
竹
取
物
語
の
難
題
提
示
を
め
ぐ
っ
て

一

竹
取
物
語
に
於
い
て
「
け
り
」
で
終
止
す
る
文
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
る

か
に
関
し
、
阪
倉
篤
義
氏
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
「
竹
取
物
語
」
に

依
拠
し
つ
つ
、
次
の
如
く
、
極
め
て
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

(
略
)
「
け
り
」
で
終
止
す
る
文
は
、
大
体
に
お
い
て
こ
の
物
語
の
前

半
に
多
く
表
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
大
体
幾
個
所
か
に
集
中
的
に
用
い

ら
れ
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
所
と
い
う

の
は
、
即
ち
各
章
の
末
尾
お
よ
び
発
端
の
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
傾

向
は
物
語
の
は
じ
め
ほ
ど
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
二
九
頁
1
～
4
行
の
、

「
け
り
」
が
集
中
的
に
用
い
ら
れ
る
部
分
は
、
竹
取
翁
を
紹
介
し
、

本
光
る
竹
の
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
、
第
一
章
の
発
端
部
を
な
し
、

三
〇
頁
2
～
4
行
の
部
分
は
、
姫
の
美
し
さ
、
翁
の
致
富
の
こ
と
、

か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
た
こ
と
を
語
っ
て
、
こ
の
章
の
結
末
部
を
な
し

て
い
る
。
次
に
、
三
〇
頁
1
0
行
か
ら
三
一
頁
2
行
(
な
い
し
7
行
)

安

藤

重

和

の
、
求
婚
者
の
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
多
く
は
諦
め
た
中
で
こ
の
五

人
だ
け
が
な
お
求
婚
を
つ
づ
け
た
こ
と
を
語
る
部
分
は
、
第
二
章
の

発
端
部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
の
結
末
部
を
な
す
べ
き
文
群

は
、
一
見
、
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま

に
、
話
は
第
三
章
に
入
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
い
か
に
も
こ

の
第
三
章
は
、
貴
公
子
た
ち
の
著
心
談
と
し
て
、
以
下
の
四
・
五
・

六
・
七
章
と
、
内
容
上
は
相
並
ん
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
以
下
の
四
章
は
、
そ
の
冒
頭
文
が
、
何
れ
も
「
く
ら
も
ち

の
皇
子
は
」
「
右
大
臣
あ
べ
の
み
む
ら
じ
は
」
「
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大

納
言
は
」
「
中
納
言
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
(
の
)
」
の
ご
と
く
に
、

ま
ず
そ
の
章
の
主
人
公
の
名
を
持
出
す
と
い
う
形
で
始
ま
る
に
対
し

て
、
こ
の
章
の
み
は
、
「
猶
こ
の
女
見
で
は
」
と
い
う
、
前
に
つ
づ

く
不
安
定
な
、
異
例
の
形
で
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
結
局
、

こ
の
章
が
、
例
外
的
な
短
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
大
秀
の
「
解
」
以
来
。

一
章
と
し
て
立
て
ら
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
物
語
の
文
章
構
造

よ
り
見
れ
ば
、
実
は
第
二
章
に
つ
づ
け
て
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
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る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
略
)
と
に
か
く

こ
う
し
て
、
こ
の
第
二
章
は
、
実
は
第
三
章
と
一
つ
づ
き
の
も
の
と

し
て
、
三
五
頁
4
行
目
の
、
鉢
を
捨
て
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
語
る

文
に
よ
っ
て
、
結
末
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
い
か
に
も
こ
の
第
三
章
は
、
貴
公
子
た
ち
の
著
心
談
と
し
て
、
以
下

の
四
・
五
・
六
・
七
章
と
、
内
容
上
は
相
並
ん
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
の
は
、
現
在
の
竹
取
物
語
の
完
成
形
態
を
前
提
に
し
た
時
の

話
で
し
か
な
い
。
「
以
下
の
四
章
は
、
そ
の
冒
頭
文
が
、
何
れ
も
『
く
ら

も
ち
の
皇
子
は
』
『
右
大
臣
あ
べ
の
み
む
ら
じ
は
』
『
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大

納
言
は
』
『
中
納
言
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
(
の
)
』
の
ご
と
く
に
、
ま

ず
そ
の
章
の
主
人
公
の
名
を
持
出
す
と
い
う
形
で
始
ま
る
に
対
し
て
、
こ

の
章
の
み
は
、
「
猶
こ
の
女
見
で
は
」
と
い
う
、
前
に
つ
づ
く
不
安
定
な
、

異
例
の
形
で
始
ま
る
」
の
は
、
こ
の
章
が
「
以
下
の
四
章
」
を
自
己
と
並

列
的
に
随
え
る
予
定
な
ど
持
た
ず
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
「
猶
こ
の
女
見
で
は
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
は
、
文
章
内
容
の
連
続

