

は
一
つ

の
理
の
具

現
と
し
て
方
向
付
け
ら

れ
て

あ
る
。
こ
う
し
た
想
像
が
、
こ
こ
で

は
二
つ
の

世
界
へ

の
分
節

を
拒
ん
で

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
は
天

と
地
と
を
分

か
つ
地

か
ら
の
強
い
要

求
は
現
れ
て
こ
な
い
し
、
こ
こ
で
要

求
さ
れ
る
生
の

形

は
、
天

賦
の
性
情
で

あ
る
「
四
端
」
に
従
い
、
天
地
を
貫
通
す

る
一
つ
の

理

を
我

が
身
に
お
い
て

実
現
さ
せ

る
、
と

い
う
た
だ
一
点
に
収
束
す
る
。
天

に
昇

っ
た
木
こ
り
が
地
上
に
戻

っ
て
再
び
昇
天

に
失
敗
し
た
、
と
い
う
話

は
、

い
っ
て
み

れ
ば
、
天
女
の
天
女
性

が
現
実
態
と
し
て
両
方
で
の
生
を
可
能

に

し

た
の
に
対
し
、
木
こ
り
は
未
だ
そ
の
資
格
を
持
ち
得
て

い
な
か

っ
た
、
と

い
う
だ
け

の
話
と
な
る
。
こ
れ
は
、
天
と
地
の
心
の
違
い
（
信
と
擬
）
を
述

べ
、
つ
い
に
は
何
の
理
由
も
告
げ
ず
天
女
を
追

い
出
し
て
し
ま

っ
た
日
本

の

例
と
は
著
し
く
異
な
る
。

性
即

理
を
い
う
朱
子

学
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
こ
の
世
界
に
究
極
的

な
他
者

は
な
い
。
他
者
が
他

者
で

あ
る
所
以

は
、
い

っ
て
み

れ
ば
、「
格
物

致
知
」

が
未
だ
足
り
て

い
な
い
自
分
の
側
に
あ

る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
朱
子

学

的
な
理
気
観
で
生
死
を
考
え
た
者
た
ち
に
と
っ
て

、
死

は
、
永
遠
な
る
他
者

を
想
像
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
永
遠
な
る
我

に
戻

る
道
を
想
像

さ
せ
た
の

で
あ
る
。
地
上

の
概
念
で

い
え
ば
そ
れ
は
、
聖
人
に
な
る
道
と
し
て
想
像
さ

れ
て

い
る
。
「
礼
」
（
ま
つ
り
）

は
知
り
得
な
い
不

思
議
に
対
す

る
も
の
で
あ

る
と

い
う
よ
り
、

い
ず

れ
は
一
つ
に
な
る
す
べ
て

の
私

に
対
す

る
「
礼
」
と

し
て
現
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
一
つ
に
な
る
こ
と
へ
の
期
待
は
天

