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七
十
代
は
病
気
の
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
時
間
と
の
戦
い
の
よ
う
に
す

ご
く
頑
張
っ
て
仕
事
を
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
八
十
代
に
な
る
と
勢
い

は
落
ち
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
毎
日
八
時
間
以
上
机
に
向
か
い
仕
事
に
精

を
出
し
て
い
ま
し
た
。
時
々
気
分
転
換
と
本
を
探
し
に
紀
伊
国
屋
書
店
や

丸
善
に
行
く
こ
と
が
最
大
の
楽
し
み
で
あ
り
息
抜
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
あ
る
時
紀
伊
国
屋
の
帰
り
に
転
倒
骨
折
し
入
院
し
た
こ
と
が
寿
命

を
縮
め
た
の
で
は
な
い
か
と
悔
や
ま
れ
ま
す
。

父
は
学
問
的
に
ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
こ
と
が
多
く
残
っ
て
心
残
り
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
頑
固
で
妥
協
を
知
ら
な
い
人
で
か
つ

頑
張
り
屋
の
素
晴
ら
し
い
父
で
し
た
。

父
の
書
籍
お
よ
び
資
料
約
三
万
二
千
点
が
遠
野
市
図
書
館
に
「
関
敬
吾

文
庫
」
と
し
て
保
管
さ
れ
多
く
の
研
究
者
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
又
昔

話
の
分
類
に
使
用
し
た
数
万
枚
の
カ
ー
ド
は
國
學
院
大
学
で
整
理
中
で
す

が
、
研
究
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
十
五
日
が
生
誕
一
二
〇
年
、
令
和
二
年

一
月
二
十
六
日
が
没
後
三
十
年
で
す
。
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
父
の
思
い

出
を
書
か
せ
て
頂
い
た
こ
と
感
謝
し
ま
す
。

「
日
本
口
承
文
芸
学
会
」
が
更
に
発
展
す
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

 

（
せ
き
・
し
の
ぶ
／
関
敬
吾
・
二
男
）

【
第
七
五
回
研
究
例
会　

関
敬
吾
の
口
承
文
芸
観
】

母
と
息
子
と
の
「
民
話
」高 

木　

史 

人

一
、
思
い
出
の
セ
キ
セ
ン
セ
イ

初
め
て
関
敬
吾
と
い
う
人
を
見
た

0

0

の
は
、
一
九
七
七
年
十
月
、
大
学
一

年
生
の
秋
だ
っ
た
。
場
所
は
、
目
白
の
日
本
女
子
大
学
で
あ
り
、
若
々
し

い
小
澤
俊
夫
ゼ
ミ
の
小
さ
な
教
室
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
中
に
は
中
村

と
も
子
ら
も
学
生
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
喜
寿
を
迎
え
た
関
は
、
当
時

『
日
本
の
昔
話
―
比
較
研
究
序
説
』（
一
九
七
七　

日
本
放
送
出
版
協
会
）

を
上
梓
し
た
後
で
、
矍
鑠
と
し
て
い
た
。
國
學
院
大
学
説
話
研
究
会
（
以

下
、
研
究
会
）
の
一
員
と
し
て
飛
び
入
り
で
小
澤
ゼ
ミ
の
授
業
に
加
わ
っ

た
。
当
時
、
研
究
会
は
学
生
運
動
が
お
ち
つ
い
て
間
も
な
く
、
学
生
の
自

治
が
強
く
通
さ
れ
て
い
た
。
大
学
一
年
で
は
、
益
田
勝
実
『
説
話
文
学
と

絵
巻
』、
西
尾
光
一
『
中
世
説
話
文
学
論
』、
稲
田
浩
二
『
昔
話
は
生
き
て

い
る
』
の
三
冊
を
読
む
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
柳
田
國
男
、

折
口
信
夫
、
関
敬
吾
、
臼
田
甚
五
郎
、
野
村
純
一
ら
の
著
書
は
自
分
た
ち

で
勝
手
に
読
ん
で
お
け
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
行
く
こ
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て
得
意
の
「
非
常
識
」
の
語
を
用
い
て
、
や
や
憮
然
と
し
た
面
持
ち
で
話

