
『竹
取
物
語
』
研
究

I
か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰
を
め
ぐ
っ
て
-

は
じ
め
に

誰
も
が
知
っ
て
い
る
古
典
と
い
え
ば
'
『竹
取
物
語
』
で
あ
る
｡
竹
取
の
翁

と
か
ぐ
や
姫
を
中
心
に
'
難
題
求
婚
帝
'
申
し
子
誇
､
そ
し
て
羽
衣
説
話
に

通
じ
る
物
語
の
構
成
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
中
に
は
'
平
安
文
化
を

象
徴
す
る

｢あ
は
れ
｣
を
思
わ
せ
る
内
容
も
含
ま
れ
'
『源
氏
物
語
』
に
お
い

て

｢物
語
出
来
き
は
じ
め
の
祖
｣
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
は
周
知
の

こ
と
で
あ
る
｡

本
研
究
に
お
い
て
は
､
そ
の

『竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
'
か
ぐ
や
姫
と
い

う
存
在
に
焦
点
を
あ
て
､
考
察
し
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
'
｢か
ぐ
や
姫
が
翁

の
元
に
現
れ
'
再
び
月
の
世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
と
い
う
流
離
の
秘
密
を
探

り
'
か
ぐ
や
姫
が
月
の
世
界
で
犯
し
た

｢罪
｣
は
何
か
､
そ
れ
に
対
す
る
｢罰
｣

は
何
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
｣
と
い
う
研
究
主
題
を
設
定
し
､
『竹
取
物
語
』

の
世
界
観
を
も
と
に
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
た
｡
最
終
的
に
は
'
か
ぐ
や
姫

の

｢罪
｣
と

｢罰
｣
に
つ
い
て
筆
者
自
身
の
結
論
を
導
き
出
し
た
｡

岡
崎

祥
子

T

｢
月
｣
信
仰

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢月
｣
は
物
語
の
構
成
上
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
｡
物
語
に
お
い
て

｢月
｣
が
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
は
'

古
代
に
お
い
て

｢月
｣
が
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
｡
は
じ
め
に
古
代
の
人
々
に
と
っ
て

｢月
｣
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
｡

｢月
｣
信
仰
に
関
し
て
は
､
唐
土
舶
来
の
漢
籍
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
｡

中
で
も

｢月
｣
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
漢
籍
と
し
て
は
'
『白
氏
文
集
』
が

有
名
で
あ
る
｡
『白
氏
文
集
』
に
お
け
る

｢月
｣
の
捉
え
方
と
し
て
は
､
二
点

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
｡
一
点
は
'
｢月
｣
を
美
し
い
も
の
と
し
て
｢め
で
る
｣

捉
え
方
'
も
う

一
点
は
'
｢月
｣
を

｢忌
む
｣
捉
え
方
で
あ
る
｡
前
者
に
つ
い

て
は
､
現
在
に
も
残
る

｢月
見
｣
の
風
習
に
代
表
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
'
｢月
｣
を
美
し
い
と
L
t
そ
れ
を

｢め
で
る
｣
思
想
に
は
逆
に

人
を
狂
気
に
導
く
と
い
う
考
え
方
も
含
ん
で
い
る
｡
つ
ま
り
'
｢月
｣
は
単
に

美
し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
'
人
々
が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
神
秘
的
な
魅
力
が

あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
O
ま
た
､
｢月
｣
の
盈
虚
が
そ
れ
を
強
調
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
｡
｢月
｣
が
満
ち
'
そ
し
て
欠
け
て
い
く
様
子
が
'
人
間
の
生
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死
の
繰
り
返
し
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
｢月
｣

は
永
遠
の
生
'
不
老
不
死
を
得
た
存
在
と
し
て
､
有
限
の
生
を
生
き
る
人
間

に
と
っ
て
の
憧
憶
の
対
象
と
し
て
､人
々
の
関
心
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

後
者
に
つ
い
て
は
'
日
本
の
古
典
文
学
に
お
い
て
は
'
『小
町
集
』
が
そ
の

思
想
の
始
ま
り
で
あ
る
｡
こ
の
思
想
の
背
景
に
は
'
仏
教
の
影
響
が
考
え
ら

れ
て
い
る
.
シ
ャ
カ
族
に
は
日
種
と
月
種
が
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
太
陽
と
月
を

示
し
て
い
る
｡
仏
陀
が
日
程
で
あ
る
た
め
へ
太
陽
を
崇
拝
L
t
月
を
忌
む
と

い
う
思
想
が
誕
生
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
先
述
の
ーuロ
at
ic

の
語
源
に
関
し
て
七
人
を
狂
気
に
導
く
月
の
光
の
神
秘
性
が

｢月
｣

を
妖し

く
､
不
気
味
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
そ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
さ
ら
に
'
｢月
｣
を

｢め
で
る
｣
思
想
と
同
様
に
'
｢月
｣
の
盈
虚
に

関
す
る
理
由
も
挙
げ
ら
れ
る
｡
盈
虚
か
ら
連
想
す
る
不
老
不
死
か
ら
､
｢月
｣

は
人
間
の
生
を
奪
い
､
死
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
｡
ま
た
'
盈
虚
の
周
期
が
女
性
の
経
事
を
思
わ
せ
る
こ
と
か
ら
不

浄
観
を
も

｢月
｣
に
印
象
付
け
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
｢死
｣
へ
の

回
避
､
｢積
れ
｣
へ
の
回
避
願
望
と
し
て

｢生
死
｣
に
関
し
て
人
間
の
理
想
が

逆
説
的
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
.