・
地
が
共

に
持
つ
も

の
で

あ
り

、
そ
れ

は
子
孫
に
よ
る
祭
祀
と
し
て

究
極
的
形
態
を
持

つ
。
親
子
関
係

の
外

に
立
つ
こ
と
が
、
単
に
人
間
を
や
め
る
こ
と
に
と
ど
ま



ら
ず
、
天
に
背
く
こ
と
、
ひ
い
て
は
生
死
の
理
に
背
く
こ
と
と
し
て
想
像
さ

れ
た
の
は
、
こ
う
い
う
構
造
に
お

い
て
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
は
、

理
と
分
か
れ
た
と
こ
ろ
の
、
生
の
み
の
積
極
的
な
意
味
は
、
見
い
だ
さ
れ
に

く

い
。
生
ま
れ
て

く
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
異
な
る
形

を
と
る
こ
と
だ
と
考
え

る
と
き
、
こ
う
し
た
同
一
的
な
理
へ
の
志
向
に
よ

っ

て
で
は
、
生
の
積
極
的
な
意

義
を
見
い
だ
し
難
く
な
る
の
で

あ
る
。

三

『
竹
取

物
語

』

に

お
け

る

親

と
子

か
ぐ
や
姫

は
、
月

の
都
の
人
に
つ
い
て
「
い
と
き

よ
ら
に
、

老
い
を
せ
ず

な
む

。
思
ふ
こ

と
も

な
く

は
べ
る
な
り
」
（
一
〇
一
）
と
描
写

す
る
。
少

な
く

と
も

『
竹
取
物
語
』

に
お
い
て
月

の
世
界

は
、
こ

の
世

に
身
を
置
く

か
ぐ
や

姫
に
よ

っ
て
、
こ
の
世

の
き

た
な
さ
を
一
点
も

残
し
て

い
な

い
と
こ
ろ

、
例

え

ば
、
仏
教

の
八
苦

に
例
え
ら

れ
る
よ

う
な
苦
し
み

に
も
囚

わ
れ
な
い
世
界

と
し
て

認
識
さ

れ
、
我

々
に
知
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ

は
逆
に
、

地
上

が
、
肉
体
的

な
死
に
囚

わ
れ

た
場
所

と
し
て
、

ま
た
、
人
が

決
し
て
思

い
ど

お
り

に
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
欲
望

に
駆
ら

れ
た
場
所
と
し
て
、
認

識
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
作
家

は
、

こ
の
世

に
お
け

る
常

の
心
が

無
常
を

悲
し
み
欲
望
の
中
で
泥
ま
み
れ

に
な

っ
て

い
る
、
そ
う
し
た
状
態
を
描
写
す

る
言
葉
と
し
て
「
穢
き

所
」
「
幼
き
人
」

を
選
び
、

そ
の
対
極

に
、

仏
教

の

浄
土
の
イ

メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
で

は
な

い
に
し
ろ
、
ど
こ

か
解
脱

の
性
格

を
含

ん
だ
澄
ん
だ
世

界
と
し
て

月
を
置
く
の
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
、
い
う

な
ら

ば
、
こ
の
よ

う
な
二

つ
の
世
界

の
差
異
を
身
を
も

っ
て
体
験
す
る
存
在
と
し

て
登
場
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
体
験

は
、
子

の
立
場
か
ら
得
ら
れ

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
子

の
立
場
か
ら
、
さ
り
げ

な
く
月

の
親

の
こ

と

を
述
べ
、
そ
し
て
子
の
喪
失
に
直
面
し
た
翁
を
不
憫
と
思
う
。
二
つ
の
世
界

の
差
異
を
み
せ
て
く
れ
る
場
と
し
て

、
親
子
関
係
が
用
意
さ
れ
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。

で
は
、
親
子
関
係
を
も
っ
て

、
作
家
が
我

々
に
語
ろ
う
と
し

た
の
は
一
体

何
で
あ

っ
た
の
か
。
「
幼
き
」

と
い
う
言
葉

が
直
接
的
に
向

か
っ
て
い
る

の

は
、
か
ぐ
や
姫
に
執
着
す
