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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
前
期
の
成
立
と
思
し
い
『
竹
取
物
語
』。
物
語
の
伝
統
を
持

つ
日
本
で
も
最
も
早
い
時
代
に
成
立
し
た
こ
の
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
に

も
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖
」（「
絵
合
」
巻
）
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
『
竹
取
物
語
』
の
女
主
人
公
か
ぐ
や
姫
の
「
最
高
の
美

女
で
あ
り
な
が
ら
、
地
上
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
帝
を
も
拒
み
月
へ
帰
っ

て
い
く
」
と
い
う
造
型
は
、
そ
の
の
ち
の
多
く
の
物
語
に
受
け
継
が
れ
て

い
っ
た
。

　

具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
求
婚
譚
と
い
う
形
式
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
あ
て
宮
に
影
響
を
与
え
た
し
、
帝
を
拒
む
と
い
う
造
型
で
は
、
同
じ
く

『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
娘
、『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
、『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君

な
ど
、
か
ぐ
や
姫
の
「
末
裔
」
と
呼
べ
る
登
場
人
物
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

か
ぐ
や
姫
的
な
性
質
の
こ
と
を
「
か
ぐ
や
姫
性
」
と
呼
ぶ
術
語
も
あ
る
ほ

ど
で
あ
り
、
の
ち
の
文
学
作
品
に
こ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
与
え
た
物
語
は

他
に
『
源
氏
物
語
』
を
数
え
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
今
で
も
「
か
ぐ
や
姫
」

と
い
う
題
名
で
絵
本
に
な
り
、
映
画
に
な
り
、
ま
た
二
〇
一
三
年
に
は
ス

タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
に
よ
っ
て
ア
ニ
メ
映
画
と
し
て
劇
場
公
開
さ
れ
も
し
た
。

か
ぐ
や
姫
と
そ
の
物
語
は
、
今
な
お
日
本
人
の
心
を
と
ら
え
続
け
て
い
る

と
言
え
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
長
く
日
本
人
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
『
竹
取

物
語
』
は
、「
日
本
的
」
な
心
象
や
も
の
の
考
え
方
と
い
っ
た
も
の
を
あ

る
程
度
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
人
の
も
の

の
考
え
方
や
感
じ
方
、
日
本
人
の
「
心
象
風
景
」
に
合
致
し
な
い
も
の
が

こ
こ
ま
で
長
く
日
本
人
に
愛
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
だ
。

　

本
論
の
目
的
は
、
第
一
に
、
そ
の
日
本
人
的
な
も
の
の
考
え
方
や
感
じ

方
（
＝
心
象
風
景
）
の
あ
る
種
の
象
徴
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
が
現
代

中
国
に
享
受
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
田
海
燕
が
一
九
六
一
年
に
発
表
し
た

民
話
集
『
金
玉
鳳
凰
』
所
載
の
物
語
『
斑
竹
姑
娘
』
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る
。

『
竹
取
物
語
』
の
受
容
か
ら
見
る
、
日
本
と
中
国
の
関
連

　

伊

勢　

光

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　

①
『
斑
竹
姑
娘
』　

②
日
中
比
較　

③
難
題
求
婚　

④
『
竹
取
物
語
』　

⑤
享
受
﹈
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そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
物
語
に
お
け
る
類
似
と
差
異
の
検
討
を
通
し
て
、

現
代
中
国
が
日
本
人
的
な
「
心
象
風
景
」
の
何
を
享
受
し
、
何
を
捨
象
し

た
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
更
な
る
本
論
の
射
程
で
あ
る
。

　

現
代
中
国
と
日
本
は
ど
こ
が
違
っ
て
、
ど
こ
が
同
じ
な
の
か
。
現
在
の

日
中
関
係
は
不
幸
に
し
て
相
当
冷
え
切
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
今
ほ

ど
、
相
互
理
解
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

相
互
理
解
の
た
め
に
、
ま
ず
は
現
代
中
国
が
日
本
か
ら
何
を
受
け
入
れ
、

ま
た
何
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
か
を
『
斑
竹
姑
娘
』
を
通
し
て
理
解
す

る
こ
と
は
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
が
現
在
の
日
中
の
相
互
理
解
の
一
助
と
な
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

１
、『
斑
竹
姑
娘
』
の
あ
ら
す
じ
と
成
立
事
情

　
『
斑
竹
姑
娘
』
は
、
田
海
燕
が
自
身
の
編
著
『
金
玉
鳳
凰
』（
少
年
児
童

出
版
社
、
一
九
六
一
年
）
の
中
に
、
ア
バ
・
チ
ベ
ッ
ト
族
に
伝
わ
る
民
話

と
し
て
収
録
し
た
児
童
向
け
の
物
語
で
あ
る
。

　
『
金
玉
鳳
凰
』
は
一
九
五
四
年
の
春
、
田
を
始
め
と
す
る
西
蔵
地
方
の

代
表
団
が
四
川
省
の
三
峡
地
域
に
出
向
き
、
そ
こ
で
集
め
た
民
話
を
整
理
、

出
版
し
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
日
本
か
ら
の

調
査
団
を
含
め
、
多
く
の
研
究
者
が
四
川
、
あ
る
い
は
西
蔵
地
方
を
訪
れ

た
も
の
の
、
誰
一
人
、
類
似
の
民
話
を
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
現
在
、『
金
玉
鳳
凰
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
物
語
は
民
話

を
整
理
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
田
の
個
人
的
創
作
の
色
合
い
が

強
い
「
作
品
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
注
１る
。

　

そ
の
中
の
ひ
と
つ
『
斑
竹
姑
娘
』
の
あ
ら
す
じ
は
、
簡
単
に
ま
と
め
る

な
ら
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

金
沙
江
の
南
に
竹
を
育
て
て
い
る
老
婆
と
息
子
が
い
た
。
土
地
の

領
主
が
横
暴
で
、
母
子
が
大
事
に
育
て
て
い
る
竹
も
切
ら
れ
そ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
領
主
の
訪
問
に
備
え
て
竹
を
川
に
投
げ
込
ん
だ

息
子
は
、
領
主
が
去
っ
た
後
、
そ
の
竹
の
中
か
ら
可
愛
い
女
の
子
を

発
見
す
る
。
母
子
は
そ
の
子
を
大
事
に
育
て
る
こ
と
に
す
る
。

　

美
し
く
成
長
し
た
彼
女
の
う
わ
さ
は
た
ち
ま
ち
広
が
り
、
求
婚
者

が
押
し
寄
せ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
求
婚
者
た
ち
に
難
題
を
与
え
、

失
敗
し
た
求
婚
者
た
ち
に
求
婚
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

そ
し
て
、
最
後
は
息
子
と
結
ば
れ
、
幸
せ
に
な
る
。

　

一
読
し
て
、『
竹
取
物
語
』
と
の
類
似
性
の
強
さ
に
驚
か
さ
れ
よ
う
。

特
に
竹
か
ら
生
ま
れ
た
点
、
求
婚
者
た
ち
に
難
題
を
出
し
て
求
婚
を
断
念

さ
せ
る
点
な
ど
は
『
竹
取
物
語
』
と
そ
の
ま
ま
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
斑
竹
姑
娘
』
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
時
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
よ
う

で
、
す
ぐ
さ
ま
君
島
久
注
２子

、
百
田
弥
栄
注
３子

ら
に
よ
っ
て
、『
竹
取
物
語
』

の
原
型
と
さ
れ
た
。
そ
う
考
え
た
く
な
る
の
も
無
理
は
な
い
類
似
で
は

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
斑
竹
姑
娘
』
は
、
民
話
か
ら
採
録

し
た
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
今
な
お
類
話
が
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、『
竹
取
物
語
』
よ
り
以
前
に
存
在
し
た
話
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
た
『
斑
竹
姑
娘
』
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
古
型
と

