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は
じ
め
に

文
学
を
読
む
こ
と
を
知
ら
ず
、
耳
で
し
か
言
葉
を
覚
え
な
か
っ
た
人
々

の
日
本
的
な
考
え
方
、
物
の
言
い
方
を
も
う
少
し
調
べ
る
こ
と
を
こ
れ

か
ら
の
女
の
人
の
仕
事
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
せ
め
て
昔
話
の

中
か
ら
彼
等
と
同
じ
立
場
に
入
っ
て
物
を
考
え
る
様
な
習
慣
を
つ
け
る

よ
う
に
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思
う
の
で
す（

１
）。

　

柳
田
國
男
は
、
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
十
月
一
六
日
に
女
性
民
俗

研
究
会
で
「
昔
話
の
研
究
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
話
を
し
て
い
る
。
こ
の

話
題
は
、
丸
山
久
子
の
佐
渡
国
仲
の
調
査
と
、
田
畑
英
勝
の
奄
美
大
島
の

調
査
を
受
け
、
戦
争
で
断
絶
し
て
い
た
昔
話
調
査
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
を

評
価
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
講
話
の
中
で
、
柳
田
は
先
の
提
言
を
し
た
あ
と
、
笠
地
蔵
の
昔
話

の
例
を
上
げ
、
昔
話
の
「
お
婆
さ
ん
」
の
こ
と
ば
が
「
平
民
の
心
を
よ
く

表
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
話
し
手
が
子
供
に

話
を
し
て
や
る
時
に
、
自
然
そ
の
お
婆
さ
ん
の
気
持
ち
に
な
っ
て
も
の
を

言
う
か
ら
な
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
柳
田
は
、
自
分
が
聞
き

覚
え
た
話
に
自
分
の
心
情
を
「
託
し
て
語
る
」
と
い
う
常
民
の
自
己
表
現

の
問
題
と
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
「
な
り
き
っ
て
語
る
」
と
い
う
昔
話

の
語
り
方
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。

　

柳
田
は
昔
話
の
語
り
手
の
性
別
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

昔
話
の
登
場
人
物
を
「
お
婆
さ
ん
」
と
し
て
い
る
の
は
、
暗
黙
の
う
ち
に

語
り
手
に
女
性
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昔
話
の
登
場
人
物
の

女
性
、
そ
の
女
性
に
な
り
か
わ
っ
て
語
る
女
性
、
そ
の
昔
話
を
聞
く
女
性

採
集
者
、
と
い
っ
た
「
声
に
よ
る
女
性
の
つ
ら
な
り
」
と
い
っ
た
も
の
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

柳
田
は
女
性
の
歴
史
の
中
で
も
「
文
芸
の
管
理
」
を
重
要
な
も
の
と
み

な
し
て
い
た（

２
）。

柳
田
の
学
問
の
特
徴
は
「
当
事
者
の
問
題
を
当
事
者
が
考

え
る
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。「
常
民
」
に
よ
る
「
常
民
の
歴
史
の
研
究
」

を
「
常
民
」
の
現
在
と
未
来
に
活
か
す
こ
と
を
主
張
す
る
柳
田
が
、「
女
性
」

聴
く
力

― 

丸
山
久
子
の
昔
話
調
査 

―

山 

田
　
厳 

子

〈声〉の採集者列伝
聞き手たちの時代

丸山 久子
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の
問
題
を
「
女
性
」
に
、
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た（

３
）。

昔
話
の

登
場
人
物
に
「
な
り
き
っ
て
語
る
」
女
性
と
「
同
じ
立
場
に
立
っ
て
」
物

を
考
え
る
女
性
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
共
通
す
る
も
の
と
し
て
柳
田
が
評
価

し
、
期
待
し
て
い
た
の
は
、
女
性
の
「
共
感
能
力
」
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

た
だ
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、

「
習
慣
を
つ
け
る
」
と
い
う
表
現
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
に
生
来

備
わ
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
意
識
的
な
訓
練
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
点
で
あ
る
。
柳
田
が
女
性
に「
共

感
能
力
」
を
期
待
し
た
の
は
、
そ
れ
が
女
性
の
方
に
よ
り
多
く
求
め
ら
れ

る
能
力
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
生
育
の
過
程
で
女
性
は
周
り
か
ら
「
共

感
」
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
、
男
性
よ
り
も
豊
か
に
そ
の
力
を
養
っ
て
く

る
も
の
だ
と
柳
田
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

丸
山
は
戦
後
、
昔
話
の
研
究
を
「
こ
れ
か
ら
の
仕
事
」
と
し
た
。
丸
山

の
仕
事
は
「
昔
話
」
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
、
丸
山
の

仕
事
の
原
点
と
そ
れ
に
よ
っ
て
昔
話
研
究
の
歴
史
に
新
た
に
加
え
た
も
の

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

一
　
民
俗
学
へ
の
使
命
感

　
『
女
性
と
経
験
』
二
七
号
「
特
集　

丸
山
久
子
の
生
き
た
道
」〔
女
性
民

俗
研
究
会　

二
〇
〇
二
〕
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
丸
山
の
生
涯
を
た
ど

る
こ
と
が
で
き
る
。
丸
山
は
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
に
長
野
県
東
筑

摩
郡
笹
賀
村
神
戸
（
現
松
本
市
笹
賀
）
に
、
丸
山
家
の
長
女
と
し
て
生
ま

れ
て
い
る
。
丸
山
が
柳
田
を
直
接
に
知
る
の
は
、
一
九
三
八
年
（
昭
和

一
三
）
八
月
に
國
學
院
大
学
で
行
わ
れ
た
柳
田
の
講
演
「
国
語
の
将
来
」

を
聴
い
た
の
が
最
初
で
あ
る（

４
）。

　