性
か
ら
み
て
、
阪
倉
篤
義
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
「
前
に
っ
づ
く
」
こ
と

を
念
頭
に
置
い
た
語
り
口
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
章
か
ら
第
三
章

ま
で
は
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
山
口
仲
美
氏
は
、
竹
取
物
語
の
敬
語
使
用
状
況
に
つ
い
て
、

三
谷
栄
一
氏
・
松
本
径
子
氏
の
御
説
を
踏
ま
え
つ
つ
詳
細
な
調
査
を
行

わ
れ
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

現
存
『
竹
取
物
語
』
は
、
内
容
的
に
み
る
と
、
確
か
に
、
�
�
章
段

の
、
か
ぐ
や
姫
の
生
い
た
ち
と
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
で
、
ま
ず
序
の

部
分
を
な
し
、
さ
ら
に
日
段
の
石
作
皇
子
か
ら
出
段
の
石
上
中
納
言

に
至
る
五
人
の
各
求
婚
譚
で
一
ま
と
ま
り
を
な
す
。
し
か
し
、
文
章

構
造
上
か
ら
は
、
す
で
に
、
阪
倉
篤
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
⑤
段
の
石
作
皇
子
の
話
は
、
四
段
以
後
の
求
婚
譚
と
は

切
り
離
さ
れ
て
、
�
段
の
貴
公
子
の
求
婚
の
部
分
と
一
つ
づ
き
の
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
略
)
と
こ
ろ
で
、
敬
語
表

現
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
、
文
章
の
構
造
に
呼
応
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
⑤
段
は
、
四
段
以
後
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
ド
�
段
と
同
じ

く
無
敬
語
、
四
段
以
後
が
敬
語
付
き
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
山
口
仲
美
氏
が
言
及
さ
れ
る
章
段
の
区
分
は
、
阪
倉
篤
義
氏
同

様
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
竹
取
物
語
』
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。

「
⑤
段
は
、
(
略
)
ド
ロ
段
と
同
じ
く
無
敬
語
」
(
つ
ま
り
冒
頭
部
か
ら

日
段
ま
で
は
無
敬
語
)
と
言
っ
て
も
、
実
は
�
段
に
例
外
が
一
例
あ
る
こ

と
は
、
山
口
仲
美
氏
も
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
該
当
個
所
を
、
次
に

示
す
。

―

こ
の
人
々
、
あ
る
時
は
竹
取
を
呼
び
出
(
で
)
て
「
娘
を
吾
に
た
べ
」

と
、
ぶ
し
拝
み
、
手
を
す
り
の
た
ま
へ
ど
、
「
お
の
が
な
さ
ぬ
子
な

I

れ
ば
、
心
に
も
従
は
ず
な
ん
あ
る
」
と
言
ひ
て
、
月
日
す
ぐ
す
。

地
の
文
で
五
人
の
貴
公
子
に
対
し
「
の
た
ま
ふ
」
と
い
う
尊
敬
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
会
話
文
で
は
、
竹
取
に
対
し
て
五
人
の
貴
公
子

か
ら
「
た
ぶ
」
と
い
う
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
反
面
、
竹
取
か
ら
五
人
の

貴
公
子
へ
の
返
事
は
了
寧
語
の
「
侍
り
」
も
使
わ
ず
「
心
に
も
従
は
ず
な

ん
あ
る
」
と
平
常
表
現
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
で
五
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人
の
貴
公
子
に
対
す
る
語
り
手
の
尊
敬
意
識
が
特
に
働
い
て
い
る
と
も
考

え
に
く
い
。
□
段
で
、
五
人
の
貴
公
子
に
対
し
無
敬
語
表
現
が
三
十
七
例

も
あ
り
敬
語
表
現
は
今
問
題
に
し
て
い
る
一
例
に
過
ぎ
な
い
(
山
口
仲
美

氏
御
調
査
)
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
皇
子
た
ち
や
上
達
部
た
ち
に
も
、

冒
頭
か
ら
『
仏
の
石
の
鉢
』
ま
で
の
部
分
で
見
れ
ば
、
全
く
尊
敬
語
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
一
例
の
例
外
は
本
文
伝
写
上
の
誤
謬
で
あ
ろ
う