思
し
い
「
竹
取
説
話
」
よ
り
も
現
『
竹
取
物
語
』
に
似
て
い
る
点
か
ら
、
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む
し
ろ
現
『
竹
取
物
語
』
を
参
考
に
し
て
田
が
個
人
的
創
作
を
行
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
注
４る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
田
が
日
本
の
物
語
で
あ
る
『
竹
取

物
語
』
を
知
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
宋
成
徳
が
非
常
に
興
味
深
い
見
解
を
提
出

し
注
５た
。
宋
は
ま
ず
、
謝
六
逸
に
よ
る
『
日
本
文
学
史
』（
北
新
書
局
、
一

九
二
九
年
）
と
鄭
振
鐸
に
よ
る
『
文
学
大
綱
』（
上
海
商
務
印
書
館
、
一

九
二
七
年
）
の
存
在
を
あ
げ
、
こ
の
二
冊
の
書
籍
に
『
竹
取
物
語
』
の
梗

概
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
、
鄭
振
鐸
の
作
品
に
「
竹
公
主
」（
一
九
二
五
年
に
「
文
学
研

究
会
叢
書
」
の
一
つ
と
し
て
、
さ
ら
に
一
九
二
七
年
に
は
「
児
童
世
界
叢

刊
」
の
一
つ
と
し
て
再
版
さ
れ
て
い
る
）
な
る
児
童
文
学
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、「
竹
公
主
」
と
『
斑
竹
姑
娘
』
を
比
較
し
た
上
で
次
の
よ
う
に

結
論
づ
け
て
い
る
。

結
論
を
言
え
ば
、「
斑
竹
姑
娘
」
の
後
半
の
求
婚
話
は
『
竹
取
物
語
』

で
は
な
く
、「
竹
公
主
」
の
再
話
で
あ
る
。
勿
論
、「
竹
公
主
」
は
『
竹

取
物
語
』
の
再
話
で
あ
る
か
ら
、「
斑
竹
姑
娘
」
の
原
話
は
『
竹
取

物
語
』
に
あ
る
。

　

つ
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
が
『
斑
竹
姑
娘
』
の
原
話
だ
と
考
え
ら
れ
て

き
た
昨
今
の
研
究
が
、
宋
の
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
だ
け
で

な
く
、『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
間
に
「
竹
公
主
」
を
挟
む
と

い
う
道
筋
が
か
な
り
明
確
に
た
ど
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

田
も
児
童
文
学
に
携
わ
る
者
と
し
て
、『
日
本
文
学
史
』『
文
学
大
綱
』

は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
同
じ
児
童
文
学
書
で
あ
る
「
竹
公
主
」
は
何
ら

か
の
形
で
目
を
通
し
た
に
違
い
な
い
。詳
し
く
は
宋
の
論
に
譲
る
が
、「
竹

公
主
」
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
類
似
性
は
か
な
り
高
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
宋
も
述
べ
る
よ
う
に
「「
竹
公
主
」
の
原
話
が
日
本
の

物
語
で
あ
る
と
知
り
得
た
可
能
性
は
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
途
中
「
竹
公

主
」
を
経
由
し
て
『
斑
竹
姑
娘
』
が
『
竹
取
物
語
』
を
も
と
に
創
作
さ
れ

た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
図
に
す
れ
ば
、
こ
の

よ
う
に
な
る
。

日
本

中
国

『
竹
取
物
語
』
↓
↓
↓
↓
「
竹
公
主
」
↓
↓
↓
↓
『
斑
竹
姑
娘
』

「
訳注
６

」

鄭
振
鐸

再
話

田
海
燕

【
図
】

　

従
っ
て
、
本
論
で
は
よ
り
著
名
で
、
一
部
に
は
な
お
民
話
の
再
録
と
も

信
じ
ら
れ
て
い
る
『
斑
竹
姑
娘
』
と
『
竹
取
物
語
』
と
の
比
較
検
討
を
行

う
わ
け
で
は
あ
る
が
、
早
急
に
『
竹
取
物
語
』
と
「
竹
公
主
」
と
の
詳
細

な
比
較
検
討
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、本
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、『
斑

竹
姑
娘
』（
そ
し
て
「
竹
公
主
」）
が
『
竹
取
物
語
』
の
強
い
影
響
下
に
な

る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
次
節
以
降
、
両
作
品
の
比
較
を
通
し
て

現
代
中
国
が
日
本
的
な
考
え
方
、
感
じ
方
を
ど
う
享
受
し
、
ど
う
変
改
し

た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。



4

２
、  

ヒ
ロ
イ
ン
を
見
つ
け
る
ま
で
の
類
似
と
差
異

│
│
強
欲
な
領
主
と
そ
れ
に
対
処
す
る
農
民

　

ま
ず
検
討
し
た
い
の
は
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
翁
、『
斑
竹
姑
娘
』

に
お
い
て
は
息
子
（
ラ
ン
パ
）
が
ヒ
ロ
イ
ン
を
発
見
す
る
ま
で
の
経
緯
で

あ
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
ま
は
む
か
し
、
た
け
と
り
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
、
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
か
ひ
け
り
。
名

を
ば
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
も

と
光
る
竹
な
む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
。

 

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

竹
取
物
語
』
一
七
頁
）

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
斑
竹
姑
娘
』
の
ほ
う
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

竹
が
高
値
で
売
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
地
主
も
竹
林
に
目
を
つ
け
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

竹
林
长
成
，
土
司
派
人
砍
楠
竹
来
了
。（
竹
林
が
育
っ
た
頃
、
地
主

が
人
を
派
遣
し
て
竹
を
切
り
に
来
た
。）

 

（『
金
玉
鳳
凰
』
一
四
五
頁
）

　

竹
を
切
ら
れ
た
ラ
ン
パ
は
一
計
を
案
じ
る
。
切
ら
れ
た
竹
を
、
地
主
の

派
遣
し
た
人
が
見
て
い
な
い
隙
を
狙
っ
て
川
に
投
げ
込
ん
だ
の
だ
。

　

あ
と
で
川
か
ら
竹
を
引
き
上
げ
て
家
に
持
ち
帰
っ
た
ラ
ン
パ
は
驚
く
。

朗
巴
抱
了
楠
竹
回
家
，
小
心
劈
开
楠
竹
一
看
，
竹
筒
里
竟
有
一
个
漂

亮
的
女
孩
（
ラ
ン
パ
は
竹
を
家
に
持
っ
て
帰
っ
て
、
気
を
つ
け
な
が

ら
竹
を
割
っ
て
中
を
見
る
と
、
竹
の
中
に
一
人
の
可
愛
い
女
の
子
が

い
た
。） 

（
一
四
七
頁
）

　
『
竹
取
物
語
』
の
翁
が
『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
少
年
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、

ヒ
ロ
イ
ン
の
相
手
を
務
め
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
以
上
当
然
の
変
改

で
あ
る
が
、そ
の
変
改
も
あ
わ
せ
て
、『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
少
年
（
ラ
ン
パ
）

が
知
恵
を
凝
ら
し
て
、
領
主
の
横
暴
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
姿
を
特
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
に
し
て
も
『
斑
竹
姑
娘
』
に
し
て
も
、
竹
の

中
に
ヒ
ロ
イ
ン
が
お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
人
な
ら
ぬ
存
在
を
天
か
ら
授

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
苦
労
せ
ず
に
与
え
ら
れ
る
『
竹

取
物
語
』
と
は
違
っ
て
、
領
主
か
ら
の
横
暴
に
耐
え
、
ま
た
工
夫
を
凝
ら

さ
な
け
れ
ば
『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
天
人
と
め
ぐ
り
合
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
は
「
上
に
政
策
あ
れ
ば
下
に
対
策
あ
り
」