る
翁

の
心
に
対
し
て
で
あ
る
。
し

か
し

、
こ

の
言

葉
は
、
執
着
の
根

っ
こ
に
漂

っ
て

い
る
、
何
ら
か
の
不

安
を
見

破
る
こ
と
な

し
に
は
出
て

こ
な
い
言
葉
で
あ

る
。
子

に
結
婚
を
勧
め
る
場
自
体
が
す
で

に

そ
う
で

は
あ
る
が

、
翁

の
不
安
が
不
安
と
し
て

よ
り
露
骨

に
な

っ
て
く
る
の

は
、
か
ぐ

や
姫

が
月
を
見
て
物
思

い
に
耽
る
場
面

に
お

い
て
で
あ

る
。
子
の

あ
や
し
げ
な
身

振
り
一

つ
で
、
今
ま
で
隠
し
続
け
て
き

た
不
安

は
、
一
気
に

走
り
出
す
。

こ
の
世
を

「
う
ま
し
き
世
」
（
九
六
）
と
ぶ
つ

ぶ
つ

い
う
翁

の

心
に
は
、
い
わ
ば
、
す
で

に
経
験
し
て
き
た
こ
の
世

の
脆

さ
が
溶
け
込
ん
で

い
る
。
人

々
は
、
仏
の
よ

う
に
一
切
の
欲
望
の
滅

を
通
じ
て
で

は
な
い
に
し

ろ

、
自
分

の
欲
望

の
移
り
変
わ
り

の
中
で
無
常
を
直
感
す

る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
人

々
は
、

こ
の
よ
う
な
悪
し
き
輪
廻
の
世
界
を
諦

め
よ
う
と
は
し
な

い
。

そ
れ

に
対
す

る
作
家

の
醒

め
た
意
識
が
、
こ
こ
で
は
「
幼
き
人
」
と
い

う
言
葉

に
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
穢
き
」
「
幼
き
」

は
、
こ
の
よ

う
に
、
い
つ
も
何
か
を
求

め
ず
に

は
い
ら

れ
な

い
我

々
の
常
の
心
が
、
同

時
に
ま
た
、
時
間
の
流
れ
の
中
で

無
常
を
直
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感
す
る
心
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ

か
ら
目

を
そ
ら
す
心
で
も
あ

る

こ
と
を
直
観
し
た
言
葉
と
し
て

あ
る
。
そ
し
て
、

い
ず
れ
悲
し
み

に
変
わ

る

一
時
の
幸
福
で
あ
る

に
し
て
も
、
そ
れ
を
求

め
ず

に
は
い
ら

れ
な

い
我

々
の

心
、
さ
ら

に
は
そ
の
よ
う
な
心
に
対
応
し
て

あ
る
脆

い
世
界

の
中
で
、
永
遠

な
る
安
住

の
地
を
欲
す
る
我

々
の
心
、
そ
れ
ら
が

、
す
で

に
我

々
に
予
想

さ

れ
た
自
分
自
身

の
姿
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
我

々
は
こ
れ
ら

の
言
葉

の
前
で

身

を
す

く
め
る
。
例
え
ば
、
最
愛
の
も

の
を
亡

く
し

た
瞬
間
、
こ
の
世

を
彩
っ

て

い
た
す

べ
て

の
幻

は
消
え
去
り
、

そ
の
執

着
の
強
度
に
合
わ
せ

た
形
で

あ

わ
れ
が
湧
出

し
て

く
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
す

べ
て

は
、
実
は
す
で

に
予

想
さ

れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
常

を
悲
し
む

心
、
も
し
く

は
そ
れ
を

苦
と
し
て

感
じ
取

る
心
は
、
我

々

に
執
着

が
あ
る
限
り
消
え
て

は
く
れ

な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
執
着

の
実
相

を

心
身

を
も
っ
て
語

る
仏
教

の
教
え

は
、
人

々
の
心
を
魅
了

し
て
き

た
。
し
か

し

問
題
は
、
親
と
な
っ
た
我

々
が

、
そ
う
い
う
魅
力

に
満
ち
た
世
界

に
自
ら

進
ん
で
踏
み
入
ろ
う
と
は
し
な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
。
そ
れ
は
真
に
無
常
を
知