し
」
と
さ
れ
る
野
口
元
大
氏
の
御
説
に
従
っ
て
良
い
よ
う
に
思
う
。

二

さ
て
、
無
敬
語
で
語
ら
れ
る
「
冒
頭
か
ら
第
三
章
ま
で
」
と
敬
語
で
語

ら
れ
る
「
第
四
章
か
ら
末
尾
ま
で
」
の
間
に
、
敬
語
の
使
用
に
関
し
て
大

き
な
断
層
が
存
在
す
る
わ
け
だ
が
、
い
ま
注
目
す
べ
き
は
、
無
敬
語
で
語

ら
れ
る
「
冒
頭
か
ら
第
三
章
ま
で
」
の
部
分
だ
け
で
、
求
婚
難
題
譚
が
ひ

と
と
お
り
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

山
口
佳
美
氏
は
、

日
段
か
ら
⑤
段
ま
で
は
、
口
承
竹
取
説
話
の
面
影
を
、
比
較
的
忠
実

に
伝
え
た
。
そ
れ
は
、
「
竹
取
物
語
」
の
】
」
段
と
、
今
昔
物
語
集
の

竹
取
説
話
の
前
半
部
と
が
、
か
な
り
良
く
似
た
叙
述
で
あ
る
こ
と
を

思
い
合
わ
せ
る
と
、
納
得
で
き
よ
う
。
勿
論
、
口
承
説
話
の
無
敬
語

状
態
も
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
日
段
ま
で
、
一
つ
づ
き
に
書
か
れ
た
。

い
う
な
れ
ば
、
無
敬
語
は
、
口
承
竹
取
説
話
の
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鋭
い
御
見
解
で
、
従
い
た
く
思
う
。

「
冒
頭
か
ら
第
三
章
ま
で
」
の
部
分
で
構
成
さ
れ
る
求
婚
難
題
譚
の
内

容
を
検
討
す
る
。
先
ず
、
「
猶
こ
の
女
見
で
は
」
と
い
う
第
三
章
冒
頭
部

を
、
こ
の
物
語
の
文
章
構
造
に
従
っ
て
第
二
章
に
続
け
て
読
ん
で
見
た
い
。

と
り
わ
け
熱
心
に
求
婚
を
続
け
た
五
人
の
貴
公
子
達
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら

難
題
の
品
を
具
体
的
に
伝
え
ら
れ
て
次
の
よ
う
に
反
応
す
る
。

御
こ
達
、
上
達
部
聞
き
て
、
「
お
い
ら
か
に
、
あ
た
り
よ
り
だ
に
な

I

歩
き
そ
と
や
は
の
た
ま
は
ぬ
」
と
言
ひ
て
、
う
ん
じ
て
皆
帰
り
ぬ
。

猶
、
こ
の
女
見
で
は
、
世
に
あ
る
ま
じ
き
心
地
の
し
け
れ
ば
、
天
竺

に
あ
る
物
も
も
て
来
ぬ
物
か
は
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
石
つ
く
り
の

I

-

皇
子
は
、
心
の
し
た
く
あ
る
人
に
て
、
「
天
竺
に
二
(
つ
)
と
な
き

鉢
を
、
百
千
萬
里
の
程
行
き
た
り
と
も
、
い
か
で
か
と
る
べ
き
」
と

I

思
ひ
て
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
は
「
今
日
な
ん
天
竺
へ
石
の
鉢
と
り

に
ま
か
る
」
と
聞
か
せ
て

「
う
ん
じ
て
皆
帰
」
つ
た
時
点
で
「
皆
」
の
求
婚
活
動
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
。

で
は
、
「
猶
、
こ
の
女
見
で
は
、
世
に
あ
る
ま
じ
き
心
地
の
し
け
れ
ば
」

と
あ
る
主
語
は
だ
れ
か
。
一
旦
は
「
う
ん
じ
て
」
「
帰
」
つ
て
し
ま
っ
た

「
皆
」
で
あ
る
と
考
え
る
他
な
か
ろ
う
。
で
は
、
「
天
竺
に
あ
る
物
も
も
て

来
ぬ
物
か
は
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
」
た
の
は
誰
か
。
そ
の
よ
う
に
「
思
ひ
め

ぐ
ら
し
」
た
の
は
「
猶
、
こ
の
女
見
で
は
、
世
に
あ
る
ま
じ
き
心
地
の
し

け
れ
ば
」
と
い
う
理
由
に
拠
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
主
語
も
「
皆
」
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
石
つ
く
り
の
皇
子
」
だ
け
が
「
天
竺
に
あ

る
物
も
も
て
来
ぬ
物
か
は
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
」
た
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

「
皆
」
が
何
故
「
思
ひ
め
ぐ
ら
し
」
た
の
か
と
言
え
ば
、
「
皆
」
に
難
題
と
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し
て
示
さ
れ
た
の
が
「
天
竺
に
あ
る
物
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
各
求
婚
者
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
難
題
を
示
す
現
在
の
様
な
形
で
は