し
て
い
た
）。

話
を
も
と
に
戻
す
と
、
小
澤
ゼ
ミ
で
の
関
の
話
も
比
較
研
究
が
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
不
勉
強
だ
っ
た
学
生
は
、
記
憶
が
曖
昧
だ
。
鮮
明

に
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
授
業
の
後
に
、
小
澤
ゼ
ミ
の
学
生
が
関
の
当
該

書
に
サ
イ
ン
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
は
す
な
お
に
う
ら
や
ま

し
か
っ
た
。
下
宿
に
置
い
て
き
て
し
ま
っ
た
。
持
っ
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
。

二
、「
昔
話
」
か
、「
民
話
」
か
。

と
こ
ろ
で
、
学
生
時
代
、
一
冊
一
冊
と
関
敬
吾
の
著
作
を
読
み
進
め
て

い
く
に
つ
れ
て
、
関
の
『
日
本
の
昔
話

0

0

』
と
い
う
書
名
が
、
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
そ
う
な
っ
た
の
か
、
次
第
に
不
思
議
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
周
知
の
と
お
り
、
関
敬
吾
は
「
民
話

0

0

」
と
い
う
語
に
こ

だ
わ
り
続
け
た
。
岩
波
新
書
の
『
民
話
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
の
最

初
の
昔
話
に
関
す
る
書
で
あ
る
『
島
原
半
島
民
話
集
』
も
「
民
話
」
だ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
『
日
本
の
昔
話
』
は
『
韓
国
昔
話

0

0

の
研
究
』
に

触
発
さ
れ
て
誕
生
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
の
だ
か
ら
、『
韓
国
昔
話
の
研

究
』
の
書
名
を
受
け
て
、『
日
本
の
昔
話
』
と
命
名
す
る
の
は
自
然
の
こ
と

だ
っ
た
ろ
う
（
た
だ
し
、
当
時
は
そ
の
成
立
背
景
を
知
ら
な
か
っ
た
。
野

村
純
一
か
ら
事
情
を
明
か
さ
れ
て
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
納
得
は
し
た
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
疑
問
に
思
っ
て
か
ら
何
年
も
後
だ
っ
た
）。

一
方
、
関
敬
吾
は
①
『
昔
話
』
一
九
四
一　

ぐ
ろ
り
あ
・
そ
さ
え
て
、

と
、
説
話
集
や
昔
話
集
を
読
む
こ
と
、
外
部
の
学
会
や
集
ま
り
に
出
向
く

こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
い
ま
で
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た

と
思
う
（
な
お
、
こ
の
年
は
五
月
に
日
本
口
承
文
芸
学
会
が
発
足
し
た
。

國
學
院
大
学
で
の
設
立
記
念
講
演
会
講
師
は
関
敬
吾
、三
隅
治
雄
両
名
だ
っ

た
。
大
学
入
学
一
ヶ
月
の
学
生
は
、
講
演
し
て
い
る
教
室
の
扉
の
前
で
立

ち
す
く
ん
で
し
ま
い
、
中
に
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
返
す
返
す
残
念
な

思
い
出
で
あ
る
）。

『
日
本
の
昔
話
―
比
較
研
究
序
説
』
に
は
、
思
い
出
が
あ
る
。
入
学
し

て
間
も
な
く
、
研
究
会
の
先
輩
が
輪
読
会
を
す
る
か
ら
来
い
と
誘
っ
て
く

れ
た
。
日
曜
の
午
後
に
、持
ち
回
り
で
輪
読
を
し
始
め
た
の
だ
。
正
直
い
っ

て
読
み
や
す
い
本
で
は
な
か
っ
た
（
小
澤
俊
夫
「
書
評
・
関
敬
吾
著
『
日

本
の
昔
話
―
比
較
研
究
序
説
』
を
読
む
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
一
号　

一
九
七
八　

日
本
口
承
文
芸
学
会
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
誤
植
も

多
か
っ
た
）。
そ
れ
で
も
、世
界
の
昔
話
研
究
史
や
昔
話
の
分
布
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
知
識
を
授
け
て
く
れ
る
書
物
は
な
か
っ
た
。
い
ま
で
も
、
当