丸
山
は
、
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
頃
か
ら
柳
田
邸
で
行
わ
れ
て
い

た
木
曜
会
に
参
加
し
、
ま
た
一
九
三
八
年
頃
か
ら
瀬
川
清
子
と
伊
藤
（
山

口
）
最
子
の
開
い
て
い
た
読
書
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る（

５
）。

木
曜
会
は

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
に
戦
局
の
悪
化
の
た
め
に
中
断
、
終
戦
ま
で

は
木
曜
会
の
日
は
柳
田
と
の
面
会
日
、
会
員
相
互
が
連
絡
を
取
り
合
う
日

と
な
っ
て
い
た
。

　

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
八
月
一
二
日
、
柳
田
は
、
自
宅
の
会
が
終

わ
っ
て
残
っ
て
い
た
四
名
に
敗
戦
の
事
実
を
告
げ
る
。
当
日
の
会
の
参
加

者
は
八
名
で
、
残
っ
て
い
た
四
名
と
は
、
和
歌
森
太
郎
、
堀
一
郎
、
池
田

弘
子
、
丸
山
久
子
で
あ
っ
た
。
丸
山
は
筑
摩
書
房
の
『
定
本
柳
田
国
男
集
』

第
二
七
巻
の
「
し
お
り
」
に
当
時
の
自
身
の
日
記
を
引
用
し
て
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
〔
丸
山　

一
九
七
〇
〕。

　

席
上
、
先
生
は
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
ス
を
お
話
し
に
な
っ
た
。
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
受
諾
決
定
の
こ
と
、
た
だ
し
国
体
と
天
皇
主
権
だ
け
は
認
め
る

と
い
う
条
件
付
き
。
…
略
…
こ
の
重
大
な
発
表
は
今
夜
、
あ
る
い
は
明

日
中
に
大
詔
を
も
っ
て
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
、
な
ど
を
柳
田
先
生
は
悲
痛
な
面
持
で
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
は
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
部
屋
限
り
の
話
だ
、
と
つ
け
加
え

ら
れ
、
さ
ら
に
は
私
達
（
池
田
弘
子
と
丸
山
久
子
…
引
用
者
注
）
二
人
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の
方
に
向
っ
て
、
こ
れ
か
ら
大
い
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
事

実
を
述
べ
る
こ
と
は
ど
ん
な
場
合
に
で
も
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
筈
だ
か
ら
、
民
俗
学
を
や
る
者
の
真
剣
に
働
く
時
だ
、
と
さ
と
さ
れ

た
。

　

丸
山
久
子
と
神
奈
川
県
藤
沢
市
の
口
承
文
芸
調
査
を
と
も
に
し
、
生
前

交
流
の
深
か
っ
た
中
島
恵
子
は
丸
山
を
「
踏
み
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
何

か
を
、
う
ち
に
秘
め
て
い
た
」
と
回
想
し
て
い
る
〔
中
島　

二
〇
〇
二
〕。

そ
の
「
何
か
」
を
「
人
間
と
し
て
生
き
る
う
え
で
の
信
仰
、
そ
し
て
、
柳

田
国
男
と
の
出
あ
い
に
よ
り
得
た
民
俗
学
研
究
者
と
し
て
の
自
覚
と
熱

意
、
女
性
の
先
駆
者
と
し
て
の
使
命
感
、
そ
れ
を
地
域
の
中
に
役
立
て
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
お
も
い
」
と
推
測
し
て
い
る
。

　

中
島
に
よ
れ
ば
、
丸
山
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
と
な
っ
た
の
は

一
九
四
四
年
、
戦
争
末
期
の
頃
で
あ
る
と
い
う
。
丸
山
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、一
九
八
六
年
に
丸
山
が
逝
去
し
、そ
の
「
お

別
れ
の
会
」
で
初
め
て
知
ら
さ
れ
た
と
い
う（

６
）。

戦
後
の
丸
山
の
活
動
を
支

え
た
信
念
や
使
命
感
と
い
っ
た
も
の
は
、
こ
の
時
期
に
培
わ
れ
た
も
の
が

大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
期
、
丸
山
が
足
繁
く
柳
田
邸
を
訪

問
し
、柳
田
の
著
作
の
清
書
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、柳
田
の
「
炭
焼
日
記
」

か
ら
読
み
と
れ
る（

７
）。

ま
た
、
男
性
の
研
究
者
た
ち
が
戦
場
へ
と
招
集
さ
れ

る
中
、
丸
山
を
始
め
と
す
る
女
性
の
民
俗
学
徒
た
ち
が
、
こ
の
時
期
の
柳

田
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
読
み
と
れ
よ
う
。

　

二
　「
声
」
の
採
集

　　

丸
山
は
、「
昔
話
の
か
ぎ
り
な
い
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
」
た
の
は
戦
時

中
に
柳
田
の
『
日
本
昔
話
名
彙
』
の
編
集
の
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
〔
丸
山　

一
九
五
三
〕。「
長
か
っ
た
戦
争

が
終
わ
っ
た
と
き
、
も
う
昔
話
な
ど
を
本
格
的
に
語
る
人
は
居
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
人
は
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
し
て
昔
話
を
こ
の
耳

で
き
い
て
み
た
い
と
い
う
執
心
」
か
ら
陸
奥
二
戸
の
佐
藤
良
裕
氏
に
昔
話

の
語
り
手
を
尋
ね
る
便
り
を
出
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。

　