な
く
、
古
く
は
、
求
婚
者
皆
に
共
通
の
難
題
「
天
竺
に
あ
る
物
」
を
課
し

て
居
た
ら
し
い
の
だ
。

文
脈
上
、
「
皆
」
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
後

は
「
石
つ
く
り
の
皇
子
」
だ
け
の
話
に
特
化
す
る
。
「
石
つ
く
り
の
皇
子

は
」
の
「
は
」
と
い
う
係
助
詞
に
注
意
す
れ
ば
、
「
石
つ
く
り
の
皇
子
は
」

の
意
味
は
、
「
皆
」
の
中
で
「
石
つ
く
り
の
皇
子
は
」
の
意
、
で
あ
る
と

知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
以
下
は
「
石
つ
く
り
の
皇
子
」
の
行
動
に
絞
っ
て
語

ら
れ
、
第
三
章
ま
で
の
無
敬
語
部
分
に
他
の
求
婚
者
が
顔
を
出
す
事
は
な

い
。田

中
大
秀
は
、
「
竹
取
翁
物
語
解
」
で
、
「
猶
、
こ
の
女
見
で
は
、
世
に

あ
る
ま
じ
き
心
地
の
し
け
れ
ば
、
天
竺
に
あ
る
物
も
も
て
来
ぬ
物
か
は
と

思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
」
の
部
分
を
取
り
上
げ
。

此
一
條
は
、
五
人
の
凡
(
ス
ベ
)
て
の
意
に
て
、
下
五
段
の
冒
頭

(
ハ
ジ
メ
ニ
カ
プ
セ
ラ
レ
タ
ル
)
な
り
。
さ
れ
ば
、
た
と
ひ
天
竺
に

Iあ
る
物
な
り
と
も
、
と
云
り
。

と
註
し
て
い
る
。
「
下
五
段
の
冒
頭
」
と
い
う
の
は
以
下
に
展
開
さ
れ
る

「
仏
の
御
石
の
鉢
」
段
か
ら
「
燕
の
小
安
貝
」
段
ま
で
の
五
話
全
体
の
冒

頭
を
な
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
現
在
の
竹
取
物
語
全
体
の
内
容
に
即
し

た
解
釈
で
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
今
、
文
章
構
造
に
即
し
て
読

む
限
り
、
「
下
五
段
の
冒
頭
」
と
は
解
し
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
第
二
章

と
第
三
章
の
合
体
枠
の
内
部
に
こ
の
部
分
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
部
分
は
、
同
じ
枠
内
で
語
ら
れ
る
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
段
に
の

み
影
響
を
及
ぼ
し
て
そ
の
役
割
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
大
秀
は
「
天
竺
に

あ
る
物
も
」
の
部
分
を
「
た
と
ひ
天
竺
に
あ
る
物
な
り
と
も
」
と
解
し
て

い
る
。
し
か
し
、
原
文
に
は
「
た
と
ひ
」
の
語
は
無
い
。
「
下
五
段
の
冒

頭
」
と
解
す
る
限
り
、
「
下
五
段
」
に
は
「
天
竺
」
関
係
以
外
の
難
題
が

種
々
登
場
す
る
の
で
「
た
と
ひ
天
竺
に
あ
る
物
な
り
と
も
」
と
「
天
竺
」

を
例
示
的
に
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
部
分
が
文
章
構
造
上
唯
一
影

響
を
与
え
る
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
段
で
は
、
文
字
通
り
「
天
竺
」
が
問
題

-

に
な
り
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
「
今
日
な
ん
天
竺
へ
石
の
鉢
と
り
に
ま
か

る
」
と
聞
か
せ
て
い
る
。
本
来
「
天
竺
」
に
あ
る
は
ず
の
「
仏
の
御
石
の

鉢
」
の
話
に
終
止
す
る
の
で
あ
る
。
「
天
竺
に
あ
る
物
も
」
と
は
、
「
(
事

実
と
し
て
)
天
竺
に
あ
る
物
で
あ
っ
て
も
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

-

一
一

「
か
た
ち
け
(
う
ら
)
な
る
事
世
に
な
く
」
成
長
し
た
か
ぐ
や
姫
に
血

道
を
上
げ
た
他
の
多
く
の
男
ど
も
が
あ
き
ら
め
た
後
も
、
「
な
ほ
言
」
ひ

寄
り
続
け
た
五
人
の
貴
公
子
は
、
「
色
好
み
と
い
は
る
る
か
ぎ
り
五
人
」
、

「
世
の
中
に
多
か
る
人
を
だ
に
、
す
こ
し
も
か
た
ち
よ
し
と
聞
き
て
は
、

見
ま
ほ
し
う
す
る
人
ど
も
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
軽
薄
な
女
狂
い
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
実
際
描
写
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
極
め
て
真
剣
に
行
動
し
て
い
る
。
「
か
ぐ

や
姫
を
見
ま
ほ
し
う
て
物
(
も
)
食
は
ず
思
ひ
っ
つ
、
か
の
家
に
行
き
て
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た
た
ず
み
あ
り
く
」
が
、
こ
れ
を
「
か
ひ
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
判
断