時
の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
こ
の
本
か
ら
関
敬
吾
に
入
っ
て
い
っ
た
幸
せ
を

感
じ
る
。
本
書
は
、
当
初
、
崔
仁
鶴
『
韓
国
昔
話
の
研
究　

そ
の
理
論
と

タ
イ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』（
一
九
七
六　

弘
文
堂
）
の
序
文
と
し
て
、
病
床

に
あ
っ
た
関
が
書
き
始
め
た
筈
の
文
章
が
、『
韓
国
昔
話
の
研
究
』
の
内
容

に
触
発
さ
れ
、
い
つ
し
か
膨
ら
み
に
膨
ら
ん
で
独
立
し
た
一
書
と
な
っ
た

と
い
う
。
い
ま
と
な
っ
て
は
本
書
生
み
の
親

0

0

0

0

で
あ
る
崔
仁
鶴
『
韓
国
昔
話

の
研
究
』
に
、
た
だ
た
だ
感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
（
こ
の
話
は
野
村
純

一
か
ら
教
わ
っ
た
が
、
野
村
は
「
関
先
生
は
非
常
識
だ
よ
」
と
、
例
に
よ
っ
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②
『
日
本
昔
話
集
成
』
全
六
巻　

一
九
五
三
―
一
九
五
八　

角
川
書
店
、

③
『
日
本
の
昔
ば
な
し
Ｉ
』『
同
Ⅱ
』『
同
Ⅲ
』（
順
に
一
九
五
六　

一
九
五
六　

一
九
五
七　

岩
波
文
庫
）、
④
『
島
原
半
島
昔
話
集
』（「
全
国

昔
話
資
料
集
成
」
第
二
一
巻　

一
九
七
七　

岩
崎
美
術
出
版
）、
⑤
『
日
本

昔
話
大
成
』
全
一
二
巻　

一
九
七
八
―
一
九
八
〇　

角
川
書
店
と
刊
行
し

て
い
た
。

関
敬
吾
の
考
え
る
「
昔
話
」
と
「
民
話
」
と
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に

見
る
か
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
だ
と
思
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
世
上
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
柳
田
國
男
と
関
敬

吾
と
の
葛
藤
と
い
う
単
な
る
「
人
間
関
係
」
や
、
あ
る
い
は
関
が
折
に
触

れ
説
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
間
説
話
研
究
で
の
術
語
の
問
題
に

よ
っ
て
の
み
で
説
明
で
き
な
い
と
思
う
。
関
に
お
け
る
「
民
話
」
の
、
い

わ
ば
「
出
発
点
」
を
知
り
た
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
昔
話
」
と
「
民
話
」

と
の
関
係
は
、
表
面
は
「
昔
話
」
と
い
う
語
と
「
民
話
」
と
い
う
語
と
が

向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
裏
面
で
は
、「
ハ
ナ
シ
を

す
る
」
形
式
に
一
括
し
て
「
昔
話0

」
と
し
て
後
世
に
伝
え
、
活
用
し
て
い

こ
う
と
す
る
、
社
会
改
良
運
動
あ
る
い
は
将
来
の
国
語
教
育
の
問
題
と
し

て
「
ハ
ナ
シ
」
の
語
を
採
る
柳
田
國
男
の
立
場
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
昔

話
」
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
は
「
ハ
ナ
シ
」
の
言
説
を
言
挙
げ
す
る
立
場

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
関
の
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
柳
田

の
説
く
「
昔
話0

」
に
は
誤
解
が
あ
る
。「
昔
話
」
に
は
「
ム
カ
シ
を
語
る
」

ム
カ
シ
ガ
タ
リ
と
「
ハ
ナ
シ
を
す
る
（
ハ
ナ
ス
）」
ハ
ナ
シ
と
の
二
種
の
言

説
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
昔
話0

」
つ
ま
り
「
ハ
ナ
シ
」
の
語
に
統

一
し
て
束
ね
る
の
は
、
事
実
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
カ
タ
リ
」
と