従
っ
て
'
古
代
に
お
け
る

｢月
｣
は
そ
の
盈
虚
の
様
子
や
姿
か
ら
人
間
の

｢生
と
死
｣
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
そ
れ
は
'
憧
懐
の

対
象
と
し
て

｢め
で
る
｣
側
面
と
不
吉
な
も
の
と
し
て

｢忌
む
｣
側
面
と
の

両
義
性
を
も
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

二

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢月
｣

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢月
｣
は
'
か
ぐ
や
姫
の
故
郷
で
あ
る

｢月
の

都
｣
と
同
義
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
物
語
に
お
い
て
も
'
古
代
に
お
け

る

｢月
｣
思
想
と
同
様
に
両
義
的
な
捕
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
｡

そ
れ
は
'
｢月
｣
を

｢忌
む
｣
と
同
時
に

｢月
｣
を
理
想
郷
と
す
る
見
方
で
あ

る
｡
前
者
に
つ
い
て
は
'
本
文
か
ら
､
か
ぐ
や
姫
を
地
上
の
女
性
と
見
る
こ

と
で
盈
虚
か
ら
女
性
の
不
浄
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
'
ま
た
地
上
と
の
別
れ
を

悲
し
む
思
い
に
か
ぐ
や
姫
を
導
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
で
き
る
｡

後
者
に
つ
い
て
は
､
｢大
変
美
し
い
｣
｢不
老
不
死
｣
｢無
憂
｣
の
世
界
で
あ
る

と
い
う

｢月
｣
の
都
の
世
界
観
が
関
係
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
当
時
の
浄
土

信
仰
や
中
国
か
ら
の
神
仙
思
想
の
影
響
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
る
｡

浄
土
'
仙
境
と
は
'

一
切
の
煩
悩
や
積
れ
を
離
れ
た
'
清
浄
な
国
土
'
俗
界

を
離
れ
た
静
か
で
清
浄
な
土
地
で
あ
る
｡
ま
た
'
第

1
に
死
の
積
れ
を
黒
不

浄
と
し
て
嫌
う
聖
地

･
霊
場
と
し
て
の
場
で
も
あ
っ
た
｡
｢月
｣
の
都
は
そ
の

世
界
と
類
似
し
た
世
界
で
あ
り
'
ま
さ
に
'
物
語
に
お
け
る
聖
地

･
霊
場
で

あ
り
'
当
時
の
人
々
の
理
想
郷
､
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢月
｣
の
役
割
と
は
'
第

1
に

｢月
｣
に
よ
っ

て
物
語
が
ま
と
ま
り
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
の
登
場
､
貴
公

子
に
出
し
た
難
問
'
か
ぐ
や
姫
の
変
化
の
人
と
し
て
の
姿
な
ど
を
根
拠
付
け

る
の
が

｢月
｣
な
の
で
あ
る
｡
忌
む
存
在
と
し
て
の

｢月
｣
が
'
か
ぐ
や
姫

の
異
種
性
を
肯
定
す
る
と
と
も
に
､
物
語
が

｢月
｣
と
地
上
の
二
つ
の
世
界

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
二
に
､
｢月
｣

の
存
在
が
地
上
の
世
界
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
'
人
々
の
生
き
る
地
上
の
様

子
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
理
想
郷
と
し
て
の

｢月
｣
の
都

が
､
か
ぐ
や
姫
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
o
そ
こ
か
ら
'
老
い
'
死
に
'
苦
悩

す
る

｢き
た
な
き
所
｣
の
地
上
の
位
相
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
'
後
日
談
に
よ
り
'
｢き
た
な
き
所
｣
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
人
と
人
と
の

心
の
通
い
合
い
や
思
い
や
り
と
い
っ
た

｢人
間
ら
し
さ
｣
あ
ふ
れ
る
地
上
を

肯
定
し
､
そ
の
地
上
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
尊
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
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三

｢竹
｣
信
仰

『竹
取
物
語
』
に
お
い
て
'
｢月
｣
と
同
様
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の

が

｢竹
｣
で
あ
る
｡
｢竹
｣
は
'
イ
ネ
科
タ
ケ
亜
科
に
属
す
る
多
年
生
常
緑
草

本
植
物
で
'
大
型
の
も
の
を
総
称
す
る
｡
古
代
よ
り
'
生
活
の
道
具
や
呪
具

に
用
い
ら
れ
て
き
た
植
物
で
も
あ
り
'
身
近
で
有
用
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
｡
特
に
'
そ
の
成
長
は
特
徴
的
で
'

一
日
に

一
メ
ー
ト
ル

二
十
セ
ン
チ
も
丈
が
伸
び
る
が
､
梓
は

一
切
太
く
な
る
こ
と
は
な
く
､
竹

一

本
の
寿
命
は
あ
っ
て
も
地
下
茎
で
繋
が
る
竹
林
は
永
遠
に
生
を
途
絶
え
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
｡

こ
う
い
っ
た
性
質
を
持
つ

｢竹
｣
に
は
､
古
代
よ
り
呪
的
な
カ
を
感
じ
'

神
聖
視
す
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
｡
｢竹
｣と
日
本
人
と
の
関
係
は
古
く
｢神

代
｣
ま
で
遡
る
｡
土
器
に
竹
が
描
か
れ
た
り
､
竹
玉

(竹
管
)
が
際
能
具
と

し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
｡
他
に
も
'
焼
畑
'
誕
生
'
葬
送
に
お
い
て

｢竹
｣が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
､
｢再
生

･
復
活
｣'
｢死
と
再
生
｣と
い
っ

た
論
理
へ.と
通
じ
て
い
る
｡

さ
ら
に
'
｢竹
｣
は
伝
承
に
お
い
て
も
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
植
物
で
あ
る
｡

そ
こ
で
は

｢竹
｣
及
び
竹
薮
が
異
界
と
の
交
渉
の
場
や
そ
の
世
界
へ
の
入
り

口
と
し
て
措
か
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
｢竹
｣
の
神
秘
的
な
姿
や
竹
薮
の
薄
暗
く

不
気
味
な
様
子
'
成
長
の
特
殊
性
と
生
命
の
永
遠
性
と
い
っ
た
特
徴
が
'
そ

れ
を
助
長
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

四

『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢竹
｣

物
語
に
お
い
て

｢竹
｣
が
登
場
す
る
の
は
､
翁
が
か
ぐ
や
姫
を
発
見
す
る

場
面
の
み
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
｢竹
｣
が
物
語
に
登
場
す
る
の
に
は
理

由
が
あ
る
｡

第

1
に
'
か
ぐ
や
姫
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
場
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
C
か
ぐ
や
姫
は
'
月
の
都
で
の
罪
を
償
う
た
め
に
流
離
し
て
き
て
い