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
に
丸
山
は
、「
憧
れ
に
も
似
た
気
持
ち
」

を
抱
い
て
佐
渡
に
向
か
っ
た
。
こ
の
時
の
様
子
は
、『
佐
渡
国
仲
の
昔

話
』
の
中
の
「
岩
井
サ
キ
媼
と
の
め
ぐ
り
あ
い
」
に
詳
し
い
〔
丸
山　

一
九
五
一
〕。
八
月
一
六
日
か
ら
一
週
間
余
の
こ
の
最
初
の
訪
問
で
は
、

柳
田
の
紹
介
の
あ
っ
た
本
間
雅
彦
氏
に
世
話
に
な
り
、
儀
礼
や
行
事
の
調

査
を
し
て
帰
京
し
た
。
十
月
二
二
日
に
再
び
佐
渡
に
渡
り
、
本
間
氏
の
夫

人
か
ら
紹
介
さ
れ
た
岩
井
キ
サ
媼
か
ら
十
月
二
八
日
、
二
九
日
の
二
日
間

で
昔
話
を
聞
い
た
。
こ
の
調
査
は
、
日
本
で
初
め
て
録
音
機
と
い
う
道
具

を
用
い
た
昔
話
調
査
で
も
あ
っ
た
。
初
期
の
頃
の
こ
の
重
い
道
具
は
、
本

間
氏
が
上
京
し
た
折
り
に
柳
田
が
本
間
氏
に
託
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昔
話
の
音
声
の
保
存
、
再
生
を
可
能
に
し
た
こ
の
道
具
は
、
速
記
な
ど

の
技
術
を
持
た
な
い
者
に
、
昔
話
の
あ
ら
す
じ
や
話
型
と
は
別
の
側
面
か

ら
昔
話
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
丸
山
は
ま
ず
、
話
し
手
の

知
っ
て
い
る
五
二
の
昔
話
を
一
通
り
聞
い
て
か
ら
、
要
点
を
記
録
し
、
そ
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の
中
か
ら
三
〇
話
を
選
ん
で
再
び
語
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
録
音
し
た
。

本
間
夫
妻
は
、
機
械
の
操
作
、
方
言
の
通
訳
、
話
へ
の
相
づ
ち
な
ど
全
面

的
に
調
査
に
協
力
し
た
。
佐
渡
の
昔
話
の
特
徴
で
あ
る
「
サ
ー
ソ
」
と
い

う
相
づ
ち
は
昔
話
の
語
り
と
と
も
に
『
佐
渡
国
仲
の
昔
話
』
付
録
の
ソ
ノ

シ
ー
ト
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
サ
キ
媼
は
、「
い
い
年
を
し
た
者
が
、『
そ

の
次
は
？　

そ
う
し
て
？
』
と
催
促
す
る
の
が
お
か
し
く
て
」
た
ま
ら
な

か
っ
た
と
い
う
。
新
し
い
道
具
を
間
に
置
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
話

し
手
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
昔
話
を
語
る
と
い
う
幸
運
な
調
査
の
風
景
を
、

丸
山
は
の
び
や
か
な
筆
致
で
伝
え
て
い
る
。

　

丸
山
の
こ
の
仕
事
は
録
音
機
と
い
う
道
具
の
出
現
に
よ
っ
て
、
異
郷
者

の
昔
話
調
査
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
よ
う
。
慎
重
な
丸
山
は

ま
ず
、
話
し
手
の
知
る
昔
話
を
一
通
り
知
っ
て
か
ら
録
音
に
入
っ
た
が
、

こ
の
道
具
は
「
意
味
」
を
保
留
に
し
た
ま
ま
昔
話
を
聴
く
こ
と
を
可
能
に

し
た
。
異
郷
人
が
、
ま
ず
「
音
」
の
総
体
と
し
て
「
昔
話
」
と
出
会
い
、

の
ち
に
郷
土
人
の
協
力
を
得
て
「
意
味
」
と
出
会
う
、
と
い
う
こ
と
を
可

能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

丸
山
は
、
音
声
の
文
字
化
に
あ
た
っ
て
、
方
言
の
ま
ま
テ
ー
プ
を
書
き

起
こ
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
で
き
な
い
方
言
の
単
語
に
は
注
を
つ
け
、

後
に
標
準
語
の
意
味
を
つ
け
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
た
。
こ
の
ス
タ

イ
ル
は
、
意
味
不
明
の
こ
と
ば
が
混
じ
る
昔
話
を
、
話
例
の
あ
と
の
注
を

頼
り
に
読
み
解
い
て
い
く
と
い
う
読
み
方
を
読
者
に
強
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
注
を
見
な
い
で
読
み
す
す
め
て
も
、
だ
い
た
い
の
意
味
は
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
意
味
が
と
れ
な
い
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
読
み

す
す
め
る
と
い
う
読
み
方
も
可
能
で
あ
る
。

　

方
言
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
音
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
や
ー
し
や
み
ん
す
け
髪
の
毛
を
こ
う
さ
げ
て
」「
み

ん
な
し
て
大
勢
こ
ず
い
す
り
ゃ
あ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
や
ー
し
み

ん
す
け
」「
こ
ず
い
す
り
ゃ
あ
」
に
注
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
後
を

見
る
と
「（
意
味
不
詳
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
や
や
不
自
由
な
読
み
方
は
、
子
ど
も
が
こ
と
ば
を
覚
え
て
い
く
段

階
の
問
題
な
ど
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
興
味
深
い
。
子
ど
も
は
意
味
が
す
べ

