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評
論
『
竹
取
物
語
』「
髪
上
げ
・
裳
着
」
つ
い
て 

 

甲
山 

羊
二 

 

◇ 

 

① 

  

髪
上
げ
と
は
、
成
人
の
年
頃
に
成
長
し
た
女
子
が
、
振
り
分

け
た
状
態
で
垂
ら
し
て
い
た
髪
を
結
い
上
げ
、
そ
れ
を
後
方
に

垂
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
人
と
し
て
の
髪
形
に
変
え
る
儀
式

の
こ
と
を
い
う
。
一
方
で
、
裳
着

も

ぎ

と
は
、
同
じ
く
女
子
が
成
人

に
な
っ
た
証
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
最
初
に
裳
を
身
に
着
け
る
儀

式
の
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
の
裳
は
腰
か
ら
下
に
着
け
た
衣
服

の
こ
と
を
い
う
。 

 

両
方
は
、
特
に
平
安
時
代
に
お
い
て
、
貴
族
社
会
の
儀
式
と

し
て
定
着
し
て
い
た
。
な
か
で
も
髪
上
げ
に
つ
い
て
は
、
広
く

社
会
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

例
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
で
は
、
幼
馴
染
の
男
女

が
恋
す
る
筋
が
展
開
さ
れ
、
女
子
が
男
子
に
宛
て
た
和
歌
で
、

「
髪
上
げ
」
が
詞
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
場
合
の
女
子
は
、

貴
族
社
会
と
は
無
縁
の
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

「
髪
上
ぐ
」
と
い
う
行
為
が
、
平
常
で
の
成
人
の
儀
式
と
し
て

定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
儀
式
は
、
よ
り
有
望
な
婚
姻
相
手
と
の
接
点
を
、
周

囲
が
熱
望
す
る
こ
と
の
起
点
と
な
り
得
た
。
家
の
継
承
や
繁
栄

と
い
う
思
惑
が
見
え
隠
れ
す
る
の
も
、
そ
の
特
徴
で
あ
っ
た
訳

で
あ
る
。 

『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
髪
上
げ
も
裳
着
も
、
か
ぐ
や
姫

の
結
婚
の
道
を
拓
く
も
の
と
し
て
、
常
に
翁
の
主
導
で
行
わ
れ

た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
生
じ

て
く
る
。 

 

翁
は
貴
族
社
会
の
者
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
異
な

る
身
分
の
翁
が
、
な
ぜ
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
、
貴
族
文
化
を

踏
襲
す
る
儀
式
を
可
能
に
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
貴
族

身
分
の
付
与
」
と
い
う
帝
の
御
言
葉
に
悦
楽
し
た
翁
が
、
既
に

こ
の
時
点
で
、
そ
れ
を
想
定
で
き
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

で
は
、
経
済
事
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
記
述
で
は
、
翁
の

裕
福
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
の
「
結
婚
」
に
係
る
翁
の
過
度
な
期
待
は
、
か
ぐ
や
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姫
を
貴
族
の
女
子
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は

求
婚
者
に
対
す
る
翁
の
敏
感
な
反
応
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。 

 

髪
上
げ
と
裳
着
を
起
点
と
し
て
、
物
語
は
翁
の
心
情
形
態
を

露
わ
に
し
て
い
く
。
特
に
、
帝
か
ら
の
求
婚
は
、
翁
に
と
っ
て

は
、
自
ら
の
社
会
的
地
位
並
び
に
経
済
基
盤
の
確
立
、
更
に
は

皇
室
と
の
姻
戚
関
係
さ
え
も
手
中
に
す
る
可
能
性
を
伺
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
、
当
時
の
社
会
性
を
類
推
で
き
る
事
柄
で
あ
る
。 

『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
髪
上
げ
と
裳
着
は
単
な
る
通
過
儀

礼
で
は
な
く
、
貴
族
社
会
へ
の
妬
み
と
嫉
み
さ
え
も
浮
き
彫
り

に
す
る
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
う
し
た
社
会
に
対
す
る
憧
れ
は
、

止
む
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
二
重
の
心
情
は
、
現
代
も
な
お

日
本
人
の
心
象
と
し
て
、
あ
り
続
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

◇ 

 

② 

「
竹
取
説
話
」
の
原
型
伝
来
に
つ
い
て―

『
今
昔
物
語
集
』
本

朝
世
俗
部―

 

（
野
口
元
大
氏
説
支
持
の
根
拠
と
し
て
） 

  

説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
本
朝
世
俗
部
、
巻
第
三
十
一

本
朝
付
雑
事
第
三
十
三
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
竹
取
説
話
」

こ
と
「
竹
取
の
翁
、
見
つ
け
し
女
の
児
を
養
へ
る
語
（
ご
）
」
な

る
も
の
と
、
日
本
最
古
の
物
語
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
、
野
口
元
大
氏
は
「
竹
取
物
語 