と
も
言
わ
れ
る
中
国
人
の
国
民
性
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

黙
っ
て
い
て
も
何
も
与
え
ら
れ
な
い
の
だ
。
上
か
ら
の
圧
力
に
対
し
て
、

何
ら
か
の
対
抗
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
抗
策
を
と
っ
て
初
め

て
、
実
り
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
何
も
せ
ず
と
も
ま
る

で
木
に
果
実
が
実
る
よ
う
に
、
あ
る
日
行
っ
て
み
た
ら
「
も
と
光
る
竹
な

む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
」
と
い
う
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
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が
こ
の
変
改
に
は
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
変
改
に
は
当
時
の
時
代
背
景
も
絡
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
一
九
二
五
年
の
「
竹
公
主
」
は
こ
の
冒
頭
に
つ
い
て
『
竹
取
物

語
』
と
同
様
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九
六
一
年
の
『
斑
竹

姑
娘
』
で
は
、
地
主
が
出
て
き
て
人
々
を
苦
し
め
る
と
い
う
ふ
う
に
変

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

一
九
六
一
年
と
い
え
ば
、
毛
沢
東
に
よ
る
「
大
躍
進
政
策
」
の
失
敗
が

明
ら
か
に
な
っ
た
年
で
あ
る
。
前
年
の
一
九
六
〇
年
に
は
前
年
比
で
Ｇ
Ｄ

Ｐ
が
一
％
も
下
落
し
、
さ
ら
に
折
か
ら
の
天
災
も
重
な
り
『
岩
波
現
代
中

国
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
三
千
万
人
も
の
人
々

が
命
を
落
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、『
斑
竹
姑
娘
』
と
は
中
国
国
民
の
苦

難
の
時
代
に
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　

と
す
る
な
ら
ば
命
す
ら
落
と
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
庶
民
の
苦
難
が
、
上

に
立
つ
者
へ
の
不
信
へ
と
繋
が
り
、
物
語
中
に
も
強
欲
な
地
主
を
登
場
さ

せ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
な
図
式
だ
ろ
う
。
地
主
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
た
ち
の
強
欲
や
我
儘
に
ど
う
対
処
し
、
庶
民
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。『
斑
竹
姑
娘
』
は
そ
の
冒
頭
か
ら
こ
う
し
た
問

い
か
け
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
斑
竹
姑
娘
』

で
は
『
竹
取
物
語
』
に
は
登
場
し
な
い
強
欲
な
地
主
が
登
場
す
る
わ
け
だ

し
、
ま
た
竹
取
の
翁
な
ら
ぬ
若
者
が
そ
の
地
主
の
取
立
て
に
知
恵
を
凝
ら

し
て
対
処
す
る
こ
と
で
、
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
わ
け
な
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
双
方
が
竹
か
ら
登
場
し
た
と
い
う
の
は
大
き
な

共
通
点
で
あ
り
、『
竹
取
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
こ
と
は
興
味

深
い
事
実
で
あ
る
。
竹
の
中
に
人
が
い
た
と
い
う
説
話
、
民
話
は
中
国
を

含
む
ア
ジ
ア
一
帯
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
現
代
中
国
で

も
ひ
と
つ
の
類
型
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
民
話
採
集
の
際
に
も
、
竹
の
中
に
人
が
い
た
と
い
う
要
素
の

話
は
採
集
で
き
た
は
ず
で
、
こ
こ
は
広
く
ア
ジ
ア
の
中
に
、
日
本
も
現
代

中
国
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
証
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

３
、
求
婚
者
か
ら
見
る
類
似
と
差
異
│
│
結
婚
拒
否
と
は
何
か

　

さ
て
、
竹
か
ら
発
見
さ
れ
た
女
の
子
は
、
美
し
く
成
長
す
る
。
そ
の
間
、

『
竹
取
物
語
』
の
ほ
う
で
は
「
翁
、
や
う
や
う
ゆ
た
か
に
な
り
ゆ
く
」
と
、

豊
か
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
が
、『
斑
竹
姑
娘
』
の
ほ
う
は
特

に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
く
、
ラ
ン
パ
は
貧
し
い
ま
ま
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
「
清
貧
」
を
良
し
と
す
る
思
想
が
見
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

資
本
主
義
社
会
で
は
な
い
新
中
国
に
生
き
る
庶
民
に
と
っ
て
、『
竹
取
物

語
』
の
翁
の
よ
う
に
「
勢
、
猛
の
者
に
な
り
に
け
り
」
で
は
主
人
公
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
。
お
金
は
な
い
が
、
家
族
で
身
を
寄
せ
合
っ
て
生
き
て
い

く
と
い
う
よ
う
な
主
人
公
が
共
感
さ
れ
や
す
い
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、『
斑
竹
姑
娘
』
に
お
い
て
自
ず
と
金
も
権
力
も
あ
る

求
婚
者
と
の
対
比
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。『
斑

竹
姑
娘
』
で
は
、
求
婚
者
た
ち
は
揃
い
も
揃
っ
て
、
お
金
も
権
力
も
あ
る

が
、
愚
鈍
で
あ
る
と
い
う
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

这
五
人
都
有
钱
有
势
，
但
谁
都
没
有
真
正
的
学
问
和
本
领
，
他
们
只

是
乘
着
肥
马
，
穿
着
轻
裘
，
天
天
游
山
玩
水
。（
こ
の
五
人
は
み
な
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財
産
も
権
勢
も
あ
る
が
、
誰
ひ
と
り
本
物
の
学
問
や
才
能
も
な
く
、

毎
日
た
だ
肥
え
た
馬
に
乗
り
、
高
級
な
毛
皮
の
服
を
着
て
は
、
野
山

で
遊
ん
で
い
る
。） 

（
一
四
八
頁
）

　

さ
ら
に
そ
の
造
型
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

土
司
儿
子
仗
着
自
己
有
势
、（
中
略
）
官
家
儿
子
仗
着
自
己
手
下
人
多
、

（
中
略
）
骄
傲
自
大
的
少
年
认
为
自
己
有
盖
天
的
本
领
。（
地
主
の
息

子
は
権
勢
を
頼
み
に
し
て
い
る
。
官
吏
の
息
子
は
彼
の
も
と
に
人
が

多
い
こ
と
を
頼
み
に
し
て
い
る
。
驕
慢
な
少
年
は
自
分
に
こ
の
上
も

な
い
才
能
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。） 
（
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）

　

と
あ
り
、
属
性
に
よ
っ
て
描
き
分
け
こ
そ
あ
る
も
の
の
求
婚
者
た
ち
が

世
俗
的
な
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
一
方
で
、
本
当
の
学
問
や
才
能
に
は
欠

け
る
と
い
う
点
で
は
一
様
な
造
型
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

つ
ま
り
、『
斑
竹
姑
娘
』
は
天
女
と
の
結
婚
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

貧
乏
だ
が
賢
明
な
ラ
ン
パ
と
金
持
ち
だ
が
傲
慢
で
愚
鈍
な
求
婚
者
と
い
う

両
者
を
天
秤
に
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』
が
、
こ

の
時
点
で
は
何
と
何
と
を
天
秤
に
か
け
て
い
る
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
と

は
違
い
、（
読
者
が
児
童
で
あ
る
と
い
う
配
慮
の
た
め
か
）
話
の
筋
が
明

解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
難
題
を
出
す
時
点
で
、
女
の
心
が
求
婚
者
た
ち
に

な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
女
は
難
題
を
出
す
の
か
と
考
え
た
と
き

に
、
そ
れ
は
求
婚
を
断
る
た
め
の
口
実
以
外
の
理
由
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

も
し
求
婚
者
と
結
婚
す
る
気
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
面
倒
な
こ
と
を
せ
ず