「
ハ
ナ
シ
」
と
の
異
な
る
言
説
を
束
ね
て
「
民
話
」
の
語
を
使
用
す
る
。

両
者
の
対
立
は
人
間
関
係
に
帰
す
る
も
の
で
な
く
、
民
間
説
話
の
言
説

の
把
握
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

三
、
関
敬
吾
の
「
民
話
」
の
な
か
み
（
―
原
郷
）

関
敬
吾
が
「
民
話
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
早
い
。『
関
敬
吾
著
作
集　

6　

比
較
研
究
序
説
』
一
九
八
二　

同
朋
舎
出
版
の
巻
末
に
収
め
ら
れ
た

著
作
目
録
に
よ
る
と
、
関
の
著
作
物
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
民
話
」
の
初

見
は
、
榊
敏
「
高
陽
民
話
（
一
）」「
同
（
二
）」「
同
（
三
）」（
順
に
『
旅

と
伝
説
』
第
三
巻
第
五
号　

第
六
号　

第
八
号　

一
九
三
〇　

三
元
社
）

に
遡
る
。

し
か
し
て
関
敬
吾
じ
し
ん
の
回
想
に
よ
る
と
、
関
の
「
民
話
」
と
い
う

語
の
初
期
使
用
に
は
、
左
の
よ
う
な
関
の
出
身
地
（「
原
郷
」）
の
状
況
が

あ
っ
た
と
い
う
。

　

民
話
と
い
う
言
葉
を
、
わ
た
し
は
昭
和
三
、四
年
ご
ろ
は
じ
め
て

使
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
民
俗
学
の
存
在
す
ら
ろ
く
に
知
ら
ず
、
ま
た
昔

話
と
い
う
語
は
、
わ
た
し
が
生
れ
育
っ
た
村
で
は
こ
こ
に
い
う
昔
話

と
も
全
く
ち
が
っ
た
内
容
の
話
の
名
称
で
あ
っ
た
。
民
俗
学
の
対
象

と
す
る
伝
統
的
な
物
語
は
、
小
さ
い
こ
ろ
の
記
憶
で
は
「
伝
説
」「
む

か
し
」「
は
な
し
」
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
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「
伝
説
」
と
い
う
の
は
、「
み
そ
五
郎
ど
ん
」
と
い
っ
て
、
雲
仙
岳

に
腰
を
か
け
て
天
草
灘
で
顔
を
洗
う
ほ
ど
の
大
男
で
、
天
に
と
ど
く

く
ら
い
の
孟
宗
竹
を
伐
っ
て
「
バ
ラ
」（
笊
の
蓋
）
を
つ
く
る
と
緑
と

白
の
縞
が
で
き
た
。
そ
れ
で
「
島
原
」
と
い
う
名
が
で
き
た
、
と
い

う
よ
う
な
話
と
考
え
て
い
た
。「
む
か
し
」
は
田
螺
が
嫁
探
し
に
行
く

話
、「
灰
坊
太
郎
」
が
化
物
に
つ
か
ま
っ
て
、
玉
を
う
し
ろ
の
方
に
投

げ
て
山
や
川
を
作
っ
て
千
里
万
里
と
馬
の
尻
を
叩
き
な
が
ら
逃
げ
て

い
く
話
で
あ
っ
た
。「
は
な
し
」
は
、
肥
後
の
五
箇
話
、
ば
か
聟
、
ば

か
嫁
の
接
頭
語
を
つ
け
て
呼
ば
れ
る
話
で
、「
む
か
し
」
は
「
か
た

る
」、「
は
な
し
」
は
「
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

　

 （
関
敬
吾
「
民
話
と
伝
説
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
臨
時
増

刊 

民
話
の
手
帖
』
第
二
一
巻
第
一
五
号　

一
九
七
六　

学
燈
社
）

関
敬
吾
の
こ
の
認
識
は
、
関
敬
吾
の
「
原
郷
」
の
、
長
崎
県
雲
仙
市
小

浜
町
富と
み
つ津
の
母
・
関
タ
ダ
シ
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し

て
こ
の
よ
う
な
ム
カ
シ
と
ハ
ナ
シ
と
（
語
る
と
は
な
し
す
る
と
）
の
弁
別

認
識
は
九
州
に
限
ら
ず
越
後
や
東
北
に
も
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