ら
な

い
か
ら
だ
と

い
え
ば
、
話
は
そ
れ
で

終
わ

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
前

に

も
言
及
し

た
よ
う
に
、
よ
り
実
質

的
な
問
題

は
、
こ

の
世
の
も
の
が

い
ず
れ

苦

に
な
る
と

い
う
こ
と
を
直
感
し
、
そ
れ
を
求

め
る
自
分

の
執
着
を
も
直
感

し
て

い
な
が

ら
、

い
ず
れ
訪
れ
る
苦
の
前
の
楽
し
み

を
決
し
て
放
棄
し
よ
う

と

は
し

な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
。
瞬
間
瞬
間

に
経
験
す

る
無
常
を
超
え
て
一
気

に
訪

れ
る
無
常
、
こ

れ
が
、
子
を
通
じ
て
永

遠
を
夢
見
る
親
と

い
う
存
在

か

ら

は
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ

に
あ

る
、
と

い
う

点
に
、
問
題

の
根
源
が
あ

る
。
仏

教
が
説
く
と
こ
ろ

の
救

い
難

い
凡
夫
性
が
、
依
然
と
し
て
我

々
の
心
に
迫
る

の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

う
し

た
我

々
自
身
の
存
在
構
造
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

う
す
う
す
と
は
い
え

、
人

々
は
無
常

を
知

っ
て
い
る
。
親
を
慰

め
る

か
ぐ

や
姫
と
、
子

に
こ
の
世

の
す

ば
ら
し

さ
を
説

い
て
ゆ
ず
ら
な
い
翁

の
間

に
は
、

い
わ
ば
一
種
の
騙
し
合
い
の
世
界
が

成
り
立
っ
て

い
る
。
互

い
に
何
を
考
え

て
い
る
か
わ
か

っ
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
必
死

に
言
葉
を
交
わ
し

、
涙

を
流
す

の
で
あ
る
。
そ
し
て

、
こ
の
一
方
的
な
世
界

が
崩
壊
し
た
瞬
間
、
親

は
死

ん

で
い
く
。
他
者
と
し
て
子
を
認
め
ず

、
自
己

の
一
方
的
な
延
長
線
上
に
子

を

置
く
が
た
め

に
、
翁
は
死
に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
。
新
し
く
出

現
し

た
世

界
も
し
く
は
道
の
中
に
、
親
と
い
う
場
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、

そ
れ

が
出
家
で

は
な
い
に
し

ろ
、
子

が
子
で

あ
り

続
け

る
こ
と

は
、
親

に

と

っ
て
す
こ
ぶ
る
不

安
を
駆
り
立
て

ら
れ
る
。

か
ぐ
や
姫
が
流
す
涙

は
、
そ

こ
に
淵
源
し
て

い
る
。

四
　

あ

わ

れ

の
相

最
後

に
残

る
問
題

は
、
そ
れ

に
も
か

か
わ
ら
ず
『
竹
取
物
語
』
の
作
家
が
、

な
ぜ

こ
の
世

の
働
き

を
認

め
る
発

言
、
具
体

的
に
は
、「
物
知
ら

ず
」

と
い

う
言

葉
を
、

か
ぐ
や
姫

に
与
え
て

い
た
か
と

い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
あ
わ
れ
」

を
中
心

に
し
て

、
こ

の
問
題
を
考
え
て
お
く
こ

と
に
し

た
い
。

ま
ず
、
帝

を
含
め
た
六
人

の
求
婚
者

に
は
、
少
な
く
と
も

か
ぐ
や
姫

の
他

者
性

が
初
め
か
ら
見
え
て

い
た
と
み
ら

れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
失

敗
の
後
、

世
間
と
い
う
も
の
が
見
え

、
諦

め
も

つ
い
た
。
即
ち
、
こ
の
世
で

の
生

を
受



容
で
き

た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
親
子
関

係
に
つ
い
て
は
そ
う
は
い
か
な

い
。
『
竹
取

物
語
』

に
は
、
親

に
な

る
と
は
、

い
わ
ば
地
が

地
の
み
で
完

結

す
る
事

件
と
し
て

登
場
す

る
。
子

に
よ

っ
て

、
地
上

が
今

ま
で

と
は
全

く

違

っ
た
色
彩
を
も

っ
た
場
所
、
言
い
換
え
れ
ば
、
天
上
の
ご
と
く
永
遠
の
日

常
が
夢
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
化
す
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
子
関
係

は
、
こ
の
世
に
あ

る
は
ず
の
な

い
も
の
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
す
で
に
追

い

出
し
て

し
ま

っ
た

は
ず
の
神
の
領
域
を
、
こ
の
世

に
求

め
さ
せ

る
。
だ

か
ら

こ
そ
、
こ
の
関
係
が
崩
壊
し
た
瞬
間
、
死
が
訪
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
何
を
す