て
分
か
っ
て
昔
話
を
聴
く
の
で
は
な
い
。
ま
ず
リ
ズ
ム
と
し
て
昔
話
を
聴

き
、「
意
味
不
明
」
の
箇
所
も
、
さ
し
て
気
に
と
め
な
か
っ
た
り
、
想
像

で
補
っ
た
り
し
て
聴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

丸
山
は
音
の
表
記
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
伸
ば
す
音
に
つ
い
て
は

「
ー
」
の
記
号
と
平
仮
名
の
「
あ
」
と
「
ぁ
」、「
え
」
と
「
ぇ
」
の
表
記

を
使
い
分
け
て
い
る
。
例
え
ば
「
ら
ち
ゃ
か
ん
さ
け
ぇ4

」
と
「
ふ
る
め
え4

あ
る
ん
だ
さ
け
え4

」、「
ふ
う
ろ
か
ぁ4

い
ら
ん
か
」
と
「
ち
ゃ
ー4

ん
と
」（
傍

点
筆
者
）
な
ど
、
表
記
を
変
え
る
こ
と
で
伸
ば
す
長
さ
の
微
妙
な
加
減
を

読
者
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
。

　

擬
声
語
、
擬
態
語
も
平
仮
名
と
カ
タ
カ
ナ
を
使
い
分
け
、
や
わ
ら
か
い

音
と
か
た
い
音
の
区
別
を
し
て
い
る
。
単
語
を
な
る
べ
く
正
確
に
、
語
っ

た
通
り
何
度
で
も
表
記
す
る
方
法
は
、
読
者
を
音
の
面
白
さ
に
引
き
込
む
。

「
や
さ
や
さ
と
死
人
を
吊
っ
た
」「
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
ぐ
、
に
ゃ
ぐ
に
ゃ

ぐ
に
ゃ
ぐ
と
川
の
ぐ
る
り
中
ね
こ
だ
ち
が
来
て
」「
ぎ
ゃ
あ
し
ん
ぎ
ゃ
し

ん
」（
大
き
な
蛙
の
鳴
き
声
）「
ぎ
ゃ
し
ぎ
ゃ
し
」（
小
さ
な
蛙
の
鳴
き
声
）
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な
ど
、
形
容
さ
れ
る
も
の
と
形
容
す
る
音
の
不
思
議
な
結
び
つ
き
に
、
読

者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
る
。

　

丸
山
は
、「
凡
例
」
で
佐
渡
方
言
の
Ｄ
と
Ｒ
の
音
の
混
同
と
Ｏ
と
Ｕ
の

混
同
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
前
者
は
ダ
ヂ
ヅ
デ
ド
の
音
が
ラ
リ
ル
レ
ロ

に
変
わ
る
こ
と
を
ひ
き
お
こ
す
。
例
え
ば
「
何
で
も
も
っ
て
く
も
ん
ね
え

も
ん
だ
さ
け
え
」
は
「
何
れ
も
も
っ
て
く
も
ん
ね
え
も
ん
ら
さ
け
え
」
と

な
る
。
丸
山
は
こ
う
い
う
時
に
漢
字
を
適
当
に
散
ら
し
て
「
何
れ
も
持
っ

て
〔
行
〕
く
物
無
え
も
ん
ら
さ
け
え
」
な
ど
と
し
て
意
味
を
知
ら
せ
る
の

で
は
な
く
、
平
仮
名
で
表
記
し
て
読
者
に
摩
訶
不
思
議
な
聴
覚
の
体
験
を

さ
せ
よ
う
と
す
る
。

　

文
字
に
記
載
さ
れ
た
音
は
、
読
者
が
何
度
も
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
か
ら
、編
者
が
注
意
し
な
く
て
も
例
え
ば
「
に
ょ
う
に
ょ
う
さ
ん
（
和

尚
さ
ん
）」「
き
も
ん
が
ね
え
さ
け
え
に
ゃ
あ
（
着
物
が
な
い
の
で
）」「
や

ん
び
ゅ
う
（
て
い
ね
い
に
）」「
し
ょ
の
ん
で
（
ね
た
ん
で
）」「
ら
ち
ゃ
か

ん
（
ら
ち
が
あ
か
な
い
）」
な
ど
の
字
面
を
追
っ
て
開
拗
音
の
多
さ
を
読

者
が
勝
手
に
悟
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
。

　
『
佐
渡
国
仲
の
昔
話
』
の
収
め
ら
れ
た
三
弥
井
書
店
の
「
昔
話
研
究
資

料
叢
書
」
シ
リ
ー
ズ
は
巻
末
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
昔
話
を
載
せ
、
方
言
の

解
説
を
付
す
。
本
書
に
も
都
竹
通
年
の
「
新
潟
県
佐
渡
畑
野
方
言
資
料
」

が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
記
を
読
む
と
カ
タ
カ
ナ
は
、
音
を
体
験
さ
せ

る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
意
味
と
純
粋
な
音
の
混
じ
り
あ
う
聴
覚

体
験
（
意
味
の
認
知
度
に
濃
淡
が
あ
る
聴
覚
体
験
、
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
）
に
は
、
平
仮
名
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
、
記
号
を
駆
使
し
た
、
本
文
の

表
記
が
最
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

丸
山
は
、
自
身
の
開
拓
し
た
こ
の
音
と
意
味
、
声
と
文
字
の
沃
野
に
は

そ
れ
ほ
ど
の
執
着
を
示
さ
ず
に
終
わ
る
。
そ
の
後
の
昔
話
研
究
の
趨
勢
の

中
心
と
な
る
、語
り
手
の
「
個
人
史
」
へ
と
関
心
を
向
け
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
丸
山
の
そ
の
後
の
興
味
は
こ
の
時
、
昔
話
の
資
料
に
付
し
た
「
昔
話