る
｡
そ
し
て
そ
の
流
離
は
'
こ
れ
ま
で
の
自
分
と
は
違
う
自
分
へ
と
生
ま
れ

変
わ
り
'
新
た
な
人
生
を
歩
む
と
い
う
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢竹
｣
が

生
命
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
'
生
ま
れ
変
わ
り
新
し
い
生
を
生
き

る
と
い
う
生
の
繰
り
返
し
に
重
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
0

第
二
に
'
｢竹
｣
が
こ
の
世
と
異
界
と
を
結
ぶ

｢境
界
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
二
つ
の
世
界
の
は
ざ
ま
に
は
必
ず

｢境
界
｣
が
存
在

す
る
｡
｢境
界
｣
は
妖
怪
や
神
が
現
れ
る
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
で
あ
り
'

竹
薮
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡
か
ぐ
や
姫
は

｢竹
｣
と
い
う

｢境
界
｣
か
ら
地

上
に
現
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
が

｢竹
｣
か
ら
登
場
し
た
の
に
は
､
｢竹
｣
か
ら
の
生
ま
れ
か
わ

り
と
通
り
道
と
し
て
の

｢境
界
｣
と
い
う
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
た
C

さ
ら
に
'
翁
の
職
業
が
｢竹
｣
に
ま
つ
わ
る
職
業
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
｢竹
｣

の
存
在
を
印
象
付
け
て
い
る
と
い
え
る
｡
単
に

｢境
界
｣
と
い
う
通
り
道
と

言
う
だ
け
で
な
く
'
物
語
に
登
場
の
必
然
性
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
ち
ノ｡

『竹
取
物
語
』
が
竹
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
の
は
'
当
時
の
思
想
の
中

で

｢竹
｣
が
身
近
で
呪
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
い
て
き
た
こ
と
が
起
因
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

五

｢異
界
｣
論

『竹
取
物
語
』
の
世
界
観
を
考
察
す
る
に
当
た
り
'
｢異
界
｣
に
つ
い
て
押

さ
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
月
の
都
'
か
ぐ
や
姫
の
両
者
に
つ
い
て
'

そ
れ
ら
が
異
世
界
で
あ
り
'
異
界
の
住
人
で
あ
る
こ
と
が
物
語
の
前
提
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
｡

で
は
'
具
体
的
に

｢異
界
｣
と
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
｡
文
化
人
類
学
者

小
松
和
彦
は
'
｢異
界
と
は
'私
た
ち
の
世
界
'す
な
わ
ち
人
々
の
日
常
世
界

･
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日
常
生
活
の
外
側
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
世
界

･
領
域
の
こ
と
｣
で
あ

る
と
定
義
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢異
界
｣
は
､
我
々
の
生
き
る
現
実
'
日
常

に
よ
っ
て
存
在
が
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
対
立
し
て
い
る
と
い
う
見

方
を
す
れ
ば
､
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
な
の
で
あ
る
｡

｢異
界
｣
を
考
え
る
た
め
に
は
､
必
ず
二
つ
の
世
界
が
必
要
で
あ
る
｡
『竹

取
物
語
』
に
お
け
る
地
上
と
月
の
都
と
い
っ
た
'
相
対
す
る
世
界
が
あ
る
か

ら
こ
そ
'
｢異
界
｣
の
概
念
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
具
体
的
に
例
を
挙
げ
る

な
ら
ば
'
｢我
々
｣
を
現
実
の
世
界
と
考
え
る
な
ら
ば
､
｢彼
ら
｣
は
異
世
界
'

つ
ま
り

｢異
界
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
存
在
'
世
界

は
'
繋
が
り
を
持
ち
つ
つ
も
'
互
い
の
違
い
を
意
識
し
'
そ
の
存
在
を
肯
定

し
あ
う
関
係
に
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢異
界
｣
と
は
'
あ
る
特
定
の
世
界
や
存
在

を
概
念
化
す
る
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
｡
｢異
界
｣
は
､
現
実
や

｢我
々
｣
の
世
界
の
存
在
を
肯
定

す
る
た
め
に
'
そ
の
輪
郭
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
ず
存
在
す
る
世
界
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

六
『
竹
取
物
語
』
の
異
界

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

｢異
界
｣
は
'
も
ち
ろ
ん
月
の
都
で
あ
る
｡
そ

の
世
界
観
は
地
上
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
地
上
の
人
間
の

理
想
と
す
る
世
界
観
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

月
の
都
の
様
子
と
し
て
は
'
か
ぐ
や
姫
と
月
の
都
か
ら
の
使
者
の
言
葉
と

も
と
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
特
徴
と
し
て
は
'
大
き
く
三
つ
上
げ
る

こ
と
が
で
き
る
｡
一
つ
目
は
'
｢年
を
と
ら
な
い
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
不

老
不
死
の
薬
を
服
用
し
'
永
遠
の
生
を
手
に
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
本

文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
地
上
の
人
間
に
と
っ
て
の
理
想
､

つ
ま
り
､
老
い
る
こ
と
や
死
ぬ
こ
と
へ
の
憂
啓
か
ら
の
解
放
の
世
界
と
い
え

る
の
で
あ
る
｡

こ
の
憂
欝
か
ら
の
解
放
の
世
界
と
い
え
る
月
の
都
は
t
r無
憂
｣
の
世
界
で

も
あ
る
｡
こ
れ
が
月
の
都
の
特
徴
の
二
つ
目
で
あ
る
｡
老
い
る
'
死
ぬ
と
い
っ

た
人
間
の
消
え
る
こ
と
の
な
い
憂
参
の
な
い
世
界
と
し
て
'
月
の
都
は
そ
の

世
界
を
理
想
的
な
も
の
に
し
て
い
る
.の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
以
上
二
つ
の
特
徴
は
単
に
人
間
の
理
想
を
具
体
化
し
た

も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
当
時
流
行
の

｢神
仙
思
想
｣
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
不
老
不
死
の
者
を
仙
人
と
し
､
｢無

憂
｣
の
世
界
を
仙
境
と
す
る
思
想
は
'
当
時
の
社
会
'
人
々
に
と
っ
て
目
指

す
べ
き
理
想
郷
と
し
て
の
一
を
確
立
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
月
の
都
の
特
徴
の
三
つ
め
と
し
て