す
る
や
、
恋
文
作
戦
に
切
り
替
え
る
。
だ
が
、
「
文
を
書
き
て
や
れ
ど
、

返
事
せ
ず
。
わ
び
歌
な
ど
書
き
て
お
こ
す
れ
ど
も
、
か
ひ
な
し
」
と
い
う

I

結
果
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
恋
の
言
葉
な
ど
I
顧
だ
に
し
な
い
の
だ
。
恋

文
作
戦
を
「
か
ひ
な
し
と
思
」
つ
た
貴
公
子
達
が
取
っ
た
行
動
に
注
意
し

霜
月
し
は
す
の
降
り
凍
り
、
み
な
月
の
照
り
は
た
た
く
に
も
障
ら
ず

来
た
り
。

こ
こ
に
は
、
所
謂
「
身
を
知
る
雨
」
の
論
理
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気

付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
ず
か
ず
に
お
も
ひ
お
も
は
ず
と
ひ
が
た
み
身
を
し
る
あ
め
は
ふ
り

ぞ
ま
さ
れ
る
(
古
今
集

7
0
5
番
)
。

男
の
愛
情
の
度
合
は
口
で
は
問
い
が
た
い
と
考
え
る
女
性
は
、
雨
が
降
っ

て
い
る
時
、
そ
の
雨
を
も
の
と
も
せ
ず
に
男
が
自
分
を
訪
ね
て
呉
れ
る
か

否
か
で
、
自
分
が
男
に
如
何
ほ
ど
愛
さ
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
。
亦
ｔ
の

言
葉
を
書
き
送
っ
て
も
無
視
す
る
か
ぐ
や
姫
は
、
「
こ
と
ば
」
と
い
う
も

の
を
信
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
姫
に
対
し
、
「
霜
月
し
は
す
の
降
り
凍
り
、

み
な
月
の
照
り
は
た
た
く
に
も
」
そ
れ
を
物
と
も
せ
ず
訪
れ
る
行
動
を
見

せ
る
こ
と
で
愛
情
の
強
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
効
果
の
な

い
貴
公
子
達
は
竹
取
に
「
娘
を
吾
に
た
ぺ
」
と
懇
願
す
る
が
駄
目
。
著
し

さ
の
余
り
、
こ
の
恋
を
断
念
し
よ
う
と
「
祈
り
を
し
、
願
を
立
」
て
て
も

「
思
(
ひ
)
や
む
べ
く
も
」
な
か
っ
た
彼
ら
は
「
あ
な
が
ち
に
心
ざ
し
見

え
あ
り
く
」
つ
ま
り
行
動
を
通
し
て
の
愛
情
ア
ピ
ー
ル
を
「
あ
な
が
ち
に
」

エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
、
か
ぐ
や
姫
達
に
見
せ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
を
見
っ
け
て
」
、
今
ま
で
「
お
の
が
な
さ
ぬ
子
な
れ
ば
、
心
に
も

従
は
ず
な
ん
あ
る
」
と
事
態
を
静
観
し
て
き
た
竹
取
が
、
「
こ
の
人
々
の

年
月
を
へ
て
か
う
の
み
い
ま
し
つ
っ
の
た
ま
ふ
こ
と
を
、
思
ひ
定
め
て
、

一
人
一
人
に
あ
ひ
た
て
ま
っ
り
給
ひ
ね
」
と
姫
に
結
婚
を
強
く
迫
っ
て
い

く
。
「
年
月
を
へ
て
か
う
の
み
い
ま
し
つ
つ
の
た
ま
ふ
こ
と
」
と
は
「
年

月
を
経
て
愛
情
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
行
動
の
裏
打
ち
を
持
つ
言
葉
」
の
意
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
言
葉
と
は
異
な
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
男
の
愛
情

の
程
を
判
定
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
竹
取
は
思
う
の
で
あ
る
。
姫
は

貴
公
子
達
が
彼
女
を
「
か
た
ち
よ
し
」
と
聞
い
て
言
い
寄
っ
て
来
て
い
る

原
点
を
「
よ
く
も
あ
ら
ぬ
か
た
ち
を
」
と
否
定
し
て
、
「
世
の
か
し
こ
き

人
な
り
と
も
深
き
心
ざ
し
を
知
ら
で
は
あ
ひ
が
た
し
」
と
主
張
す
る
が
、

竹
取
の
「
か
ぽ
か
り
心
ざ
し
お
ろ
か
な
ら
ぬ
人
々
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
の

反
論
に
「
な
に
ば
か
り
の
深
き
を
か
見
ん
と
言
は
む
。
い
さ
さ
か
の
事
也
」

と
言
っ
て
「
深
き
心
ざ
し
を
知
ら
で
は
あ
ひ
が
た
し
」
と
い
う
主
張
を
ト

ー
ン
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
。
貴
公
子
遠
の
「
深
き
心
ざ
し
」
な
ど
彼
ら
の
行
動