る
た
め
に
、
誰
の

た
め
に
命
を
惜
し
む
の
か
と
い
う
翁

の
嘆
き

は
、

か
ぐ
や

姫
へ
の
情
愛
が
、
永
遠
を
夢
見
る
も
の
と
し
て

、
時
間
と
共

に
消
え
て
行
く

対

象
へ
の
欲
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
。

だ
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
は
、

翁
の
生

の
否
定

と
な

る
。
欲

を
現
前
と

い
う
形
で

す
べ
て

出
し

切

っ
て

し

ま

っ
た
存
在

に
訪

れ
る
、
同
じ
欲
へ
の
全
面
否
定

は
、

そ
の
存
在

そ
の
も

の

の
否
定
と

な
る
し

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ

の
よ
う

に
我
が
も

の
と
信
じ

た
も
の
が
我

が
も

の
で
な

く
な

る
こ
と

（
親
子
関
係
）
と
、
我

が
も

の
に
し

よ
う
と

し
た
も

の
が
我
が
も

の
に
な
ら

な

い
こ
と

（
男
女
関

係
）

と
は
、
あ
ら
わ
れ
て
く

る
「
あ
わ
れ
」

の
相
に
お

い
て
も
そ

の
差
異

を
見
せ

る
。
も

は
や
歌

に
も

な
り
え

な
い
「
あ
わ
れ
」

は
、

言
葉
を
な
く
し
死

ん
で

ゆ
く
親

に
お
い
て

の
み

、
見
ら

れ
る
の
で

あ
る
。

歌

に
変
身
し

た
「

あ
わ
れ
」

は
、
つ

い
に
は
深

い
沈
黙
世
界

へ
と
昃
っ
て

い
く
。

涙
も
言
葉
も
存
在
し

な
い
そ

の
世
界

は
、
も

は
や

生
き

た
人
間
の
世
界
で

は

な
い
か
ら
で
あ

る
。
強

い
て

い
え
ば
、
た

た
り
が

も
は
や
人
の
あ
わ
れ
と

の

接

点
を
失

っ
た
と
こ
ろ
、
い
い
か
え
れ
ば
、

た
た
り
が
も
は
や
人
の
あ

わ
れ

と
し
て
己
を
変
身
さ
せ
な
く
な
っ
た
時
点
が
、
こ
の
世
の
終
わ
り
な
の
で
あ

る
。
『
竹
取
物
語
』
の
作
家
は
、
こ
の
よ

う
に
二
つ
の
人
間
関
係
を
も
っ
て
、

こ

の
世

の
こ

の
世

と
し
て

の
特

性
を
、
黙

々
と

述
べ
て

い
く
。
「
穢

き
」
・

「
幼
き
」

は
、
確

か
に
こ
の
世

の
特
性

を
表
す
言
葉
で

あ

っ
た
。
し
か
し
作

家
は
、
そ

の
直
接

的
対
象
で
あ
る
親

に
、

歌
を
歌
わ
せ
て

は
い
な
い
。
沈
黙

し
死

ん
で

い
く
姿
を
、
そ
の
ま
ま
見
届
け

る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
無

限

に
沈
殿
す

る
情
の
わ
き

に
、
男
女

の
情
、
歌

を
置

く
。

歌

に
な

り
得
た

「
あ

わ
れ
」
と
沈

黙
と
化
し
た
「
あ

わ
れ
」
。
こ

の
世

は
こ
れ
ら

の
「
あ
わ

れ
」
が
中
心

を
移
し

な
が
ら
動
き

ゆ
く
世
界
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
の

世

に
あ
り

な
が
ら
あ

の
世
を
想
像
す

る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
を

作
家

は
表
現

し
た
と
み
ら
れ
る
。

（
Ｉ
）
　「
竹
取
物
語
」
本
文
の
引
用

は

『
日
本
古

典
文
学
全
集
』

八
（
小
学
館
）

に

よ
る
。

（
２
）
　
和
辻

哲
郎
の
「
お
伽
噺

と
し

て
の
竹
取

物
語
」
（
『
日
本
精
神

史
研
究
』
所

収
）
と
津
田
左
右
吉
の