｢積
れ
な
き
美
し
い
世
界
｣

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
｢月
｣
そ
の
も
の
が
'
先
述
の
よ
う
な
両
義
性

を
持
つ
と
と
も
に
'
不
浄
を
嫌
う
聖
地
と
し
て
の
性
格
と
神
や
仏
と
も
関
係

す
る
神
的
な
場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
と
い
え
る
｡

『竹
取
物
語
』
で
は
'
｢月
の
都
｣
と

｢地
上
｣
と
が
二
つ
の
世
界
と
し
て

存
在
し
'
互
い
の
違
い
が
明
確
に
措
か
れ
て
い
る
｡
｢月
の
都
｣
は
'
そ
の
性

格
を
持
っ
て
｢地
上
｣
の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
､
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
｢地

上
｣
の
現
実
を
読
者
に
実
感
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
｡

七

か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち

か
ぐ
や
姫
は
'
月
の
都
と
い
う

｢具
界
｣
の
住
人
で
あ
る
｡
｢異
界
｣
の
者

で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
そ
の
成
長
は
特
徴
的
な
と
こ
ろ
が
多
い
｡

か
ぐ
や
姫
は
'
翁
が
毎
日
仕
事
場
に
す
る
竹
薮
の
､
｢竹
｣
の
節
の
中
肩
登

場
す
る
｡
そ
の
姿
は
三
寸
ば
か
り
の
小
さ
い
姿
'
光
に
満
ち
た
可
愛
ら
し
い

様
子
で
あ
っ
た
｡
そ
の
特
徴
的
な
登
場
に
つ
い
て
は
'
か
ぐ
や
姫
の
異
種
性

を
か
も
し
出
す
だ
け
で
は
な
く
'
そ
の
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
も
影
響
す
る
も

の
で
あ
る
｡
第

一
に
'
登
場
の
場
が

｢竹
｣
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
｢異
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界
｣
と
の
経
路
と
し
て
の
｢竹
｣
の
性
格
を
連
想
す
る
｡
『竹
取
物
語
』
に
｢竹
｣

が
関
係
す
る
の
は
'
か
ぐ
や
姫
の
登
場
に
必
然
性
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
第
二
に
'
か
ぐ
や
姫
が
三
寸
の
大
き
さ
で

登
場
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
卵
生
説
話
と
の
関
連
が
見
え
る
｡
か
ぐ
や
姫

は

｢竹
｣
の
節
と
い
う
小
さ
い
空
間
か
ら
登
場
し
た
こ
と
を
卵
か
ら
僻
化
す

る
鳥
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
'
｢再
生
｣
と
い
う
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
｡
ま
た
'
物

語
の
後
半
に
登
場
す
る
羽
衣
と
､
そ
の
母
体
で
あ
る
白
鳥
説
話
の
片
鱗
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
三
に
'
か
ぐ
や
姫
の
異
常
な
成
長
の
早
さ
か
ら
は
'

｢竹
｣
の
成
長
の
早
さ
が
連
想
さ
れ
る
｡
｢異
界
｣
と
の
経
路
と
し
て
の
性
格

の
み
な
ら
ず
'
そ
の
成
長
の
特
長
か
ら
も

｢竹
｣
の
物
語
に
お
け
る
役
割
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
最
後
第
四
に
'
光
に
満
ち
た
様

子
で
登
場
し
た
こ
と
か
ら
'
か
ぐ
や
姫
と
光
の
関
連
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
.
翁
の
憂
琴
を
取
り
払
い
'
男
を
惹
き
つ
け
る
光
を
持
つ
か
ぐ
や
姫
の

霊
力
的
な
カ
､
異
種
と
し
て
の
性
格
が
分
か
る
の
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
に
関
す
る
内
容
は
'
そ
の
部
分
に
働
く
か
ぐ
や
姫

の
異
種
性
を
助
長
す
る
だ
け
で
は
な
く
'
『竹
取
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

に
対
す
る
伏
線
と
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
｡

八

か
ぐ
や
姫

か
ぐ
や
姫
が
異
種
で
あ
る
こ
と
は
へ
そ
の
故
郷
や
成
長
'
姿
か
ら
分
か
る

こ
と
で
あ
る
｡
特
に
'
か
ぐ
や
姫
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
は
'
｢光
｣
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
登
場
の
場
面
で
竹
の
中
か
ら
発
し
た

｢光
｣'
翁
の
家

を
明
る
く
腐
ら
す
ほ
ど
美
し
い
姿
を
示
す

｢光
｣
'
そ
し
て
故
郷
で
あ
る
月
の

都
の
使
者
が
発
す
る
ま
ば
ゆ
い
｢光
｣｡
そ
の
ど
れ
も
が
か
ぐ
や
姫
を
連
想
さ

せ
､
そ
の
異
種
性
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
｢な
よ
竹
の

か
ぐ
や
姫
｣
と
い
う
名
前
か
ら
も
神
格
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
､

か
ぐ
や
姫
の
神
異
性
を
も
感
じ
さ
せ
る
｡
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
t
か
ぐ
や

姫
は

｢光
｣
そ
の
も
の
で
あ
り
'
｢光
｣
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
神
格
化
さ
れ

て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

九

か
ぐ
や
姫
と
翁

･
帝

竹
取
の
翁
は
'
か
ぐ
や
姫
の
親
と
し
て
か
ぐ
や
姫
の
成
長
､
生
活
に
大
き

く
関
与
し
た
人
物
で
あ
る
｡
そ
の
翁
に
と
っ
て
'
か
ぐ
や
姫
は
'
大
事
な
娘

で
あ
り
､
ま
た

｢変
化
の
人
｣
と
い
う
神
仏
的
な
要
素
を
持
つ
存
在
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
は
'
｢月
の
都
｣
か
ら
訪
れ
た

｢変
化
の
人
｣
と

し
て
翁
に
多
く
の
幸
運
を
も
た
ら
し
た
｡
そ
れ
は
富
で
あ
り
'
健
康
あ
り
'