等
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
、
「
か
ぽ
か
り
心
ざ
し
お
ろ
か
な
ら
ぬ
人
々
」

と
い
う
竹
取
の
判
断
に
反
論
で
き
な
い
の
だ
。
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
難
題
は
求
婚
者
の
「
心
ざ
し
」
の
深
さ
を
測
る
た
め
に
提
示
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

人
の
心
ざ
し
等
し
か
ん
也
。
い
か
で
か
、
中
に
劣
り
優
り
は
知
ら
む
。

五
人
の
中
に
、
ゆ
か
し
き
物
を
見
せ
給
へ
ら
ん
に
、
御
心
ざ
し
ま
さ

り
た
り
と
て
仕
う
ま
つ
ら
ん
と
、
そ
の
お
は
す
ら
ん
人
々
に
申
し
給
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へ
。

こ
れ
が
難
題
を
持
ち
出
す
理
由
で
あ
る
。
結
婚
す
る
為
に
は
「
人
の
心
ざ

し
等
し
」
い
中
で
「
御
心
ざ
し
ま
さ
り
た
り
」
と
誰
か
を
判
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
言
う
の
だ
。
勿
論
、
結
婚
相
手
を
一
人
に
絞
り
込
む
た
め
で
あ

る
。
「
五
人
」
を
「
一
人
」
に
絞
り
込
む
為
に
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
難
題

で
あ
る
。

だ
が
、
「
ゆ
か
し
き
物
を
見
せ
」
る
こ
と
が
何
故
「
御
心
ざ
し
ま
さ
り

た
り
」
と
い
う
判
断
に
繋
が
る
の
か
。
姫
は
、
姫
に
「
ゆ
か
し
き
物
」
を

見
せ
る
為
に
努
力
す
る
男
の
行
動
を
通
し
て
男
の
「
御
心
ざ
し
」
を
見
極

め
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
身
を
知
る
雨
」
の
論
理
で
あ
り
、
貴
公
子
達
が

自
ら
の
愛
情
の
程
を
姫
に
伝
え
る
べ
く
男
性
の
側
か
ら
駆
使
し
て
き
た
手

法
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
判
定
法
を
姫
か
ら
聞
い
た
竹
取
も
、
竹
取
か
ら
そ

れ
を
伝
え
聞
い
た
貴
公
子
達
も
、
即
座
に
「
よ
き
事
な
り
」
と
賛
成
す
る

所
以
で
あ
る
。
姫
は
難
題
の
品
が
欲
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
男

-

の
「
行
動
」
こ
そ
が
欲
し
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
見
せ
給
へ
ら
ん
に
」
と
、

「
見
せ
る
」
と
言
う
動
詞
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

四

「
人
の
心
ざ
し
」
の
判
定
法
に
就
き
翁
や
貴
公
子
遠
の
賛
成
を
得
た
姫

は
、
「
ゆ
か
し
き
物
」
を
具
体
的
に
示
す
。

か
ぐ
や
姫
、
石
つ
く
り
の
皇
子
に
は
、
「
佛
の
御
石
の
鉢
と
い
ふ
物

―

あ
り
。
そ
れ
を
と
り
て
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
、

-22-

「
東
の
海
に
蓬
莱
と
い
ふ
山
あ
る
な
り
。
そ
れ
に
銀
を
根
と
し
、
金

を
茎
と
し
、
白
き
王
を
実
と
し
て
立
て
る
木
あ
り
。
そ
れ
一
枝
お
り

I
て
給
は
ら
ん
」
と
言
ふ
。
今
ひ
と
り
に
は
、
「
唐
土
に
あ
る
火
鼠
の

I

か
は
ぎ
ぬ
を
給
へ
」
、
大
伴
の
大
納
言
に
は
、
「
龍
の
頚
に
五
色
に
光

-

る
玉
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
て
給
へ
」
、
い
そ
の
か
み
の
中
納
言
に
は
。

-

「
燕
の
も
た
る
子
安
の
か
ひ
ひ
と
つ
と
り
て
給
へ
」
と
言
ふ
。
(
略
)

翁
「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
申
さ
む
」
と
て
、
出
(
で
)
て
、
「
か
く
な

I

む
。
聞
ゆ
る
や
う
に
見
せ
給
へ
」
と
言
へ
ば
、
御
こ
達
、
上
達
部
聞

き
て
(
略
)

姫
の
言
葉
の
文
末
に
注
意
し
よ
う
。
「
た
ま
へ
」
「
給
は
ら
ん
」
「
給
へ
」

「
給
へ
」
「
給
へ
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
姫
は
「
難
題
の
品
を
(
見
せ
る

だ
け
で
は
な
く
)
与
え
よ
」
と
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
言
っ
て
い
た