に
求
婚
者
の
中
か
ら
一
人
を
選
ん
で
即
座
に
結
婚
し
て
し
ま
え
ば
い
い
だ

け
の
話
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
点
で
、『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
の
言
は
、
た
と
え
そ
れ
が
遁

辞
だ
と
し
て
も
示
唆
に
富
む
。

よ
く
も
あ
ら
ぬ
か
た
ち
を
、
深
き
心
も
知
ら
で
あ
だ
心
つ
き
な
ば
、

後
く
や
し
き
こ
と
も
あ
る
べ
き
を
、
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
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

な
む
思
ふ
。（
中
略
）
五
人
の
中
に
、
ゆ
か
し
き
物
を
見
せ
た
ま
へ

ら
む
に
、
御
心
ざ
し
ま
さ
り
た
り
と
て
、
仕
う
ま
つ
ら
む
と
、
そ
の

お
は
す
ら
む
人
々
に
申
し
た
ま
へ 

（
二
二
〜
二
三
頁
）

　

つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
は
、
一
度
結
婚
し
て
し
ま
う
と
男
の
浮
気
に
悩
ま
さ

れ
「
く
や
し
き
こ
と
」
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、「
深
き
心
ざ
し
」
を
知

ら
な
け
れ
ば
容
易
に
結
婚
で
き
な
い
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
御

心
ざ
し
」
を
知
る
た
め
に
難
題
を
出
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
結
婚
拒
否
の
た
め
の
遁
辞
に
過
ぎ
ず
、
実
は
彼
女
は
誰
と
も
結

婚
し
た
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
持

ち
帰
っ
て
き
た
時
「
取
り
が
た
き
物
を
、
か
く
あ
さ
ま
し
く
持
て
来
る
こ

と
を
、
ね
た
く
思
」
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
偽
物
だ
と
分
か
り
「
心
ゆ

き
は
て
」
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
か
ぐ

や
姫
の
姿
勢
で
あ
る
。
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『
斑
竹
姑
娘
』
に
お
い
て
、
天
女
は
結
婚
そ
の
も
の
を
拒
否
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
末
尾
、
彼
女
が
ラ
ン
パ
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
白
だ
が
、
求
婚
者
の
求
婚
を
退
け
る
の
も
、
結
局
は
ラ
ン
パ
と

結
ば
れ
る
た
め
と
い
う
目
的
が
あ
る
た
め
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
、

ラ
ン
パ
と
結
ば
れ
る
た
め
難
題
を
出
す
。

　

し
か
し
『
竹
取
物
語
』
か
ぐ
や
姫
は
違
う
。
彼
女
は
誰
と
も
結
婚
し
た

く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
の
根
底
に
は
、
男
は
「
あ
だ
心
」
を
持
つ

も
の
だ
と
い
う
冷
め
た
認
識
が
あ
る
。
こ
の
「
結
婚
拒
否
」
の
姿
勢
は
、

後
の
『
源
氏
物
語
』
宇
治
大
君
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
が
、
平
安
時

代
の
女
性
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
を
垣
間
見
せ
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ

る
。

　

彼
女
た
ち
は
ど
う
す
る
の
か
。『
竹
取
物
語
』
か
ぐ
や
姫
同
様
、
結
婚

を
拒
否
し
て
、
父
と
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。『
竹
取
物

語
』
で
は
別
れ
の
時
に
「
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
」（
七
三
頁
）
を
残
す

か
ぐ
や
姫
の
姿
か
ら
、
彼
女
が
親
と
し
て
の
翁
に
情
愛
を
感
じ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
女
は
つ
ま
り
結
婚
を
拒
否
し
「
父
（
義
父
）」

の
元
に
生
活
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
『
蜻
蛉

日
記
』
の
道
綱
母
も
結
婚
し
、
夫
を
を
持
っ
た
も
の
の
、
彼
の
「
あ
だ
心
」

に
嫌
気
が
さ
し
、
何
度
も
父
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
し
、
物
語

で
は
あ
る
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
も
、
ま
た
『
今
と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
の
四
の
君
も
、
男
の
「
あ
だ
心
」
に
接
し
て
、
父
の
元
に
庇
護
を
求

め
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
く
。

　

つ
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
「
結
婚
拒
否
」
は
、

日
本
の
平
安
文
学
全
体
に
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
（
か

ぐ
や
姫
と
そ
の
「
末
裔
」
た
ち
）
は
一
様
に
「
夫
」
で
は
な
く
「
父
」
を

選
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
竹
取
物
語
』
は
、
そ
れ
ら
平
安
文
学
の

端
緒
と
し
て
注
目
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
日
本
の
物
語
の
類
型
を

『
斑
竹
姑
娘
』
は
踏
襲
し
な
い
。
つ
ま
り
、
男
は
「
あ
だ
心
」
を
持
つ
、

と
い
う
冷
静
且
つ
苦
い
認
識
は
、
そ
こ
に
は
な
い
の
だ
。
児
童
文
学
と
い

う
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
が
、
賢
明
な
男
と
一
緒
に
な
れ
れ
ば
幸
せ
に

な
れ
る
と
い
う
、
あ
る
種
素
朴
な
（
日
本
の
物
語
で
言
え
ば
『
落
窪
物
語
』

に
近
い
）
認
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、『
斑
竹
姑
娘
』
に
お
い
て
も
、
求
婚
者
た
ち
を
退
け
る
た

め
に
難
題
が
天
女
か
ら
出
さ
れ
る
。
ど
ん
な
難
題
が
出
さ
れ
た
の
か
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
し
て
い
く
。

４
、  

難
題
の
類
似
と
差
異

│
│
く
ら
も
ち
の
皇
子
と
商
人
の
息
子
の
差
異
を
中
心
に

　

本
節
で
は
『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
難
題
に
つ
い
て
比
較
し

て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
竹
取
物
語
』
で
は
、
石
作
の
皇
子
に
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
を
、

く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
、
阿
倍
御
主
人
に
は
「
火

鼠
の
皮
衣
」
を
、
大
伴
の
大
納
言
に
は
「
龍
の
頸
の
玉
」
を
、
石
上
の
中

納
言
に
は
「
燕
の
子
安
貝
」
を
求
め
て
い
る
。

　

一
方
の
『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
、
土
司
の
息
子
に
「
撞
い
て
も
割
れ
な
い

金
の
鐘
」
を
、
商
人
の
息
子
に
「
打
っ
て
も
壊
れ
な
い
玉
の
樹
」
を
、
役

人
の
息
子
に
は
「
燃
え
な
い
火
鼠
の
皮
衣
」
を
、
臆
病
で
ホ
ラ
吹
き
な
若

者
に
は
「
海
龍
の
額
の
分
水
珠
」
を
、
傲
慢
な
若
者
に
は
「
燕
の
巣
に
あ
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る
金
の
卵
」
を
求
め
て
い
る
。

　

大
枠
で
見
る
な
ら
ば
、
権
力
や
財
力
を
持
っ
た
者
た
ち
が
偽
物
し
か
用

意
で
き
ず
次
々
と
憂
き
目
を
見
る
と
い
う
展
開
が
ま
ず
共
通
し
、
こ
の
展

開
か
ら
『
竹
取
物
語
』
が
『
斑
竹
姑
娘
』
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
の
社
会
で
我
が
物
顔
に
振
舞
っ
て
い
る
者
た
ち

を
（
そ
の
世
俗
的
価
値
を
転
倒
さ
せ
て
）
風
刺
、
揶
揄
す
る
と
い
う
物
語

の
一
つ
の
機
能
を
『
斑
竹
姑
娘
』
は
確
か
に
『
竹
取
物
語
』
か
ら
受
け
継

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
不
合
理
さ
を
指
弾
し
、
時
の
権
力
者
を
批
判
す
る