一
方
、
柳
田
國
男
の
「
ハ
ナ
シ
を
す
る
」
ハ
ナ
シ
＝
昔
話
に
つ
い
て
、

こ
れ
は
柳
田
國
男
の
原
郷
で
あ
る
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
辻
川
の
そ
れ
ら

を
伝
え
る
言
説
で
あ
っ
た
の
か
と
も
推
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上

に
重
要
な
の
は
、
折
口
信
夫
の
カ
タ
リ
／
ハ
ナ
シ
説
の
影
響
が
あ
っ
た
こ

と
だ
。
誤
解
を
恐
れ
ず
い
う
な
ら
ば
、
柳
田
國
男
は
折
口
信
夫
の
説
を
読

み
替
え
も
し
く
は
誤
読
し
て
用
い
て
い
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
別
稿

に
譲
る
こ
と
に
す
る
。（
高
木
史
人
「
昔
を
「
話
す
」
か
、「
語
る
」
か
。」

『
異
文
化
研
究
』
第
一
四
号　

二
〇
二
〇　

山
口
大
学
人
文
学
部
異
文
化
交

流
研
究
施
設
）
こ
こ
に
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
柳
田
國
男

が
「
昔
話
」
を
「
古
い
形
の
ハ
ナ
シ
」
と
呼
ん
で
、
あ
く
ま
で
も
「
ハ
ナ

シ
」
に
拘
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
昭
和
初
期
の
関
に
と
っ
て
は
、
ど
う
に
も
受
け
入
れ
に
く
い

括
り
方
だ
っ
た
の
で
な
い
か
。
関
が
、上
記
引
用
中
の
「
伝
説
」「
む
か
し
」

「
は
な
し
」
を
合
わ
せ
て
「
民
話
」
と
、訳
語
を
以
て
称
呼
し
て
い
る
の
は
、

柳
田
國
男
の
、
こ
の
や
や
強
引
な
「
ハ
ナ
シ
」
の
範
囲
の
広
げ
方
に
対
す

る
、
関
な
り
の
整
理
の
し
か
た
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
柳

田
の
、昔

話
は
以
前
或
は
昔
語
り
、
も
し
く
は
昔
物
語
と
謂
つ
た
時
代
が
あ

つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
を
昔
話
と
謂
ひ
始
め
て
か
ら
も
、
も
う

随
分
久
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

 （
柳
田
國
男
「
昔
話
採
集
者
の
為
に
」『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一
三

巻　

一
九
九
八　

初
出
は
一
九
三
一　

筑
摩
書
房
）

と
い
う
物
言
い
は
、

ハ
ナ
ス
と
い
ふ
言
葉
が
、
こ
の
方
式
の
カ
タ
ル
に
対
立
す
る
一
語
と

し
て
、
標
準
語
で
用
ゐ
ら
れ
よ
う
と
し
て
居
る
が
、
気
を
つ
け
て
も

ら
ひ
た
い
こ
と
は
、
日
本
の
領
土
の
三
分
の
二
以
上
に
か
け
て
、
ま

だ
さ
う
い
ふ
動
詞
は
知
ら
れ
て
居
な
い
。

　

 （
柳
田
國
男
「
昔
の
国
語
教
育
」『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一
〇
巻　

一
九
九
八　

初
出
は
一
九
三
七　

筑
摩
書
房
）

と
説
く
柳
田
じ
し
ん
の
説
明
と
辻
褄
を
合
わ
せ
る
こ
と
さ
え
、
ど
う
に
も
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難
し
い
。
後
に
野
村
純
一
は
、

昔
話
の
語
は
学
術
用
語
と
し
て
、
い
ま
は
や
や
落
着
し
て
い
る
か
の

趣
き
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
依
然
と
し
て
錯
誤
と
誤

解
と
が
混
在
し
て
お
り
、
昔
話
の
本
態
は
終
極
語
り
以
外
の
何
者
で

も
な
い
、
と
い
う
事
実
を
改
め
て
認
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ

れ
は
今
日
、
す
で
に
し
て
自
明
の
理
で
あ
る
。

　