の
背
景
」
の
方
に
向
か
う
。
丸
山
は
佐
渡
国
仲
の
昔
話
に
こ
の
地
域
の
生

活
史
の
聞
き
取
り
の
成
果
を
付
し
て
い
る
。
昔
話
を
昔
話
だ
け
で
完
結
さ

せ
る
話
型
研
究
と
は
違
い
、
生
活
の
総
体
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
中
か

ら
昔
話
を
聴
き
、
伝
え
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
、
新
た
な
「
問
い
」
の
萌

芽
で
あ
っ
た
。

三
　
耳
の
教
育

　

丸
山
は
一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
）、
敗
戦
の
翌
年
に
神
奈
川
県
藤
沢

市
の
鵠
沼
海
岸
に
転
居
す
る
。
こ
の
居
住
地
で
も
あ
り
、調
査
地
で
も
あ
っ

た
藤
沢
市
で
の
経
験
が
、
先
の
「
問
い
」
を
深
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

藤
沢
市
で
は
文
化
財
保
護
委
員
と
し
て
『
藤
沢
市
史
民
俗
編
』
の
編
集
に

携
わ
る
な
ど
、
民
俗
全
般
の
調
査
を
手
が
け
、
こ
の
地
の
生
活
史
へ
の
理

解
を
深
め
て
い
っ
た
。

　

気
候
に
恵
ま
れ
、
冬
で
も
仕
事
の
で
き
る
地
帯
で
あ
る
藤
沢
市
は
、
老

人
も
忙
し
く
立
ち
働
き
、
ゆ
っ
く
り
昔
話
を
聴
い
た
り
聴
か
せ
た
り
と

い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
都
市
化
も
著
し
く
進
展
し
、
昔
話
の

調
査
に
は
厳
し
い
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
丸
山
は
一
九
七
二
年
か
ら
、
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中
島
恵
子
と
と
も
に
こ
の
地
の
昔
話
調
査
を
始
め
る
。「
近
代
都
市
化
地

域
の
昔
話
調
査
の
経
験
」
は
そ
の
試
行
錯
誤
の
記
録
で
あ
る
〔
丸
山　

一
九
七
六
a
〕。
質
問
の
仕
方
を
変
え
、
自
身
に
は
抵
抗
の
あ
る
、
当
時

既
に
流
通
し
て
い
た
「
民
話
」
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
て
聴
き
手
の
理
解

を
得
よ
う
と
す
る
な
ど
、
対
象
に
あ
わ
せ
た
調
査
の
工
夫
が
続
く
。
中
島

恵
子
は
「
相
手
の
人
の
話
を
、
話
し
た
い
こ
と
を
、
ま
ず
、
で
き
る
だ
け

聴
く
。
急
が
ず
に
、
じ
っ
と
待
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
昔
話
の
か
け
ら
で
も

す
く
い
上
げ
よ
う
と
い
う
の
が
、
基
本
的
な
採
集
の
方
針
で
あ
っ
た
」〔
中

島　

二
〇
〇
二
〕
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
積
み
重
ね
る
中

で
、
丸
山
ら
は
「
共
感
」
に
根
ざ
し
た
「
聴
く
力
」
を
養
っ
て
い
た
と
い

え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
丸
山
は
調
査
経
験
に
基
づ
い
て
「
問
い
」
を
立

て
直
す
。
伝
承
の
薄
い
地
域
に
残
っ
て
い
る
昔
話
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な

場
面
で
残
っ
て
い
る
の
か
、
と
。
そ
こ
で
、
生
業
や
行
事
な
ど
の
生
活
経

験
と
結
び
つ
き
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
ち
続
け
る
昔
話
の
あ
り
方
に
気
づ
い

て
い
く
。
虚
構
の
物
語
を
日
常
の
生
活
が
支
え
て
い
る
、
と
い
う
あ
り
方

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、丸
山
が
柳
田
か
ら
『
分

類
児
童
語
彙
』
の
下
巻
の
刊
行
を
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る（

８
）。

丸
山
は

『
分
類
児
童
語
彙
』
の
原
稿
の
整
理
と
清
書
、
加
筆
を
通
し
て
、
柳
田
の

発
想
を
自
己
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
、
こ
と

ば
を
投
げ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
自
分
の
耳
を
養
い
、

言
葉
を
覚
え
、
活
動
圏
を
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
さ
ま
を
感
じ
取
ら
せ
る

よ
う
に
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
語
彙
を
配
置
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
丸
山
に
は
ま
ず
、「
子
ど
も
の
言
語
生
活
の
総
体
」
と
い
う
発

想
が
身
に
つ
い
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
完
成

さ
れ
た
「
昔
話
」
が
聴
け
な
い
、
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
も
、
大
人
が
子

ど
も
に
投
げ
掛
け
た
こ
と
ば
に
耳
を
す
ま
せ
、
そ
の
場
面
を
注
意
深
く
聴

き
取
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
丸
山
は
藤
沢
に
残
っ
て
い
る
「
猫
の
お
ど
り
」
と
い
う
短
い

昔
話
に
注
意
を
向
け
る
。
稲
刈
り
が
終
わ
っ
て
籾
す
り
を
す
る
日
に
は
、

作
業
が
深
夜
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
の
日
に
は
夜
食
と
し
て
お
粥

や
お
じ
や
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
。「
お
じ
や
が
熱
く
て
や
け
ど
し
て
今