諷
喩
の
伝
統
は
す
で
に
中
国
に
あ
り
、
そ
の
影
響
を
日
本
文
学
も
大
い
に

享
受
し
て
き
た
事
実
が
一
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
、
社
会
の
実
相
を

率
直
に
批
判
す
る
諷
喩
詩
の
伝
統
と
は
別
に
、
権
力
を
持
っ
た
者
が
恋
の

中
で
自
分
の
卑
小
さ
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
展
開
、
そ

し
て
そ
れ
が
同
時
に
風
刺
、
揶
揄
の
視
点
を
合
わ
せ
持
つ
と
い
う
物
語
は

中
国
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
（『
紅
楼
夢
』
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
視
点
が
皆

無
と
は
い
え
な
い
が
）、
そ
の
点
『
竹
取
物
語
』
の
影
響
は
大
き
い
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
恋
に
よ
っ
て
本
性
が
暴
か
れ
、
時
に
そ
れ
が
権
力

者
へ
の
揶
揄
、
風
刺
と
も
な
り
得
る
。
そ
う
し
た
発
想
を
『
竹
取
物
語
』

は
、
新
中
国
の
物
語
『
斑
竹
姑
娘
』
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
見
て
も
同
じ
意
味
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
原
『
竹
取
物
語
』
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
と

さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
い
わ
ゆ
る
「
竹
取
説
話
」（
巻
三
一
）
で
は
「
空

ニ
鳴
ル
雷
」、「
優
曇
花
」、「
打
不
ニ
鳴
ル
鼓
」
と
あ
る
わ
け
で
、
改
作
さ

れ
て
い
る
と
思
し
き
現
『
竹
取
物
語
』
の
本
文
に
よ
る
影
響
の
大
き
さ
が

知
ら
れ
る
が
、
特
に
「
玉
の
枝
」
や
「
火
鼠
の
皮
衣
」「
燕
」
な
ど
、
全

く
共
通
す
る
言
葉
も
多
い
。

　

た
だ
、
や
は
り
気
に
な
る
の
は
そ
の
共
通
す
る
言
葉
の
中
に
顔
を
の
ぞ

か
せ
る
差
異
で
あ
る
。同
じ
「
玉
の
枝
」
で
も
、『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
「
打
っ

て
も
壊
れ
な
い
」
と
説
明
が
つ
い
て
い
る
し
、
同
じ
「
火
鼠
の
皮
衣
」
で

も
、『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
「
燃
え
な
い
」
と
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
（『
竹

取
物
語
』
で
も
、
真
偽
の
判
定
を
す
る
た
め
に
火
に
く
べ
る
場
面
が
あ
る

が
、
最
初
か
ら
「
燃
え
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。

壊
れ
な
い
、
燃
え
な
い
、
そ
う
い
っ
た
「
永
遠
性
」
が
必
須
条
件
と
し
て

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、『
斑
竹
姑
娘
』
を
生
み
出
し
た
新
中
国
に
お
い
て
「
永
遠

な
る
も
の
」
が
「
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
が
、
手
に
入
ら
な
い
も
の
」
と
し

て
、
憧
憬
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
こ
と
は
、
石
作
の
皇
子
と
土
司
の
息
子
を
比
較
し
て
も
言
え
る
。

石
作
の
皇
子
が
求
め
ら
れ
た
の
は
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
結
局
「
蛍
ば
か
り
の
光
だ
に
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
突
き
返
さ
れ
て

い
る
。
対
し
て
土
司
の
息
子
が
求
め
ら
れ
た
の
は
「
撞
い
て
も
割
れ
な
い
」

鐘
で
あ
っ
た
が
、「
錐
子
」
で
天
女
が
鐘
を
突
く
と
簡
単
に
「
大
洞
」
が

開
い
て
し
ま
い
、
偽
物
だ
と
分
か
っ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
石
上
の
中
納
言
と
同
じ
く
燕
の
巣
の
中
に
あ
る
も
の
を
求
め
ら

れ
た
『
斑
竹
姑
娘
』
の
若
者
に
し
て
も
、
普
通
の
燕
の
卵
を
い
く
つ
も
壊

し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
逆
に
金
の
卵
は
壊
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
、
こ
の
挿
話
は
壊
れ
な
い
も
の
を
求
め
て
失
敗
す
る
話
だ
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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つ
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
以
上
に
『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
「
形
の
崩
れ
な

い
も
の
」「
永
遠
な
も
の
」
が
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
手
に
入
ら
な
い
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

な
お
、『
竹
取
物
語
』
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
手

に
入
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
『
斑
竹
姑
娘
』
と
の

比
較
か
ら
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
「
外
国
か
ら
の
文
物
」

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
役
人
の
息
子
も
「
燃
え
な
い
火

鼠
の
皮
衣
」
を
探
し
て
旅
を
す
る
が
、
そ
れ
も
チ
ベ
ッ
ト
、
北
京
、
四
川

省
と
新
中
国
の
国
内
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
「
海
龍
の
額
の
分

水
珠
」
に
つ
い
て
は
国
外
に
出
た
が
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
も
特
に
外
国

へ
の
憧
憬
な
ど
は
見
ら
れ
な
注
７い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
竹
取
物
語
』
で
は
、
外
国
に
行
け
と
言
わ
れ
て
い

な
い
石
作
の
皇
子
ま
で
「
天
竺
に
在
る
物
も
持
て
来
ぬ
か
は
」
と
天
竺
に

思
い
を
馳
せ
る
し
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
「
蓬
莱
と
い
ふ
ら
む
山
」
に

行
っ
た
作
り
話
を
詳
細
に
す
る
の
で
あ
る
。
阿
倍
の
御
主
人
に
至
っ
て
は

唐
船
か
ら
高
値
で
偽
物
の
皮
衣
を
つ
か
ま
さ
れ
る
わ
け
で
、
彼
が
無
知

だ
っ
た
と
は
言
え
、
今
で
も
ブ
ラ
ン
ド
物
に
弱
い
日
本
人
の
習
性
を
思
っ

て
同
情
さ
せ
ら
れ
る
一
面
が
あ
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
の
「
異
国
へ
の
憧
憬
」
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
「
永
遠
へ

の
憧
憬
」。
こ
れ
は
、
両
国
の
国
民
性
を
今
で
も
あ
る
程
度
表
し
て
お
り
、

興
味
深
い
差
異
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
ほ
と
ん
ど
似
た
よ
う
な
話
の
展
開
に
な
っ
て
い
る
く
ら
も
ち
の

皇
子
と
、
商
人
の
息
子
と
の
類
似
性
に
も
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
お
金
で
偽
物
を
作
ら
せ
る
も
、
職
人
た
ち
に
賃

金
の
未
払
い
を
請
求
さ
れ
た
こ
と
か
ら
偽
物
だ
と
い
う
こ
と
が
ば
れ
て
し

ま
い
、
求
婚
に
失
敗
す
る
と
い
う
点
で
同
じ
展
開
と
言
え
る
。
こ
こ
に
あ

る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
が
、
求
婚
の
失
敗
と
イ
コ
ー
ル
で

あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　

モ
ノ
の
提
供
を
受
け
れ
ば
金
品
を
支
払
う
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど
の
未
開
社

会
で
な
い
限
り
、
取
引
の
原
則
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
関
係
の
基
本
で

あ
り
、
か
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
で
も
あ
る
。
モ
ノ
の
提
供
を

受
け
た
の
に
金
品
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
強
奪
で
あ
り
、
あ
る
い

は
略
取
で
あ
り
、
人
間
関
係
は
築
か
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
だ
の

暴
力
で
あ
り
、
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。

　

お
金
で
モ
ノ
を
作
ら
せ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
は
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
現
に
か
ぐ
や
姫
も
一
度
は
騙
さ
れ
て
「
我
は
こ
の
皇
子
に
負