 （
野
村
純
一
「
昔
話
の
伝
承
形
態
」『
昔
話
伝
承
の
研
究
』

一
九
八
四　

初
出
は
一
九
七
一　

同
朋
舎
出
版
）

と
記
し
て
い
た
が
、
右
の
柳
田
國
男
と
野
村
純
一
と
の
見
解
の
間
に
、
関

敬
吾
を
置
い
て
み
る
と
分
か
り
が
よ
い
か
も
知
ら
な
い
。
関
の
用
い
る「
民

話
」「
昔
話
」
の
語
は
絶
え
ず
不
安
定
に
揺
れ
な
が
ら
、「
ハ
ナ
ス
」「
ハ
ナ

シ
ヲ
ス
ル
」
と
「
カ
タ
ル
」
と
の
間
を
運
動
し
て
い
る
。

四
、 

関
敬
吾
の
「
民
話
」
の
な
か
み
（
― 

フ
ォ
ー
ク
テ
ー
ル
の
訳
語
）

た
と
え
ば
「
関
敬
吾
著
作
集
」
第
五
巻　

一
九
八
一　

同
朋
舎
出
版
は

『
昔
話
の
構
造
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
「
昔
話
」
を
巻
名

に
掲
げ
て
い
な
が
ら
、
目
次
を
見
る
と
「
民
話
概
論
」「
東
西
の
民
話
観
」

と
い
う
二
つ
の
大
見
出
し
の
中
に
全
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中

の
「
民
話
概
論
」
は
「
民
話
Ⅰ
」「
民
話
Ⅱ
」
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ
の

「
民
話
Ⅰ
」
が
、
先
に
紹
介
し
た
岩
波
新
書
の
『
民
話
』
だ
っ
た
。
そ
こ
で

の
関
は
、
最
初
ペ
ー
ジ
（
第
一
部　

民
話
と
昔
話
／
一　

昔
話
論
の
展
開

／
グ
リ
ム
と
そ
の
系
統
）
冒
頭
の
一
文
「
昔
話
と
か
、
民
話
と
か
い
わ
れ

る
も
の
は
一
体
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。」
と
書
き
始
め
、そ
の
冒
頭
の
「
昔
話
」

に
注
を
付
け
て
い
る
。
そ
の
注
に
は
、

民
話
・
民
間
説
話
も
し
く
は
民
譚
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
（folktale;M

archen;V
olksm

archen;conte 
populaire

）
か
ら
の
借
用
語
で
あ
る
。
昔
話
と
ほ
と
ん
ど
同
意
語
に

使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
間
か
ら
、

共
通
の
概
念
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
し
て
、
在
来
の

日
本
語
の
昔
話
と
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
共
通
す
る

と
こ
ろ
は
、
民
衆
の
間
に
伝
承
さ
れ
た
口
承
の
物
語
と
い
う
だ
け
で

あ
る
。
英
語
の
フ
ォ
ー
ク
テ
ー
ル
の
意
味
、
そ
の
範
囲
を
規
定
す
る

こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
の
語
の
な
か
に
は
未
開
民

族
の
創
造
神
話
か
ら
《
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
》《
ラ
イ
ン
ケ
狐
》
の
よ

う
な
枠
物
語
（fram

e stories

）・
妖
精
譚
（fairy tale

）・  

伝
説
・
聖

徒
譚
（legend

）・
寓
話
・
笑
話
に
い
た
る
、
口
承
の
物
語
の
一
切
を

包
括
す
る
。
ド
イ
ツ
語
の
メ
ー
ル
ヘ
ン
は
、
広
義
に
は
寓
話
・
本
格

的
昔
話
・
笑
話
、
狭
義
に
は
本
格
昔
話
の
名
称
で
あ
る
。
メ
ー
ル
ヘ

ン
と
い
う
言
葉
は
ま
た
英
語
で
は
フ
ェ
ア
リ
ー
テ
ー
ル
と
も
訳
さ
れ
、

あ
る
い
は
言
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
混
乱

を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
こ
で
は
民
話
を
広
義
に
使
用
し
、
昔
話
を
メ
ー

ル
ヘ
ン
と
ほ
ぼ
同
意
語
と
し
て
使
用
す
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
を
初
め
て
読
ん
だ
学
生
時
代
、
途
方
に
暮
れ
た
こ
と
を
思