こ
と
と
違
う
こ
と
に
な
る
。

野
口
元
大
氏
は
、
こ
の
点
に
関
し
、

(
「
見
せ
給
へ
ら
む
に
」
の
)
「
給
へ
ら
む
に
」
は
、
「
給
ふ
」
の
命
令

形
に
助
動
詞
「
り
」
の
未
然
形
、
そ
れ
に
仮
想
の
助
動
詞
「
む
」
の

連
体
形
の
つ
い
た
も
の
。
「
り
」
は
状
態
の
存
続
を
示
す
か
ら
、
私

の
ほ
し
い
も
の
を
目
前
に
見
せ
て
、
そ
れ
が
継
続
的
で
あ
る
よ
う
に

し
て
下
さ
る
(
つ
ま
り
「
賜
ふ
」
を
婉
曲
に
い
う
)
よ
う
な
人
が
あ

っ
た
ら
、
そ
の
お
方
に
、
の
意

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
「
り
」
は
状
態
の
存
続
を
示
す
、

と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
助
動
詞
「
む
」
に
よ
っ
て
仮
想
さ
れ
た
時
点
に
於

け
る
存
続
で
あ
り
、
そ
の
時
点
を
越
え
た
将
来
に
渡
る
永
久
的
存
続
を
意



味
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
い
く
ら
継
続
的
に
目
前
に
見
せ

続
け
た
と
し
て
も
「
賜
ふ
」
の
意
に
は
な
り
得
な
い
。
所
有
権
は
移
転
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
見
せ
る
」
と
「
た
ま
ふ
」
は
同
じ
意
味
に
は
な
り
得
な
い
の
だ
が
、

こ
の
直
後
で
、
翁
は
貴
公
子
達
に
向
か
っ
て
「
聞
ゆ
る
や
う
に
見
せ
給
へ
」

と
言
っ
て
い
る
。
「
見
せ
給
へ
」
な
ら
ば
、
姫
の
言
っ
て
い
た
こ
と
と
一

致
す
る
。
ま
た
、
「
聞
ゆ
る
や
う
に
」
と
い
う
翁
の
言
葉
に
注
意
す
れ
ば
、

姫
は
こ
こ
で
「
見
せ
給
へ
」
と
言
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

辻
棲
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
語
ら
れ
る
「
佛
の
御
石
の
鉢
」

の
段
を
見
る
と
、
「
(
佛
の
御
石
の
鉢
の
偽
物
を
)
作
り
花
の
枝
に
つ
け
て
。

-

-

か
ぐ
や
姫
の
家
に
も
て
来
て
見
せ
け
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
あ
や
し
が
り
て
見

-る
に
、
鉢
の
中
に
文
あ
り
」
と
あ
り
、
「
見
せ
る
」
「
見
る
」
の
観
点
で
語

ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
貴
公
子
達
へ
の
難
題
の
品
々
を
姫
が
個
々
具
体
的
に
翁
に
明

か
す
場
面
は
、
本
来
の
形
が
改
変
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
口
承
竹

取
説
話
の
ま
ま
で
は
あ
り
得
な
い
。

五

で
は
、
口
承
竹
取
説
話
本
来
の
形
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、各

求
婚
者
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
難
題
を
示
す
現
在
の
様
な
形
で
は

I

な
く
、
古
く
は
、
求
婚
者
皆
に
共
通
の
難
題
「
天
竺
に
あ
る
物
」
を

課
し
て
居
た
ら
し
い
の
だ
。

と
前
述
し
た
。
そ
れ
が
、
本
来
の
形
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
形
は
第
三
章
冒

頭
の
語
り
口
の
中
に
実
に
断
片
的
に
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
天
竺
に
あ
る
物
(
佛
の
御
石
の
鉢
)
」
は
「
天
竺
に
二
(
つ
)
と
な
き
鉢
」

と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
に
唯
一
の
品
で
あ
る
。
そ
れ
を

姫
に
「
見
せ
る
」
人
は
唯
一
人
に
限
ら
れ
人
数
は
引
き
絞
ら
れ
て
直
ち
に

結
婚
相
手
と
な
る
。
難
題
は
結
婚
相
手
を
一
人
特
定
す
る
た
め
に
設
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
「
天
竺
に
二
(
つ
)
と
な
き
鉢
」
は

最
適
で
あ
る
。
現
在
の
竹
取
物
語
に
見
ら
れ
る
他
の
難
題
の
品
四
種
の
い

ず
れ
も
、
入
手
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
世
に
た
だ
一
つ
し
か
な
い

品
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
世
に
た
だ
一
つ
し
か
な
い
品
で
あ
る
こ
と

が
積
極
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
「
天
竺
に
あ
る
物
(
佛
の
御
石
の
鉢
)
」

だ
け
な
の
だ
。

六

な
お
、
求
婚
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
難
題
提
示
部
分
で
、
五
人
の
求
婚