け
ぬ
べ
し
、
胸
つ
ぶ
れ
て
思
」
っ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入

れ
る
の
に
一
番
近
づ
い
た
の
が
、
実
は
こ
の
男
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、

彼
は
肝
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
職
人
た
ち
と
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。

職
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
男
が
、
妻
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。人
間
関
係
が
築
け
る
だ
ろ
う
か
。『
竹

取
物
語
』
は
貨
幣
経
済
が
未
だ
成
熟
し
て
い
な
い
十
世
紀
前
半
と
い
う
成

立
期
に
あ
っ
て
、
既
に
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い

い
。

　

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
『
斑
竹
姑
娘
』
も
、
商
取
引
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
が
求
婚
の
失
敗
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

引
き
継
い
で
い
る
。人
間
関
係
の
基
本
と
し
て
の
取
引
、モ
ノ
と
モ
ノ
（
あ
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る
い
は
金
品
）
と
の
交
換
が
正
し
く
行
わ
れ
て
さ
え
い
れ
ば
、
商
人
の
息

子
も
ま
た
天
女
を
妻
と
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
。
人
間
関
係
が

正
し
く
結
べ
な
い
者
は
妻
帯
者
（
＝
大
人
）
の
資
格
は
な
い
の
で
あ
り
、

逆
に
言
え
ば
、
正
し
く
商
取
引
の
行
え
る
者
は
、
ほ
か
の
人
間
関
係
に
お

い
て
も
適
切
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
持
っ

て
い
る
点
で
は
、『
斑
竹
姑
娘
』
を
生
み
出
し
た
現
代
中
国
も
『
竹
取
物

語
』
の
日
本
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
興
味
深
い
の
は
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
依
頼
主

の
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
間
の
悪
い
時
に
未
払
分
を
請
求
し
て
き
た
職
人
た

ち
を
「
血
の
流
る
る
ま
で
打
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
打
擲
す
る
の
に
対
し
、

『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
依
頼
主
の
商
人
の
息
子
が
、
自
分
た
ち
の
作
品
が
無

駄
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
逆
に
漢
人
の
職
人
た
ち
に
拉
致
さ
れ
る
（
恐

ら
く
暴
行
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
）
と
い
う
、
正
反
対
の
展
開
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
差
異
に
つ
い
て
西
田
禎
元
は
「
名
誉
を
失
っ
て
も
皇
子
は
依
然
と

し
て
権
力
者
で
あ
る
が
、
金
銭
に
関
し
た
信
頼
を
失
っ
た
と
い
う
商
人
の

息
子
の
権
威
は
地
に
落
ち
た
の
で
あ
注
８る

」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
商

人
の
息
子
な
の
に
商
取
引
で
失
敗
し
た
の
が
大
き
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。筆
者
は
こ
の
差
異
に
、『
斑
竹
姑
娘
』

の
『
竹
取
物
語
』
批
評
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　

つ
ま
り
『
竹
取
物
語
』
の
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
非
道
ぶ
り
へ
の
批
評
で

あ
る
。
西
田
は
『
竹
取
物
語
』
の
職
人
は
か
ぐ
や
姫
に
報
酬
を
受
け
取
り

に
行
っ
た
俗
物
で
あ
り
、「
物
語
作
者
か
ら
、
そ
の
俗
物
性
は
指
摘
さ
れ

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ
る
が
、
そ
も
そ
も
対
価
を
支
払
わ
な
か
っ

た
の
は
皇
子
で
あ
り
、
な
ぜ
職
人
た
ち
が
打
擲
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、

や
は
り
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
見
方
を
変
え
れ
ば
職
人
た
ち
は
、

か
ぐ
や
姫
が
詐
欺
者
の
手
に
落
ち
る
の
を
防
い
だ
功
労
者
な
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
ら
が
な
ぜ
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
う
し
た
批
評
意
識

が
、『
竹
取
物
語
』
を
逆
転
さ
せ
、
逆
に
職
人
た
ち
が
求
婚
者
を
拉
致
す

る
展
開
に
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

と
考
え
る
と
、
職
人
が
「
漢
人
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
点
も
意
味
深
長

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
漢
人
は
様
々
な
優
れ
た
文
化
、
文
明
を
持
っ
て
い

な
が
ら
、
例
え
ば
こ
の
商
人
の
よ
う
な
金
に
物
を
言
わ
せ
る
連
中
に
煮
え

湯
を
飲
ま
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
部
、
既
に
西
田
も
指
摘
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
漢
民
族
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
、
あ
る

い
は
被
害
者
意
識
が
こ
の
商
人
の
息
子
を
た
だ
で
は
置
か
せ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
新
中
国
に
お
け
る
漢
民
族
の
被
害
者
意
識
は
、
も
ち
ろ
ん
故
な

き
こ
と
で
は
な
い
。
自
国
の
国
土
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
行
為
が
、
十
九

世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
あ
る
場
面
で
確
か
に
（
日
本
を
始

め
と
す
る
）
諸
外
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
一

方
な
ら
ず
腹
立
ち
を
覚
え
る
中
国
国
民
が
い
て
も
当
然
と
言
え
よ
う
。
そ

う
し
た
人
々
の
意
識
が
『
斑
竹
姑
娘
』
を
し
て
、「
漢
人
」
の
職
人
を
突

き
動
か
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
商
人
の
息
子
を
拉

致
す
る
「
漢
人
」
の
職
人
と
は
、「
強
奪
」「
略
取
」
に
対
し
て
立
ち
上
が
っ

た
新
中
国
の
国
民
た
ち
の
陰
画
な
の
で
あ
っ
た
。
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５
、  

求
婚
譚
後
の
類
似
と
差
異

│
│
帝
と
帰
っ
て
い
く
か
ぐ
や
姫
の
問
題

　

求
婚
者
た
ち
の
求
婚
が
退
け
ら
れ
た
後
、『
竹
取
物
語
』
で
は
つ
い
に

帝
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
こ
う
し
た
箇
所
は
全

く
な
い
。
実
は
こ
れ
こ
そ
が
、『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
最
大

の
違
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
ぜ
、『
斑
竹
姑
娘
』
に
は
帝
が
登
場
し
な
い
の
か
。
こ
れ
は
日
本
の

帝
が
持
つ
あ
る
種
の
特
殊
性
が
作
用
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
殊
性
と
い
う
こ
と
を
こ
と
さ
ら
言
い
立
て
て
も
無
意
味
な
こ
と
を
承
知

で
言
え
ば
、
中
国
の
皇
帝
ほ
ど
の
権
力
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
に
君
臨
し

て
い
る
帝
と
い
う
特
殊
性
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
実
は
『
竹
取
物
語
』

の
帝
な
の
で
あ
る
。

　

帝
が
家
を
訪
れ
、
か
ぐ
や
姫
を
強
引
に
連
れ
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

彼
女
は
「
き
と
影
に
な
り
ぬ
」
と
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
帝
は
そ
ん
な
彼

女
を
「
は
か
な
く
口
惜
し
」
と
思
い
な
が
ら
「
な
ほ
、
め
で
た
く
思
し
め

さ
る
る
」
と
、
そ
の
長
所
を
賞
賛
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
中

国
の
皇
帝
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
「
口
惜
し
」
と
思
い
な

が
ら
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
惹
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
面
で
は
矛
盾

的
と
も
言
え
る
人
間
臭
い
一
面
を
覗
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

続
け
て
帝
は
三
年
間
、
か
ぐ
や
姫
と
文
通
を
続
け
て
、
そ
の
間
、
一
切

他
の
女
性
を
近
づ
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
あ
る
意
味
で
は
か
ぐ
や
姫
の
美

点
へ
の
賞
賛
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
に
自
分
の
立
場
を
忘
れ
て
、
相
手