翁
の
人
生
に
お
け
る
幸
運
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
翁
に

と
っ
て
の
か
ぐ
や
姫
は
単
に
授
か
っ
た
我
が
子
で
は
な
い
'
あ
る
種
の
信
仰

の
対
象
と
し
て
､
自
分
の
命
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え

る
｡帝

は
'
か
ぐ
や
姫
へ
の
求
婚
者
と
し
て
そ
の
存
在
感
を
出
す
と
と
も
に
'

か
ぐ
や
姫
の
地
上
に
お
け
る
理
解
者
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
前
者
の
求
婚

者
と
し
て
は
'
地
上
の
最
高
権
力
者
'
唯

一
の
光
明
で
あ
る
帝
と
'
光
と
し

て
の
か
ぐ
や
姫
が
対
等
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
'
他
の
貴
公
子
か
ら
の
求

婚
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
｡
直
接
対
面
し
､
や
り
取
り
を
繰
り
返
す
こ

と
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
も
単
に
身
分
が
対
等
で
あ

る
か
ら
で
き
た
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
｡
そ
れ
が
後
者
の
理
解
者
と
し
て

あ
る
姿
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
を
異
種
で
あ
る
こ
と
を
認
め
､
か
ぐ
や
姫
の
思

い
を
受
け
入
れ
る
帝
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
'
か
ぐ
や
姫
と
の
間
に
心
の
通
い

合
い
を
可
能
に
L
t
対
等
に
按
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
｡

十

求
婚
と
難
題

『竹
取
物
語
』
の
中
心
と
な
る
話
は
'
や
は
り
貴
公
子
か
ら
の
求
婚
と
そ
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れ
に
対
す
る
難
題
と
い
う
難
題
求
婚
帝
の
部
分
で
あ
る
｡
大
部
分
を
占
め
る

内
容
で
あ
る
か
ら
こ
そ
'
物
語
に
お
け
る
役
割
は
大
変
大
き
い
｡
そ
こ
で
'

第

一
に
難
題
と
そ
の
対
象
と
な
る
晶
に
つ
い
て
'
第
二
に
難
題
の
役
割
に
つ

い
て
考
え
た
｡

第

一
の
難
題
と
そ
の
対
象
の
晶
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
難
題
の
晶
は
'
す

べ
て

｢異
界
｣
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
天
竺

に
あ
る
仏
の
御
石
'
蓬
莱
山
の
玉
の
枝
､
唐
土
の
火
鼠
の
皮
衣
､
南
海
の
竜

の
額
の
玉
'
そ
し
て
南
方
に
由
来
す
る
燕
の
子
安
貝
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
こ

れ
ら
の
晶
は

｢光
｣
輝
く
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
ま
さ
に
か
ぐ
や

姫
に
似
た
特
徴
を
持
つ
品
ば
か
り
な
の
で
あ
る
｡
｢異
界
｣
と

｢光
｣
と
い
う

か
ぐ
や
姫
を
連
想
さ
せ
る
品
々
は
'
そ
の
入
手
の
困
難
さ
と
合
わ
せ
へ
か
ぐ

や
姫
白
身
を
も
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
物
語
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
｡

第
二
に
､
難
題
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
の
難

題
は
､
い
く
つ
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
つ
は
'
貴
公

子
の
身
分
を
自
分
に
近
づ
け
る
た
め
で
あ
る
｡
｢光
｣
と
し
て
､
神
格
化
さ
れ

た
存
在
と
し
て
の
か
ぐ
や
姫
を
要
る
に
は
'
そ
れ
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以

上
の
身
分
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
が
求
婚
を
断
る
だ

け
で
は
な
く
､
求
婚
者
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
そ
の
人
格
を
試
し
て
い
る
の
は
'

自
分
を
要
る
こ
と
で
起
こ
る
異
界
と
の
交
渉
に
耐
え
ら
れ
る
か
を
確
認
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
う
｡
二
つ
目
は
､
難
題
が
か
ぐ
や
姫
の
負
っ
た
罪
を
あ
が

な
う
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
熊
野
信
仰
に
お
け
る
補

陀
落
信
仰
で
は
､
補
陀
落
渡
海
と
い
っ
て
宗
教
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
永
遠

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
目
指
す
'
命
が
け
の
実
践
が
あ
る
｡
こ
れ
は
へ
生
前
に
犯

し
た
自
己
の
罪
業
を
消
滅
し
'
同
時
に
信
者
や
結
縁
者
の
罪
'
積
れ
を
も
背

負
っ
て
自
ら
の
命
に
替
え
て
罪
を
購
う
と
い
う
宗
教
性
に
基
づ
い
て
い
る
と

い
う
｡
つ
ま
り
'
『竹
取
物
語
』
の
中
に
お
い
て
も
'
難
題
を
通
し
て
こ
の
補

陀
落
渡
海
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
求
婚
者
た
ち
の
｢異
界
｣

に
由
来
す
る
晶
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
た
び
に
よ
っ
て
'
か
ぐ
や
姫
は
自
ら

の
罪
を
購
お
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

十

一

『
竹
取
物
語
』
の
羽
衣

『竹
取
物
語
』
に
お
い
て
､
羽
衣
は
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
場
面
に
登
場
し
'

物
語
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
い
え

る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
物
語
に
お
い
て
'
羽
衣
は
そ
れ
を
羽
織
る
こ
と
で
｢心

異
に
な
る
｣
と
い
う
機
能
を
果
た
す
｡

月
の
都
は

｢無
憂
｣
の
世
界
で
あ
り
'
｢有
憂
｣
の
地
上
と
は
相
対
す
る
世

界
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
に
帰
還
す
る
際
に
羽
衣
を
身
に
纏
う
の
は
､

｢異
界
｣
に
入
る
た
め
の
一
種
の
衣
装
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
し

単
な
る
衣
装
と
し
て
で
は
な
く
'
月
の
都
の
住
人
と
し
て

｢無
憂
｣
の
世
界

を
生
き
る
た
め
に
'
思
う
こ
と
'
つ
ま
り
感
情
を
取
り
払
う
機
能
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