者
が
い
る
の
に
三
人
目
の
求
婚
者
を
「
今
ひ
と
り
」
と
呼
ん
で
い
る
、
文

脈
上
不
整
合
な
そ
の
呼
び
方
か
ら
、
古
く
は
求
婚
者
三
人
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
既
に
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
な
ら
ば
、
口
承
竹
取
説
話
に
於
い
て
「
天
竺
に
あ
る
物
も
も
て
来
ぬ

物
か
は
」
と
難
題
解
決
に
挑
戦
し
た
人
物
は
三
人
で
、
話
は
三
話
が
語
ら

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
無
敬
語
の
話
は
何
故
「
石
つ
く
り
の
皇
子
」
の
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話
一
つ
な
の
か
。
恐
ら
く
、
「
石
つ
く
り
の
皇
子
」
の
話
以
外
の
二
話
は

不
出
来
で
「
く
ら
も
ち
の
皇
子
」
「
あ
べ
の
右
大
臣
」
の
話
に
書
き
換
え

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
く
ら
も
ち

の
皇
子
が
難
題
を
持
参
し
た
条
り
を
見
よ
う
。

御
子
の
た
ま
は
く
、
「
命
を
す
て
て
、
か
の
玉
の
枝
持
ち
て
き
た
る
、

-

と
て
、
か
ぐ
や
姫
に
見
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
」
と
言
へ
ば
、
翁
持
ち

I

て
入
り
た
り
。
(
略
)
(
姫
が
)
こ
れ
を
あ
は
れ
と
も
見
で
を
る
に
、

翁
走
り
入
り
て

「
見
せ
る
」
「
見
る
」
の
観
点
で
語
ら
れ
て
い
る
。
あ
べ
の
右
大
臣
の
場
合

は
ど
う
か
。

(
火
鼠
の
皮
衣
を
)
家
の
門
に
も
て
い
た
り
て
立
て
り
。
竹
取
出

-

(
で
)
き
て
、
と
り
入
れ
て
か
ぐ
や
姫
に
見
す
。
か
ぐ
や
姫
の
、
皮

衣
を
見
て
い
は
く
、
「
う
る
は
し
き
皮
な
め
り
。
別
き
て
ま
こ
と
の

I

皮
な
ら
む
と
も
知
ら
ず
」
。
竹
取
答
へ
て
い
は
く
「
(
略
)
世
中
に
見

-え
ぬ
皮
衣
の
さ
ま
な
れ
ば
、
こ
れ
を
と
思
ひ
給
(
ひ
)
ね
。
(
略
)
」

と
言
ひ
て
、
呼
び
す
ゑ
た
て
ま
つ
れ
り
。

こ
ち
ら
も
、
「
見
せ
る
」
「
見
る
」
の
観
点
で
語
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
伴
の
大
納
言
の
話
と
い
そ
の
か
み
の
中
納
言
の
話
に
は
、

こ
の
観
点
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
伴
の
大
納
言
は
難

-

題
解
決
に
失
敗
し
た
後
、
「
か
ぐ
や
姫
て
う
大
盗
人
の
奴
が
、
人
を
殺
さ

ん
と
す
る
な
り
け
り
」
と
罵
っ
て
い
る
。
「
見
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
だ

け
で
「
盗
人
」
扱
い
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
こ
こ
は
明
ら
か
に

I

「
龍
の
頚
に
五
色
に
光
る
玉
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
て
給
へ
」
と
姫
が
所
有

権
を
請
求
し
た
、
改
変
さ
れ
た
方
の
難
題
を
受
け
て
い
る
。
い
そ
の
か
み

1

の
中
納
言
の
話
で
は
、
難
題
の
「
燕
の
子
安
貝
」
は
「
人
だ
に
見
れ
ば
失

-
1

せ
ぬ
」
と
さ
れ
「
目
で
見
ず
に
手
探
り
で
入
手
す
る
し
か
な
い
も
の
」
と

扱
わ
れ
、
「
見
せ
る
」
「
見
る
」
の
世
界
と
は
別
世
界
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
敬
語
で
語
ら
れ
る
四
話
の
中
で
、
前
二
話
の
み
が
、

「
見
せ
る
・
見
る
」
の
観
点
で
の
語
り
が
な
さ
れ
、
無
敬
語
語
り
の
石
つ

く
り
の
皇
子
の
話
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
口
承
竹
取
説
話
の
段
階

で
求
婚
譚
三
話
が
「
見
せ
る
・
見
る
」
の
観
点
で
語
ら
れ
て
い
た
痕
跡
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
口
承
竹
取
説
話
の
段
階
で

の
求
婚
譚
三
話
は
全
て
「
天
竺
に
あ
る
物
(
佛
の
御
石
の
鉢
)
」
を
共
通

の
難
題
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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