の
美
を
賞
賛
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
日
本
の
帝
に
は
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

の
桐
壺
帝
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
し
、『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
帝
に
し

て
も
、『
夜
の
寝
覚
』
の
朱
雀
帝
に
し
て
も
、
自
分
の
帝
と
い
う
立
場
以

上
に
、
好
む
女
性
へ
の
熱
情
を
燃
や
し
た
帝
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
「
恋
す
る
帝
」
の
存
在
が
新
中
国
で
は
理
解
さ
れ
得
な
い

も
の
と
し
て
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
文
化
の
違
い
と
し
て

肯
け
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
も
皇
帝
の
命
で
あ
れ
ば
、
世
に

あ
る
女
性
は
「
き
と
影
に
な
り
ぬ
」
な
ど
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
許
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
帝
は
自
分
に
反
抗
し
た
女

性
を
「
め
で
た
く
」
さ
え
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
ご
す
ご
と
手
ぶ

ら
で
帰
る
帝
の
姿
は
、
そ
の
後
の
平
安
文
学
を
知
っ
て
い
る
者
な
ら
と
も

か
く
、
外
国
人
（
特
に
強
権
を
振
る
っ
た
皇
帝
が
歴
史
上
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
中
国
の
国
民
）
に
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
今
に
つ
な
が
る
日
本
の
天
皇
制
の
特
殊
さ
、
異
様

さ
を
、
は
し
な
く
も
『
斑
竹
姑
娘
』
の
無
言
が
如
実
に
語
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

帝
の
登
場
は
な
い
ま
ま
、『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
ラ
ン
パ
と
天
女
は
め
で

た
く
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
末
か
ら
は
、
親
孝
行
で
よ
く
働
く

息
子
が
最
終
的
に
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
教
訓
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
同
時
に
「
労
働
者
の
勝
利
」
と
い
う
テ
ー
マ
が

か
な
り
見
や
す
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
子
ど
も
向
け
の
物
語
で
あ
っ
て

み
れ
ば
そ
の
「
改
変
」
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、

新
中
国
に
流
れ
る
「
労
働
者
賛
美
」
の
雰
囲
気
が
こ
の
「
改
変
」
に
は
大

き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
一
部
日
本
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
注
９が
、
特
に
中
国
で
は
原
作
を

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
結
末
に
翻
案
す
る
こ
と
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
元
の
時
代
の
戯
曲
『
西
廂
記
』
は
、
唐
の
時
代
の
伝

奇
小
説
『
鶯
鶯
伝
』
が
原
作
だ
が
、
原
作
が
悲
恋
で
終
わ
っ
た
も
の
が
『
西

廂
記
』
で
は
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
が
結
ば
れ
る
と
い
う
幸
福
な
結
末
に
作

り
変
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
民
間
説
話
と
し
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て

い
た
蛇
と
人
と
の
異
類
婚
姻
譚
『
白
蛇
伝
』
も
、
古
い
形
の
も
の
は
悲
劇

に
終
わ
る
の
だ
が
、
翻
案
さ
れ
京
劇
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
時
点
で
は
二
人

が
結
ば
れ
て
末
永
く
暮
ら
す
と
い
う
幸
福
な
結
末
へ
と
「
改
変
」
さ
れ
て

い
る
（
更
に
そ
れ
を
翻
案
し
た
日
本
の
ア
ニ
メ
映
画
『
白
蛇
伝
』（
一
九

五
八
年
）
も
そ
の
幸
福
な
結
末
を
踏
襲
し
て
い
る
）。

　

こ
れ
に
は
、
物
語
に
幸
福
な
結
末
を
望
む
中
国
人
の
気
質
が
関
係
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
優
れ
た
中
国
文
学
研
究
者
で
も
あ
っ
た
作
家
魯
迅

は
、
中
国
人
は
そ
の
本
性
と
し
て
和
や
か
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
を
好
む

と
指
摘
し
、
小
説
の
中
で
「
欠
陥
」
が
描
か
れ
れ
ば
読
者
は
不
快
に
な
る

と
述
べ
て
い
10
注る

。
人
を
不
快
に
さ
せ
る
「
欠
陥
」
が
あ
れ
ば
補
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
長
い
時
間
の
中
で
、
多
く
の
物
語
の
「
欠
陥
」

が
補
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
と
同
様
に
『
竹
取
物
語
』
の
「
欠
陥
」
も
補
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
変
に
は
原
作
『
竹
取
物
語
』
を
中
国

人
の
好
む
結
末
に
変
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
労
働
者
賛
美
」
の
（
意
地
の

悪
い
見
方
を
す
れ
ば
共
産
主
義
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
も
言
え
る
）
意
味
合

い
を
持
た
せ
る
と
い
う
二
つ
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
絶
対
に
天
女
は

ラ
ン
パ
と
結
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
労
働
者
ラ
ン
パ
と
結
ば
れ
、
幸

せ
に
な
る
こ
と
で
彼
女
の
美
は
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
か
ぐ
や
姫
は
ど
の
男
の
も
の
に
も
な
る

こ
と
な
く
月
に
帰
っ
て
い
く
。『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
で
紫
上
を
失
っ
た

光
源
氏
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
ま
た
『
狭
衣
物
語
』
の
末
尾
で
、
女
二
の

宮
に
拒
絶
さ
れ
て
呆
然
と
す
る
狭
衣
帝
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
こ
う
し
た

手
に
入
ら
な
い
「
永
遠
の
女
性
」
思
慕
の
物
語
が
、
日
本
で
は
好
ま
れ
て

き
た
こ
と
に
思
い
至
る
（
そ
の
後
、
中
世
の
王
朝
物
語
で
「
忍
び
音
」
型

と
し
て
定
着
す
る
物
語
群
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
変
奏
で
あ
る
）。
根
底
に

あ
る
の
は
失
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
と
い
う
発
想
だ
ろ
う
。
い
つ
か

失
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
輝
き
を
放
つ
。
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
い
れ
ば
、
ど

ん
な
美
し
い
も
の
で
も
色
褪
せ
て
し
ま
う
し
、
飽
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

一
つ
の
仮
定
と
し
て
、
た
と
え
ば
か
ぐ
や
姫
が
『
斑
竹
姑
娘
』
の
天
女

の
よ
う
に
帝
と
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
帝
は
い
つ
か

彼
女
に
飽
き
る
だ
ろ
う
し
、
帝
は
ま
た
「
王
権
者
の
務
め
」
と
し
て
他
の

女
性
の
と
こ
ろ
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
色
褪
せ

た
日
常
で
あ
り
、
美
し
い
物
語
で
は
な
い
。
失
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る

い
は
有
限
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
。
そ
の
美
の
権
化
と
し
て
、
彼
女
は
絶
対

に
月
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
月
に
帰
る
こ
と
で
彼
女
の
美
は

永
遠
に
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
労
働
者
賛
美
」
の
物
語
『
斑
竹
姑
娘
』
と
、「
永
遠
の
女
性
」

思
慕
の
物
語
『
竹
取
物
語
』
は
、
そ
の
性
格
こ
そ
大
き
く
異
な
れ
、
ど
ち

ら
も
最
後
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
最
も
美
し
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
共
通

点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ヒ
ロ
イ
ン

の
美
し
さ
が
物
語
の
中
で
保
存
さ
れ
る
。
両
物
語
の
結
末
の
違
い
か
ら
は

日
中
両
国
の
美
意
識
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
新
中
国
の
置
か
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れ
た
立
ち
位
置
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
と
め

　

以
上
、
本
論
で
は
『
斑
竹
姑
娘
』
を
現
代
中
国
に
お
け
る
『
竹
取
物
語
』

享
受
の
一
形
態
と
見
て
、
論
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
様
々
な
こ