新
潮
日
本

古
典
集
成 

第
二
六
回 

一
九
七
九
年
発
行
版
で
の
解
説
「
五 

『
竹
取
物
語
』
と
竹
取
説
話
の
伝
来
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

な
内
容
を
記
し
て
い
る
。 

そ
れ
に
よ
る
と
、『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
る
「
竹
取
説
話
」
は
、

話
型
と
し
て
ほ
と
ん
ど
完
全
に
『
竹
取
物
語
』
と
一
致
す
る
と

し
、
文
章
に
つ
い
て
も
、『
竹
取
物
語
』
の
参
照
の
形
跡
を
認
め

る
と
し
つ
つ
、
か
ぐ
や
姫
が
求
婚
者
に
課
し
た
難
題
の
数
（『
今

昔
物
語
集
』
収
録
の
説
話
は
三
題
）
の
問
題
、
内
容
的
に
伝
承

説
話
に
相
応
し
く
、
優
曇
華

う

ど

ん

げ

の
花
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
り
、

『
竹
取
物
語
』
の
原
型
説
話
が
、『
今
昔
物
語
集
』
に
て
汲
み
上

げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
今
昔
物
語
集 

五 

岩
波 

日
本
古
典
文
学
大
系
二
六
」
頭

注
に
お
い
て
、
収
録
さ
れ
て
い
る
「
竹
取
説
話
」
が
、
竹
取
翁

説
話
の
ひ
と
つ
の
古
形
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
の
文
言
が
あ

る
。
こ
れ
も
類
推
す
る
に
、
野
口
氏
の
示
す
根
拠
に
、
何
ら
か

の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
も
そ
も
、『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
成
立
時
期
が
不
明

で
あ
り
、
更
に
は
作
者
も
不
詳
と
さ
れ
る
。
一
方
、『
今
昔
物
語

集
』
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
、
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そ
れ
以
前
に
、
既
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』

と
は
、
成
立
時
期
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
の
開
き
が
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
竹
取
物
語
』
の
原
型
並

び
に
伝
来
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
見
解
の
み
を
確
固
た
る
結
論

と
す
る
の
は
、
や
は
り
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
、
野
口
氏
の
示

す
根
拠
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
こ
こ
は
氏
の
見
解
を
支
持
す

る
も
の
と
し
、
賛
成
の
立
場
を
取
り
た
い
と
考
え
る
。 

 

野
口
氏
の
見
解
の
根
拠
の
中
で
、
特
に
注
目
す
る
の
は
、『
竹

取
物
語
』
に
あ
る
「
優
曇
華
の
花
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
求
婚
者
へ
の
難
題
の
内
容
に
関
連

付
け
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
野
口
氏
の
示
す
根
拠
に
従
え

ば
、『
今
昔
物
語
集
』
で
の
「
竹
取
説
話
」
に
は
、
難
題
の
数
が

『
竹
取
物
語
』
の
五
つ
に
比
べ
て
少
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
優
曇
華
の
花
」
は
、『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
の
「
竹
取
説

話
」
で
も
、
難
題
の
ひ
と
つ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
野
口

氏
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
「
新
潮
日
本

古
典
集
成
」
に
あ
る
語
注
に
お
い
て
解
釈
し
て
い
る
。 

ま
た
、「
國
語
と
國
文
学 

物
語
文
学
の
諸
問
題 

第
三
六
巻 

第
四
号
」
収
録
の
長
谷
章
久
氏
の
「
竹
取
物
語
の
成
立
」
で
は
、

「
優
曇
華
の
花
」
に
つ
い
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
、「
竹

取
説
話
」
に
係
る
伝
承
説
話
に
、
同
様
の
花
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
と
す
る
。
野
口
氏
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
優
曇
華
の
花
」

は
仏
典
上
の
植
物
で
あ
り
、
霊
花
と
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
岸
花

は
、
仏
教
思
想
を
根
底
に
置
く
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
相
関

的
に
も
相
応
し
い
も
の
と
な
る
。
ま
た
、「
優
曇
華
の
花
」
を
人

間
の
欲
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
と
し
て
留
置
し
た
編
纂
者
の
思
惑

も
、
こ
こ
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

更
に
、『
竹
取
物
語
』
で
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
階
級
に
お
け

る
「
髪
上
げ
」
や
「
裳
着
」
が
、
女
性
の
成
人
儀
式
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
安
末
期
に
お
い
て
は
、
既

に
「
髪
上
げ
」
は
、
宮
中
で
の
儀
礼
か
ら
は
概
ね
除
外
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、『
竹
取
物
語
』
の
成
立
は
、
平
安
前
期
を
含
め

て
、
そ
れ
以
前
の
、
或
い
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
お
い

て
、
既
に
な
さ
れ
た
と
類
推
で
き
る
。
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』

の
成
立
を
、
平
安
後
期
と
見
据
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
編
纂
者
が

「
竹
取
説
話
」
を
、
宗
教
的
伝
承
説
話
と
し
て
収
録
し
た
可
能

性
は
、
十
分
に
あ
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※ 
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