夜
は
笛
が
吹
け
ね
え
」と
話
す
猫
が
登
場
す
る「
猫
の
お
ど
り
」の
昔
話
は
、

こ
の
作
業
の
記
憶
と
関
わ
り
を
持
つ
と
丸
山
は
推
察
す
る
。
両
親
が
い
な

く
て
な
か
な
か
寝
付
け
な
い
子
ど
も
に
祖
父
母
が
熱
い
お
じ
や
を
食
べ
さ

せ
な
が
ら
語
る
話
と
し
て
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
子
ど

も
が
食
物
が
熱
い
と
い
う
と
「
踊
場
の
猫
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
」
と
親
た
ち

が
答
え
た
、
と
い
う
記
録
な
ど
は
、
虚
構
の
物
語
が
日
常
の
中
で
自
在
に

引
用
さ
れ
、
生
活
を
彩
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。「
お

か
し
い
」
も
の
言
い
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
笑
わ
せ
、
納
得
さ
せ
て
、
そ
の

結
果
が
「
し
つ
け
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
結
構
の
整
っ
た
昔
話
に
拘
泥
し
な
い
柔
軟
な
姿
勢
は
、
昔
話
研
究

に
新
た
な
資
料
を
加
え
て
い
っ
た
。
同
時
代
に
横
行
し
て
い
た
「
話
が
痩

せ
て
い
る
」
と
か
「
昔
話
が
崩
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
、あ
り
得
べ
き
「
昔

話
」
か
ら
発
想
す
る
表
現
と
は
別
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

一
九
七
八
年
の
昔
話
研
究
懇
話
会
で
行
わ
れ
た
「
昔
話
と
教
育
」
と
い
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う
題
の
座
談
会
で
は
、
丸
山
は
藤
沢
で
「
糠
埋
米
埋
」
の
昔
話
を
子
供
の

時
に
聴
い
た
と
い
う
老
人
の
話
を
紹
介
す
る
〔
庵
逧
・
丸
山
・
大
島
・
福

田　

一
九
七
九
〕。
継
母
が
実
子
を
米
の
中
に
、
継
子
を
糠
の
中
に
入
れ

た
と
こ
ろ
、
米
は
冷
た
い
の
で
実
子
は
死
に
、
糠
は
暖
か
い
の
で
、
継
子

は
助
か
っ
た
と
い
う
継
子
話
で
あ
る
。

　

マ
ン
ゴ
ク
と
い
う
傾
斜
し
た
長
い
篩
の
上
端
か
ら
、
籾
を
流
し
て
糠
を

ふ
る
い
落
と
す
作
業
が
あ
る
。
丸
山
は
、
そ
の
作
業
の
時
に
は
、
家
内

中
で
土
間
に
集
ま
っ
て
始
末
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
触
れ
、

「
子
供
は
い
き
お
い
、
お
爺
さ
ん
お
婆
さ
ん
の
膝
の
あ
た
り
に
預
け
ら
れ

る
わ
け
で
す
」
と
い
う
。
そ
の
老
人
は
、
か
つ
て
そ
の
作
業
の
時
に
炉
端

で
「
糠
埋
米
埋
」
の
話
を
聞
き
、
そ
の
後
、
土
間
に
降
り
て
米
と
糠
の
両

方
に
手
を
突
っ
込
ん
だ
と
い
う
。
丸
山
は
こ
の
よ
う
な
経
験
が
、
昔
話
の

登
場
人
物
に
対
し
て
「
さ
ぞ
冷
た
か
っ
た
ろ
う
」
と
思
い
を
馳
せ
る
よ
う

な
契
機
に
な
り
、「
そ
れ
が
一
つ
の
、
も
の
を
言
わ
な
い
教
育
に
な
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
し
ら
ん
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
る
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
生
活
の
中
で
、
暮
ら
し
に
根
付
い
た
「
物
語
」

を
聞
き
、「
物
語
」
と
「
経
験
」
が
結
び
つ
く
こ
と
で
深
い
理
解
に
至
る
、

そ
れ
と
と
も
に
「
他
者
」
の
「
経
験
」
に
「
共
感
」
す
る
能
力
を
養
う
と

い
う
、
理
想
的
な
「
国
語
教
育
」
で
あ
る
。
生
活
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
学
校
の
国
語
教
育
に
対
し
て
、
生
活
の
中
で
学
ぶ

「
国
語
教
育
」
を
柳
田
は
「
昔
の
国
語
教
育
」
と
呼
び
、
国
語
教
育
の
将

来
に
活
か
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
柳
田
の
「
国
語
の
将
来
」
に

導
か
れ
て
民
俗
学
に
入
っ
て
き
た
の
丸
山
の
、「
国
語
」
に
対
す
る
深
い

洞
察
に
根
ざ
し
た
発
言
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

丸
山
久
子
は
、
柳
田
國
男
が
最
も
信
頼
し
て
い
た
女
性
〔
鎌
田　

二
〇
〇
二
〕
と
し
て
知
ら
れ
、
柳
田
へ
の
献
身
や
、
戦
後
の
昔
話
研
究
再

開
の
契
機
と
な
っ
た
佐
渡
の
調
査
の
み
が
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ

た
。
今
、
丸
山
の
残
し
た
仕
事
を
読
み
直
し
、「
柳
田
の
強
い
影
響
下
に

い
た
丸
山
さ
ん
」〔
野
村　

二
〇
〇
二
〕
と
い
っ
た
評
価
に
は
肯
ん
ぜ
な

い
思
い
が
残
る
。
敗
戦
の
経
験
に
こ
だ
わ
り
、
柳
田
が
昔
話
研
究
に
託
し

た
問
題
意
識
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
、
丸
山
の
研
究
の

原
点
が
あ
り
、そ
れ
は
い
た
ず
ら
な「
盲
信
」と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