『風
土
記
』
等
を
み
る
と
'
羽
衣
に
つ
い
て
感
情
を
取
り
払
う
と
い
う
機

能
の
ほ
か
に

｢憂
い
｣
の
忘
却
と
い
う
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
0

｢憂
い
｣
と
い
う
､
事
実
に
個
々
の
感
情
が
重
な
っ
た
も
の
を
忘
却
さ
せ
る

こ
と
で
'
あ
る
記
憶
に
関
す
る
根
本
的
な
勘
定
を
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
羽
衣
の
機
能
に
関
し
て
は
'
『竹
取
物
語
』

で
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
'
物
語
に
お
い
て
は
'
月
の
都
と
地
上
の
違

い
を
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
す
る

一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

十
二
『
竹
取
物
語
』
と
不
老
不
死
の
薬

不
老
不
死
と
は
､
老
い
る
こ
と
が
な
く
'
死
ぬ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡
多
く
の
人
が
望
み
'
し
か
し
決
し
て
叶
う
こ
と
の
な
い
で
あ
ろ
う

事
で
あ
る
｡
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『竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
'
月
の
都
が
こ
の
不
老
不
死
の
世
界
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
.
し
か
し
な
が
ら
'
｢壷
な
る
御
く
す
り
た
て
ま
つ
れ
cJ
と

い
う
月
の
都
か
ら
の
使
者
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
'
月
の
都
は
不
老
不
死

の
薬
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
ぜ
'

月
の
都
は
不
老
不
死
を
保
つ
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'
月
の

都
が
地
上
に
対
す
る

｢異
界
｣
で
あ
り
'
理
想
郷
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢け

う
ら
｣
と
さ
れ
る
月
の
都
'
そ
の
住
人
を
理
想
た
ら
し
め
る
た
め
に
必
要
と

い
え
る
の
だ
｡

か
ぐ
や
姫
は
'
不
老
不
死
の
薬
を
地
上
に
残
し
､
月
の
都
へ
帰
還
す
る
｡

そ
の
意
図
は
､
世
話
に
な
っ
た
翁
に
対
す
る
感
謝
で
あ
る
と
い
え
る
｡
し
か

し
'
そ
の
思
い
と
は
裏
腹
に
不
老
不
死
の
薬
は
か
ぐ
や
姫
帰
還
の
後
'
焼
き

払
わ
れ
て
し
ま
う
｡
理
想
を
焼
き
捨
て
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
こ
の

行
為
の
裏
に
は
'
別
れ
を
悲
し
み
こ
と
'
辛
さ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
と
い
っ

た
人
間
に
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
感
情
や
有
限
の
生
を
行
き
る
こ
と

の
運
命
を
受
け
入
れ
た
地
上
の
人
間
の
様
子
が
覗
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
自
ら

の
世
界
を
肯
定
し
､
理
想
に
生
き
る
の
で
は
な
く
へ
常
に
現
実
と
向
き
合
う

大
切
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
｡

十
三

置
き
手
紙
に
込
め
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
の
思
い

物
語
の
中
で
'
異
種
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
が
唯

一
人
間
ら
し
さ
を
出
す
の
が
'

帰
還
の
際
に
残
し
た
置
き
手
紙
で
あ
る
と
い
え
る
｡
祖
内
容
は
'
地
上
に
対

す
る
名
残
惜
し
さ
や
翁
へ
の
感
謝
'
帝

へ
の
愛
情
な
ど
人
間
と
し
て
生
き
た

か
ぐ
や
姫
の
証
で
あ
っ
た
｡

特
に
､
帝
へ
宛
て
た
手
紙
か
ら
は
'
求
婚
を
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運

命
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
や
'
帝
を
い
と
お
し
く
思
う
か
ぐ
や
姫
の
心
情
を

読
み
取
れ
る
｡
異
種
で
あ
る
自
分
と
人
間
と
し
て
い
き
た
い
自
分
の
間
で
葛

藤
す
る
か
ぐ
や
姫
は
'
物
語
の
登
場
人
物
の
中
で
'
最
も
人
間
ら
し
い
存
在

で
あ
る
よ
う
に
思
う
｡

か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
置
き
手
紙
は
'
物
語
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
心
情
を

物
語
る
だ
け
で
は
な
く
'
『竹
取
物
語
』成
立
の
時
代
や
そ
の
後
の
影
響
に
つ

い
て
も
考
え
る
材
料
に
な
っ
て
い
る
｡
南
波
浩

(注
二
)
に
よ
れ
ば
'
帝
に

贈
っ
た
和
歌
か
ら
平
安
時
代
の
思
想
の
中
心
と
な
る

｢あ
は
れ
｣
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
｡
紫
式
部
に
よ
っ
て

｢物
語
い
で
き
は
じ
め
の
祖
｣

と
称
さ
れ
る
こ
の

『竹
取
物
語
』
で
あ
る
が
､
そ
の
片
鱗
が
か
ぐ
や
姫
の
置

き
手
紙
に
は
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

十四
流
離
と
い
う
罰

か
ぐ
や
姫
の
流
離
の
秘
密
を
探
る
の
が
本
研
究
の
研
究
主
題
で
あ
る
｡
罪

と
罰
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
あ
る
が
､
実
際
の
と
こ
ろ
､
そ

の
根
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
｡
ヒ
ン
ト
は
､
『竹
取
物
語
』
に
お
け
る

か
ぐ
や
姫
の
行
動
や
登
場
人
物
と
の
関
係
､
そ
し
て
月
の
都
の
世
界
観
お
よ

び
物
語
の
構
造
で
あ
る
｡

は
じ
め
に
､
物
語
の
構
造
か
ら

｢三
｣
と
い
う
数
字
に
着
目
し
て
み
た
い
｡

｢三
｣
の
登
場
は
'
か
ぐ
や
姫
の
登
場
と
成
長
の
場
面
'
難
題
求
婚
の
場
面

及
び
昇
天
の
場
面
と
複
数
回
登
場
す
る
｡
そ
れ
の
多
く
は
'
月
日
や
時
間
を

制
限
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
｢三
｣
が
こ
の
『竹
取
物
語
』

の
キ
ー
と
な
る
数
字
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

一
つ
の
出
来
事
を
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に

｢三
｣
が
基
準
と
な
っ
て
物
語
が
進
ん
で
い
く
と
す
る

と
､
か
ぐ
や
姫
が
流
離
す
る
期
間
さ
え
も
制
限
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