『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思

想
の
研
究
』
参
照
。

（
３
）

「
竹
取
翁
」
『
柳
田
国
男
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
。

（
４
）
　
益
田

勝
実
の
「
説
話

に
お
け

る

フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物

語
」
（
国
語

と
国
文
学
、
昭
和
三
四

年
四
月
）
、
野
口

元
大

の
『
竹
取
物
語

』

（
新
潮
社
、
昭
和
五
四
年
）
、
高
橋
亨

の

『
物
語
と
絵

の
遠
近
法
』
（
ぺ
り

か
ん

社
、
一
九
九
一
年
）
、
な
ど
が
あ

る
。

（
５
）
　
佐
藤
正

英

『
隠
遁
の
思
想
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇

一
年
。

（
６
）
『
古
代
研
究
Ｉ
』
・
『
古
代
研
究
Ⅱ
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
二
年
。
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（
７

）
『
か
よ
う
に
昔
の
人
は
、
他
界

か
ら
来
て
こ
の
世
の
姿
に
な

る
ま
で

の
間

は
、

何
も
の

か
の
中

に
は
い
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
と

考
え
た
』
（
一
九
九
）
。

（
８

）
　
代
表
的
な
例
と
し
て

「
伊
香
の
小

江
」
『
近
江
国
風
土
記
』
が

あ
る
。

（
９

）
「
奈
且
の
社
」
『
丹
後
国
風
土
記

』
。

（
1
0
）
　
"
外
"
と
は
、
こ
の
日
常
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
時
空
を
現
出
さ
せ
る
何
か

で
あ
り
、

こ
の
論
文
で

は
、
仏
・
た
た
り
（
神
）
　・
他
者
な
ど
が
、
そ
れ
に
当

た
る
。

（
1
1）
　
佐
藤
正
英

『
日
本

倫
理
思
想
史
』
東
京
大
学
出
版
会

、
二
〇
〇

三
年
。
そ
の

他
、
「
原
郷
世
界
の
徴
表
」
（
「
i
s
 
3
9
」
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）

参
照
。

（
1
2）

『
韓
国
口

碑
文
学
大
系
』
韓
国
精
神
文
化
研

究
院
、
一

九

八
〇

～
一
九

八
八

年
。
そ
の
他
、
裴
源
龍

の
『
木

こ
り
と
天
女
　

説
話
研

究
』
（
集

文
堂
。

一
九

九
三
）
参
照
。

（
1
3）

「
か
の
国
の
父

母
の
こ
と
も
お
ぽ
え
ず
」
（
九
八
）
。

（
1
4）
　
か
ぐ
や
姫
の
ほ
し
が

っ
て
い

る
も
の
を
聞
い
て
、
「
お
い
ら
か
に
、
『
あ

た
り

よ
り
だ
に
な
歩
き
そ
』
と
や
は
の

た
ま
は

ぬ
」
（
五

八
）
と

い
い
な
が

ら
そ
れ

を
探
し
求
め
る
五
人
の
求
婚
者

や
「
影
」
（
九
三
）

に
化
し
て

し
ま

っ
た
か
ぐ

や
姫
に
そ
の
元
の
肉
体
を
求
め

る
帝

に
は
、
確
か
に
か
ぐ
や
姫
の
他
者
性
、
言

い
換
え
れ
ば
「
た

た
り
」
の
「

た
た
り
性
」
が
見
え
た
は
ず
で
あ

る
。

（
1
5）

「
な
に
せ
む

に
か
命
を
惜
し
か
ら
む
。
誰

が
た
め
に

か
、
何
事
も

用
な
し
」

（
一
〇
七
）

（
Ｌ
ｅ
ｅ
,
　
Ｌ
ｅ
ｅ
-
ｈ
w
ａ
、
日
本
倫
理
思
想
、

韓

国

外

国

語

大

学

非

常

勤

講

師

）
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