と
が
指
摘
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
見
つ
け
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
は
、
搾
取
に
対
し
て

対
策
を
練
る
農
民
た
ち
の
様
子
、
そ
し
て
そ
の
た
く
ま
し
さ
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
と
『
斑
竹
姑
娘
』
成
立
当
時
の
中
国
に
顕
著
で
あ
っ

た
が
、
為
政
者
の
横
暴
、
あ
る
い
は
無
策
に
よ
る
苦
難
は
大
な
り
小
な
り
、

ど
の
時
代
も
農
民
を
襲
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
権
力
者
の
圧
力
に

対
し
て
対
策
を
練
る
こ
と
で
初
め
て
、
天
か
ら
の
贈
り
物
を
受
け
取
れ
る

の
だ
と
い
う
『
斑
竹
姑
娘
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
日
本
の
物
語
で
は
な
か
な

か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
中
国
ら
し
い
改
変
の
跡
を
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
難
題
求
婚
の
意
味
を
「
求
婚
者
と
の
結
婚
拒
否
」
に
見
出
し
、

そ
の
点
に
『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
と
の
共
通
性
を
見
た
。
し
か

し
、『
斑
竹
姑
娘
』
の
難
題
求
婚
は
主
人
公
ラ
ン
パ
と
結
ば
れ
る
た
め
の

「
求
婚
拒
否
」
で
あ
っ
て
、『
竹
取
物
語
』
の
よ
う
に
求
婚
そ
の
も
の
を
拒

否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
違
い
に
は

『
竹
取
物
語
』
の
男
性
観
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
後
の
王

朝
文
学
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
考
え
方
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

「
夫
」
で
は
な
く
「
父
」
に
す
が
る
と
い
っ
た
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
草
分

け
的
存
在
と
し
て
、
か
ぐ
や
姫
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。

『
斑
竹
姑
娘
』
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
『
竹
取
物
語
』
の
独
自
性
、

そ
し
て
後
世
へ
与
え
た
影
響
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

難
題
求
婚
譚
の
類
似
と
差
異
か
ら
は
、『
竹
取
物
語
』
が
風
刺
の
方
法

を
『
斑
竹
姑
娘
』
に
示
唆
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
難
題
の
内
容

も
だ
い
た
い
似
通
っ
て
い
る
と
言
え
る
も
の
の
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
違

い
を
通
し
て
、
日
中
両
国
の
憧
憬
の
対
象
の
違
い
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。

さ
ら
に
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
と
商
人
の
息
子
が
あ
る
面
で
は
対
応
関
係
に

あ
り
な
が
ら
、
結
末
は
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、『
斑
竹
姑
娘
』

の
批
評
意
識
、
そ
し
て
漢
人
（
漢
民
族
）
の
プ
ラ
イ
ド
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
後
世
の
作
品
に
は
、
先
行
す
る
類
似
作
品
へ
の

批
評
、
異
議
申
立
て
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
に
時
間
や
国

境
を
越
え
る
。
そ
の
一
例
を
今
回
は
指
摘
で
き
た
か
と
思
う
。

　

さ
ら
に
、
結
末
の
差
異
か
ら
日
本
の
天
皇
と
い
う
存
在
の
あ
る
種
の
独

自
性
、
そ
し
て
日
中
の
物
語
観
の
違
い
、
さ
ら
に
は
美
意
識
の
違
い
を
考

察
し
た
。
改
作
と
い
う
営
み
の
中
に
は
、
先
に
指
摘
し
た
「
批
評
」
の
他

に
も
、
想
定
さ
れ
る
読
者
に
と
っ
て
の
「
欠
陥
」
を
補
い
、
望
ま
し
い
結

末
に
書
き
換
え
る
と
い
う
作
業
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
月
に

帰
っ
て
い
く
か
ぐ
や
姫
の
物
語
は
、
平
安
時
代
の
日
本
人
に
は
理
想
的
な

結
末
で
も
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
望
ま
し
く
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
こ
と
を
他
の
改
作
本
の
例
、
あ
る
い
は
魯
迅
の
発
言
を
援
用
し
て
述

べ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

　

話
型
は
時
間
を
越
え
、
国
境
を
越
え
て
享
受
さ
れ
る
。
今
回
は
そ
の
一

例
を
挙
げ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
日
中
間
の
興
味
深
い
類
似

と
差
異
が
様
々
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は
ま
た
別
の
文
学
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作
品
を
比
較
、
考
察
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
日
中
の
相
互
理
解
の
助
け

と
し
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

　

多
岐
に
わ
た
る
考
察
で
あ
っ
た
た
め
、
色
々
と
不
備
も
少
な
く
な
い
と

思
う
。
大
方
の
御
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。

注１　

宋
成
徳
「『
竹
取
物
語
』、「
竹
公
主
」
か
ら
「
斑
竹
姑
娘
」
へ
」（『
京

都
大
学
国
文
学
論
叢
』
第
一
二
号　

二
〇
〇
四
年
九
月
）
な
ど
に

指
摘
が
あ
る
。

２　

君
島
久
子
「
チ
ベ
ッ
ト
の
「
竹
娘
説
話
」
と
「
竹
取
物
語
」」（『
説

話
文
学
研
究
』
第
六
号　

一
九
七
二
年
二
月
）

３　

百
田
弥
栄
子
「
竹
取
物
語
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（『
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
語
学
院
紀
要
』
第
三
号　

一
九
七
二
年
一
一
月
）

４　

片
桐
洋
一
訳
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

竹
取
物
語
』（
小

学
館
、
一
九
九
四
年
）
の
「
解
説
」
に
指
摘
が
あ
る
。

５　

注（
１

）論
文
に
同
じ

６　

鄭
が
「
日
本
的
神
仙
故
事
、
鄭
振
鐸
訳
述
」
と
記
し
て
お
り
、『
竹

取
物
語
』
か
ら
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
作
者
自
身
、

日
本
の
物
語
か
ら
の
訳
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い

る
。

７　

逆
に
考
え
れ
ば
、
た
と
え
五
つ
の
宝
物
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な

く
て
も
、
そ
れ
を
国
外
に
求
め
よ
う
と
す
る
発
想
は
、『
竹
取
物

語
』
が
『
斑
竹
姑
娘
』
に
与
え
た
影
響
と
い
え
よ
う
。
中
国
の
自

国
中
心
主
義
は
中
華
思
想
と
し
て
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、『
竹

取
物
語
』
は
国
外
に
も
宝
物
が
あ
る
こ
と
を
『
斑
竹
姑
娘
』
に
、

そ
し
て
新
中
国
に
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

８　

西
田
禎
元
「『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』」（『
創
大
ア
ジ
ア
研

究
』
第
一
六
号　

一
九
九
五
年
三
月
）

９　

筆
者
は
こ
の
「
改
作
」
に
、
平
安
後
期
物
語
『
夜
の
寝
覚
』
に
も

施
さ
れ
た
改
作
と
同
種
の
も
の
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
室

町
期
の
改
作
本
『
夜
寝
覚
物
語
』
は
、
原
作
『
夜
の
寝
覚
』
を
改

作
し
、
男
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
が
結
ば
れ
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に

作
り
変
え
た
。
原
作
本
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
読
者
に
よ
る

「
理
想
的
」
な
結
末
の
希
求
と
思
し
い
が
、
と
す
る
な
ら
ば
『
斑

竹
姑
娘
』
も
、『
竹
取
物
語
』
の
結
末
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
「
改
作
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

10　

魯
迅
著
・
今
村
与
志
雄
訳
『
中
国
小
説
史
略　

上
』（
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）

（
い
せ
・
ひ
か
る　

二
〇
一
二
年
度
博
士
後
期
課
程
単
位
修
得
退
学 　

二
〇
一
四
年
度
博
士
後
期
課
程
修
了
）　