次
に
着
目
し
た
い
の
は
'
か
ぐ
や
姫
の
流
離
し
た
場
所
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
は
'
竹
取
の
翁
の
元
に
現
れ
'
地
上
で
の
一
時
を
過
ご
す
こ
と
と

な
る
｡
翁
の
善
根
が
か
ぐ
や
姫
を
受
け
入
れ
る
運
命
を
与
え
た
と
い
う
こ
と

は
'
本
文
よ
り
分
か
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
､
翁
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の
仕
事
に
も
そ
の
決
め
手
が
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
翁
は

｢竹
｣
に
よ
っ
て
生

計
を
立
て
て
い
る
身
で
あ
り
､
い
う
な
れ
ば

｢異
界
｣
に
通
じ
る
境
界
に
最

も
近
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
だ
｡

ま
た
'
か
ぐ
や
姫
が
過
ご
し
た
の
は
翁
の
元
'
そ
の
場
は
翁
の
家
の
中
と

大
変
狭
く
限
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
か
ぐ
や
姫
は
､
境
界
と
い
う
場
お
い

て
あ
る
種
閉
じ
込
め
ら
れ
る
形
で
地
上
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
の
流
離
は
時
間
及
び
場
の
制
限
か
ら
'
罪
に
対
す
る
流
刑
'
懲

役
と
し
て
の
役
目
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

最
後
に
､
か
ぐ
や
姫
の
行
動
に
着
目
す
る
｡
特
に
大
き
く
か
ぐ
や
姫
が
関

わ
っ
た
こ
と
は
､
な
ん
と
言
っ
て
も
求
婚
に
対
し
て
難
題
を
出
し
た
こ
と
で

あ
る
｡
難
題
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
､
完
全
な
る
拒
否
で
は
な
い
'
そ
れ
を

受
け
る
可
能
性
を
否
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
昇
天
の
際
に
帝
に
宛

て
た
手
紙
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
'
か
ぐ
や
姫
は
求
婚
を
本
気
で
拒
否
し
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
い
う
な
れ
ば
地
上
'
世
間
の
俗
に
ま
み
れ
る

こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
る
｡
家
の
繁
栄
の
た
め
'
幸
せ
の
た
め
と
い
う
意
味

で
は
'
地
上
の
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
も
あ
る
｡
し
か
し
'
月
の

都
の
者
に
と
っ
て
は
'
結
婚
ほ
ど

｢積
れ
｣
に
値
す
る
も
の
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
無
憂
で
あ
り
'
不
老
不
死
で
あ
り
'
け
う
ら
で
あ
る
世
界

に
お
い
て
'
そ
の
す
べ
て
に
反
す
る
結
婚
は

｢積
れ
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
か
ぐ
や
姫
は
結
婚
と
い
う
名
の

｢積
れ
｣
か
ら
身
を
守
り
､
貞

操
を
守
り
通
す
こ
と
が
流
離
に
お
け
る
義
務
で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
光
そ
の

も
の
と
し
て
地
上
に
降
り
立
ち
'
異
性
を
惹
き
つ
け
る
か
ぐ
や
姫
だ
か
ら
こ

そ
'
月
の
都
の
住
人
で
あ
る
た
め
の
け
う
ら
さ
を
守
る
こ
と
が
地
上
で
の
最

大
の
試
練
で
あ
り
'
罪
を
果
た
し
て
帰
還
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
｡

十
五

｢積
れ
｣
と
い
う
罪

か
ぐ
や
姫
は
月
の
都
で
何
ら
か
の
罪
を
犯
し
て
い
る
｡
そ
の
事
実
は
'
月

の
都
か
ら
の
使
者
の
言
葉
か
ら
も
明
確
な
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
ど
ん
な

罪
で
あ
各
か
は
分
か
ら
な
い
.

古
代
に
お
け
る
罪
と
は
'
第

一
に
性
的
タ
ブ
ー
の
違
反
､
第
二
に
政
治
的

違
反
で
あ
っ
た
｡
流
離
す
る
皇
子
と
し
て
有
名
な
軽
の
皇
子
の
伝
承
も
､
性

的
タ
ブ
ー
に
類
す
る
罪
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
よ
う
な
性
的
タ

ブ
ー
に
類
す
る
罪
は
､
流
刑
を
持
っ
て
償
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
他
に
は

｢蔵
｣
に
よ
っ
て
罪
を
購
う
も
の
も
存
在
し
て
お
り
～

特
に
宗
教
的
な
､
神
聖
な
も
の
に
対
す
る
罪
を
対
象
と
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
が
罪
を
負
っ
た
の
は
､
｢無
憂
｣
の
世
界
で
あ
る
月
の
都
で
あ
る
｡

感
情
の
な
い
世
界
に
お
け
る
罪
に
つ
い
て
考
え
る
と
､
そ
れ
は
規
範
に
達
反

す
る
こ
と
'
つ
ま
り
慣
習
や
世
界
の
基
準
を
覆
し
か
ね
な
い
違
反
を
犯
し
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
わ
ゆ
る
感
情
に
流
さ
れ
ず
'
達
反
し
た
ら
罰

を
受
け
る
'
ル
ー
ル
違
反
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
は
'
月
の
都
に
お
い
て
当
然

か
の
よ
う
に
存
在
す
る
不
老
不
死
や

｢無
憂
｣
と
い
っ
た
月
の
都
の
世
界
観

を
揺
る
が
し
'
ま
た
乱
す
と
い
う
罪
を
負
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

古
代
に
お
け
る
罪
と
か
ぐ
や
姫
の
犯
し
た
罪
に
共
通
す
る
の
は
､
ど
ち
ら

も
人
間
的
な
色
に
染
ま
っ
た
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
地
上
の
人
間

の
タ
ブ
ー
視
す
る
も
の
'
月
の
都
の
住
人
が
避
け
る
も
の
と
し
て
'
そ
れ
ら

は

｢積
れ
｣
た
も
の
と
し
て
の
対
象
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
'