丸
山
の
『
こ
ど
も
と
こ
と
ば
』
を
出
版
し
た
堺
屋
図
書
の
芝
正
夫
は
丸

山
の
文
章
を
「
巧
ん
だ
と
こ
ろ
の
感
じ
ら
れ
な
い
、
ど
う
に
か
す
る
と
無

雑
作
と
さ
え
み
え
る
平
易
な
淡
々
と
し
た
文
章
」
と
評
し
て
い
る
〔
芝　

一
九
八
四
〕。
丸
山
の
残
し
た
文
章
に
は
、
記
述
す
る
対
象
よ
り
も
作
者

の
自
意
識
が
前
に
出
て
し
ま
う
こ
と
を
恥
じ
る
意
識
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
意
識
の
持
ち
主
の
み
が
な
し
得
る
仕
事
が
あ
る
こ
と
を
、
丸
山
の
仕
事

は
教
え
て
く
れ
る
。

　

共
感
を
持
っ
て
「
声
」
を
丁
寧
に
聴
き
、「
耳
で
読
む
」
表
記
を
め
ざ

し
、
生
活
に
根
ざ
し
た
国
語
の
問
題
と
し
て
昔
話
を
捉
え
た
こ
れ
ら
の
仕

事
は
、「
聴
く
力
」
の
豊
か
さ
を
、
自
身
で
身
を
持
っ
て
示
し
た
も
の
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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注（
1
）	

柳
田
國
男
「
昔
話
の
研
究
に
つ
い
て
」『
女
性
と
経
験
』
二
巻
三
号

　

一
九
五
七

　
　
　

一
九
五
五
年
十
月
一
六
日
の
女
性
民
俗
研
究
会
で
の
講
話
を
も

と
に
石
原
綏
代
が
要
約
し
た
も
の

（
2
）	

柳
田
國
男
『
女
性
と
民
間
伝
承
』〔
一
九
三
七
〕
ほ
か
。

（
3
）	

柳
田
に
と
っ
て
子
ど
も
も
ま
た
、「
考
え
る
主
体
」
で
あ
っ
た
〔
杉

本　

一
九
八
八
〕。
子
ど
も
向
け
の
読
み
物
は
、
子
ど
も
を
「
考
え

る
主
体
」
と
し
て
扱
っ
た
〔
重
信　

一
九
九
七
〕。

　
　
　

女
性
の
「
聴
く
力
」
を
信
頼
し
た
柳
田
が
戦
後
、「
聴
く
力
」
を

養
う
国
語
教
育
に
力
を
注
い
だ
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
4
）	

国
語
の
教
員
に
な
ろ
う
と
し
て
勉
強
し
て
い
た
丸
山
は
柳
田
の
講

演
を
聞
き
、「
自
分
が
今
勉
強
し
て
い
る
こ
と
は
国
文
学
で
、
国
語

で
は
な
い
こ
と
に
は
じ
め
て
気
が
つ
い
て
大
変
に
び
っ
く
り
し
た
」

と
記
し
て
い
る
〔
丸
山　

一
九
七
六
ｂ
〕。
鎌
田
久
子
は
柳
田
か

ら
、
丸
山
が
柳
田
の
弟
松
岡
静
雄
の
家
塾
の
受
講
生
で
あ
っ
た
こ

と
を
聞
い
て
い
る
。
静
雄
の
妻
や
娘
と
も
交
流
が
あ
り
、
柳
田
と

丸
山
に
は
民
俗
学
以
外
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
い
う
〔
鎌
田　