そ
こ
に
ま
み
れ
た
者
は

｢積
れ
｣
の
対
象
と
し
て
'
疎
外
さ
れ
'
ま
た
は

｢蔵
｣

こ
と
に
よ
っ
て
'
清
浄
な
身
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

十
六

か
ぐ
や
姫
の
罪

か
ぐ
や
姫
の
犯
し
た
罪
は
'
月
の
都
の
習
慣
や
そ
の
基
準
を
乱
す
者
で
あ
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る
と
考
え
る
｡
具
体
的
に
は
'
か
ぐ
や
姫
の
罰
の
内
容
と
と
も
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

第

1
に
か
ぐ
や
姫
の
受
け
た
罰
の
l
つ
と
し
て
'
求
婚
を
断
る
こ
と
を
挙

げ
る
｡
求
婚
を
断
る
こ
と
が
'
地
上
の
俗
に
ま
み
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
'
月
の

都
の
住
人
と
し
て
の
け
う
ら
さ
を
汚
さ
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

か
ぐ
や
姫
が
地
上
で
受
け
た
罰
と
月
の
都
で
犯
し
た
罪
を
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
'
か
ぐ
や
姫
の
犯
し
た
罰
は
月
の
都
で
結
婚
'
男
女
の
関
係
に
類
す
る

も
の
で
あ

っ
た
と
推
測
し
て
い
る
｡
月
の
都
が
不
老
不
死
の
世
界
で
あ
る
こ

と
は
'
そ
れ
以
上
住
人
が
増
加
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
と
は
考
え
に
く
い
｡

つ
ま
り
'
結
婚
や
出
産
と
い
っ
た
男
女
の
関
係
に
類
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
視

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
当
時
ヨ
ケ
イ

モ
ノ
と
し
て
疎
外
さ
れ
た
皇
子

･
皇
女
の
存
在
が
影
響
し
た
と
考
え
る
｡
ま

た
'
子
の
誕
生
に
際
す
る
女
性
の
憂
密
や
血
に
対
す
る

｢積
れ
｣
の
イ
メ
ー

ジ
も
あ
わ
せ
る
と
'
聖
地
で
あ
り
理
想
郷
で
あ
る
月
の
都
に
お
い
て
そ
れ
ら

に
関
す
る
男
女
の
関
係
は
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
は
'
月
の
都
に
お
け
る
罪
を
地
上
で
果
た
し
て
帰
還
す
る
｡
し

か
し
そ
こ
で
味
わ
っ
た
苦
悩
は
羽
衣
を
羽
織
る
こ
と
で
消
え
去

っ
て
し
ま
う
｡

つ
ま
り
'
か
ぐ
や
姫
が
苦
悩
す
る
こ
と
が
罰
な
の
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で

あ
る
｡

か

ぐ
や
姫
は
'
求
婚
を
断
る
こ
と
を
通
し
て
､
感
情
が
あ
る
こ
と
の
辛
さ
'

思
い
や
り
の
な
い
者
の
愚
か
さ
な
ど
を
目
の
当
た
り
に
す
る
｡
そ
の
経
験
は
'

羽
衣
に
よ
っ
て
も
消
え
る
こ
と
な
く
か
ぐ
や
姫
の
記
憶
に
留
ま
る
｡
そ
し
て
'

月
の
都
に
帰
還
し
て
か
ら
'
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
の
貴
種
と
し
て
､
そ
の
世

界
観
を
守
り
基
準
を
乱
す
こ
と
な
く
生
き
て
い
く
術
を
学
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡

十
七

か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰

『竹
取
物
語
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰
に
つ
い
て
は
'
第
四
章
で

詳
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡
罰
に
つ
い
て
は
'
罪
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
流

刑
'
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
に
月
の
都
の
秩
序
を
守
る
す
べ
を
教
え
る
と
い
う
意

味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
｡
ま
た
罪
に
つ
い
て
は
､
男
女
の
関
係
に
類

す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
き
た
｡
こ
れ
ら
は
物
語
の
要
素
と

し
て
､
そ
の
中
に
根
付
き
'
私
た
ち
の
興
味
を
掻
き
立
て
る
も
の
と
な

っ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ら
の
意
味
す
る
も
の
は
'
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

『竹
取
物

語
』
成
立
当
時
の
社
会
に
即
し
た
意
味
も
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
｡
そ
れ
は
'
皇
族
'
貴
族
の
実
態
を
示
し
､
さ
ら
に
そ
の
中
に
存
在
す

る
罪
が
多
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
啓
発
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
｡

『竹
取
物
語
』
の
成
立
時
代
は
不
詳
で
あ
る
が
､
そ
の
時
代
は
平
安
初
期
'

八
世
紀
こ
ろ
の
成
立
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
時
代
'
後
に
藤
原
氏
が

政
権
を
独
裁
す
る
よ
う
に
な
る
が
'
皇
位
継
承
の
問
題
に
関
し
て
多
く
の
問

題
を
抱
え
る
時
代
で
あ

っ
た
｡
そ
の
中
で
は
'
多
く
の
望
ま
れ
な
い
ヨ
ケ
イ

モ
ノ
と
し
て
の
皇
子
や
皇
女
が
誕
生
し
て
い
る
｡
そ
れ
を
排
出
す
る
こ
と
は
'

醍
醐
天
皇
の
子
ど
も
の
よ
う
に
悲
劇
的
な
生
涯
を
送
る
者
を
増
や
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
｡

か
ぐ
や
姫
が
犯
し
た
罪
は
こ
の
間
題
を
連
想
す
る
罪
で
も
あ

っ
た
と
考
え

る
｡
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
歓
迎
し
な
い
月
の
都
に
お
け
る
タ
ブ
ー
は
'
多

く
の
ヨ
ケ
イ
モ
ノ
を
排
出
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
地
上
の
皇
族
'
貴
族
と
類

似
す
る
｡
つ
ま
り
､
か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰
は
'
物
語
に
お
け
る
問
題
だ
け
と

し
て
で
は
な
く
､
当
時
の
社
会
'
特
に
皇
族
た
ち
の
社
会
の
風
刺
と
し
て
'

そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
に
措
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
'
か
ぐ
や

姫
の
示
す
罪
と
罰
を
も
っ
て
'
現
実
の
問
題
を
危
慎
L
t
そ
れ
を
啓
発
す
る

意
味
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
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