二
〇
〇
二
〕。

（
5
）	

女
性
民
俗
研
究
会
は
瀬
川
・
伊
藤
の
読
書
会
か
ら
始
ま
っ
た
と
す

る
説
と
、昭
和
一
二
年
の
「
第
三
回
日
本
婦
人
座
談
会
」
を
契
機
に
、

柳
田
國
男
の
指
導
の
下
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
四
四
年
の

『
女
の
本
』
発
刊
の
折
、
女
性
民
俗
研
究
会
と
名
付
け
ら
れ
た
と
す

る
説
が
あ
る
〔
刀
根　

二
〇
〇
五
〕。
丸
山
は
初
期
の
頃
か
ら
の
会

員
で
女
性
民
俗
研
究
会
の
中
心
的
な
立
場
に
あ
っ
た
。

（
6
）	

同
様
の
回
想
を
大
島
建
彦
氏
か
ら
も
う
か
が
っ
た
。
親
し
く
つ
き

あ
っ
た
人
々
に
も
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

（
7
）	

鎌
田
久
子
は
、
戦
中
、
戦
後
の
困
難
な
時
期
に
丸
山
が
献
身
的
な

姿
勢
で
柳
田
の
仕
事
を
担
っ
た
こ
と
を
柳
田
の
『
炭
焼
日
記
』
な

ど
の
資
料
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
柳
田
の
『
日
本
昔

話
名
彙
』
や
瀬
川
清
子
の
『
祭
の
は
な
し
』
に
丸
山
が
果
た
し
た

役
割
を
記
し
、
抑
制
の
利
い
た
筆
致
で
、
そ
れ
ら
の
書
物
に
丸
山

の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
〔
鎌
田　

二
〇
〇
二
〕。

　
　
　
『
日
本
昔
話
名
彙
』
の
原
稿
の
整
理
に
は
池
田
弘
子
と
丸
山
久
子

が
あ
た
っ
た
。

（
8
）	『
分
類
児
童
語
彙
』
は
柳
田
が
上
巻
を
一
九
四
九
年
に
刊
行
し
、
下

巻
を
柳
田
の
原
稿
を
整
理
し
て
い
た
丸
山
に
託
し
て
い
た
。
し
か

し
丸
山
の
生
前
に
は
こ
の
本
は
刊
行
さ
れ
ず
、
大
藤
ゆ
き
が
丸
山

の
遺
稿
を
引
き
継
い
で
一
九
七
九
年
に
上
下
巻
合
わ
せ
て
一
冊
と

し
て
国
書
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

参
考
文
献

庵
逧
巌
・
丸
山
久
子
・
大
島
建
彦
・
福
田
晃
「（
座
談
会
）
昔
話
と
教
育
」

昔
話
研
究
懇
話
会
『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
八
号　

一
九
七
九　

三
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〈声〉の採集者列伝・丸山久子

弥
井
書
店　

大
藤
ゆ
き
「
柳
田
国
男
と
女
の
会
（
女
性
民
俗
研
究
会
）（
一
）
―
日
本

民
俗
学
の
一
側
面
―
」『
日
本
民
俗
学
』
二
〇
八
号　

一
九
九
六

鎌
田
久
子
「
柳
田
国
男
先
生
と
丸
山
久
子
さ
ん
―
「
女
性
と
経
験
」
の
生

み
の
親
―
」〔
女
性
民
俗
研
究
会　

二
〇
〇
二
〕

重
信
幸
彦
「
御
伽
噺
、
童
話
、
民
話
」
久
保
田
淳
ほ
か
編
『
日
本
文
学

史　

第
一
七
巻　

口
承
文
学
２
・
ア
イ
ヌ
文
学
』
一
九
九
七　

岩
波
書

店　
芝
正
夫
「
丸
山
さ
ん
の
新
著
『
こ
ど
も
と
こ
と
ば
』
に
関
し
て
」『
さ
か

い
通
信
』
二
号
、
一
九
八
四　

堺
屋
図
書

女
性
民
俗
研
究
会
編
『
女
性
と
経
験
』
復
刊
一
号　

一
九
七
六

女
性
民
俗
研
究
会
編
『
女
性
と
経
験
』
二
七
号
「
特
集　

丸
山
久
子
の
生

き
た
道
」
二
〇
〇
二

女
性
民
俗
研
究
会
編
『
女
性
と
経
験
』
三
〇
号
「
特
集　

女
の
会
―
先
人

の
肖
像
」
二
〇
〇
五

杉
本
仁
「
新
し
い
教
育
」〔
柳
田
国
男
研
究
会　

一
九
八
八
〕

瀬
川
清
子
ほ
か
編
『
女
の
本
―
若
き
友
に
お
く
る
民
俗
学
』
一
九
四
六

　

朝
日
新
聞
社

柘
植
信
行
「
戦
時
下
の
学
問
と
生
活
」〔
柳
田
国
男
研
究
会　

一
九
八
八
〕

刀
根
卓
代
「
邂
逅
―
柳
田
国
男
と
女
の
会
、
そ
し
て
私
」〔
女
性
民
俗
研

究
会　

二
〇
〇
五
〕

中
島
恵
子
「
丸
山
久
子
さ
ん
と
歩
い
て
」〔
女
性
民
俗
研
究
会　

二
〇
〇
二
〕

中
島
恵
子
・
粂
智
子
・
北
村
澄
江
「
丸
山
久
子
の
生
き
た
道
―
一
つ
の
年

譜
の
試
み
―
」〔
女
性
民
俗
研
究
会　

二
〇
〇
二
〕

野
村
敬
子
「
丸
山
久
子
さ
ん
の
思
い
出
」〔
女
性
民
俗
研
究
会　

二
〇
〇
二
〕

野
村
敬
子
「
女
性
民
俗
研
究
会
」
野
村
純
一
ほ
か
編
『
柳
田
國
男
事
典
』

一
九
九
八　

勉
誠
社

丸
山
久
子
「
終
戦
の
こ
ろ
」『
定
本
柳
田
國
男
集　

月
報
二
七
』
一
九
七
〇

年
八
月　

筑
摩
書
房

丸
山
久
子
『
佐
渡
国
仲
の
昔
話
』
一
九
七
〇　

三
弥
井
書
店

丸
山
久
子
『
陸
奥
二
戸
の
昔
話
』
一
九
七
三　

三
弥
井
書
店

丸
山
久
子
「
近
代
都
市
化
地
域
の
昔
話
調
査
の
経
験
」
昔
話
研
究
懇
話
会

編
『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』　

五
号　

一
九
七
六
a　

三
弥
井
書
店

丸
山
久
子
「
女
の
会
と
私
」〔
女
性
民
俗
研
究
会　

一
九
七
六
ｂ
〕

丸
山
久
子
『
こ
ど
も
と
こ
と
ば
』
一
九
八
四　

堺
屋
書
店

丸
山
久
子
・
柳
田
國
男
『
分
類
児
童
語
彙
』
一
九
八
九　

国
書
刊
行
会

柳
田
國
男
『
国
語
史　

新
語
篇
』
一
九
三
六　

刀
根
書
房

柳
田
國
男
『
女
性
と
民
間
伝
承
』
一
九
三
七　

岡
書
房

柳
田
國
男
『
国
語
の
将
来
』
一
九
三
九　

創
元
社

柳
田
国
男
研
究
会
編
『
柳
田
国
男
伝
』
一
九
八
八　

三
一
書
房

〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
大
島
建
彦
・
中
島
恵
子
の
両
先
生
に

ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）