い
だ
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
関
は
こ
こ
で
メ
ー
ル
ヘ
ン
と
い
う
言
葉
に
は
広

義
と
狭
義
と
の
二
つ
の
用
法
が
あ
る
の
を
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
、
注
の
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最
後
に
「
昔
話
を
メ
ー
ル
ヘ
ン
と
ほ
ぼ
同
意
語
と
し
て
使
用
す
る
」
と
あ

る
の
で
は
、
い
っ
た
い
広
狭
ど
ち
ら
の
メ
ー
ル
ヘ
ン
の
定
義
に
従
え
ば
よ

い
の
か
、
た
と
え
ば
関
の
『
日
本
昔
話
大
成
』
の
分
類
に
当
て
は
め
た
場

合
、
動
物
昔
話
・
本
格
昔
話
・
笑
話
・
形
式
譚
・
補
遺
を
包
括
し
て
昔
話

と
い
う
の
か
本
格
昔
話
に
限
定
す
る
の
か
、『
民
話
』
一
冊
の
該
当
部
分
だ

け
か
ら
即
断
す
る
の
は
と
う
て
い
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
関
は
「
民
話
」
の
語
を
、

神
話
・
昔
話
・
伝
説
な
ど
を
幅
広
く
含
ま
せ
る
語
と
し
て
定
義
し
、「
昔
話
」

を
民
話
の
一
部
だ
と
定
義
し
た
こ
と
で
あ
る
。
植
物
学
や
昆
虫
学
の
分
類

法
あ
る
い
は
系
統
樹
な
ど
と
同
様
に
、当
時
の
学
問
的
な
い
と
な
み
に
則
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
。

五
、「
民
話
の
会
」
対 

柳
田
國
男
・
桜
井
徳
太
郎
の
余
波

と
こ
ろ
で
、
岩
波
新
書
の
『
民
話
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
五
五
年

の
こ
と
だ
っ
た
。
一
方
、
周
知
の
よ
う
に
、
関
敬
吾
の
用
い
る
民
話
と
は

異
な
る
文
脈
か
ら
出
立
し
た
民
話
の
使
わ
れ
方
が
現
れ
始
め
て
い
た
。

民
話
の
会
が
発
刊
し
た
雑
誌
『
民
話
』
創
刊
号
は
未
來
社
か
ら
一
九
五
八

年
十
月
一
日
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
創
刊
号
巻
末
の
「「
民
話
の
会
」

に
つ
い
て
」
に
は
、

「
民
話
の
会
」
は
、
一
九
五
二
年
、
木
下
順
二
の
戯
曲
「
夕
鶴
」
の
上

演
を
き
っ
か
け
に
、
民
族
の
遺
産
と
し
て
の
民
話
を
新
し
く
見
な
お

し
、
今
日
の
課
題
に
そ
く
し
て
そ
の
研
究
と
創
造
を
発
展
さ
せ
た
い

と
い
う
多
く
の
人
々
の
願
い
の
中
か
ら
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
わ
が

国
の
民
俗
学
に
お
け
る
民
話
研
究
の
遺
産
と
、
海
外
の
民
話
研
究
の

成
果
と
に
学
び
な
が
ら
、
日
本
民
話
に
関
す
る
科
学
的
な
研
究
を
つ

づ
け
、
一
方
、
演
劇
児
童
文
学
、
放
送
、
教
育
な
ど
の
分
野
に
、
民

話
を
今
日
の
も
の
と
し
て
生
か
す
た
め
の
運
動
を
、
芸
術
家
、
学
者
、

教
育
者
た
ち
の
力
を
結
合
さ
せ
つ
つ
、「
民
話
の
会
」
は
お
し
す
す
め

て
き
た
。

と
い
う
（
無
記
名
）。

創
刊
号
を
読
む
と
、
た
と
え
ば
こ
の
翌
年
に
『
木
か
げ
の
家
の
小
人
た

ち
』
を
著
し
た
い
ぬ
い
と
み
こ
ら
が
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
携
え
て
、
新

潟
県
佐
渡
島
に
赴
き
、
か
つ
て
鈴
木
棠
三
が
採
録
し
た
語
り
手
た
ち
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
（
い
ぬ
い
・
と
み
こ
「
探
訪
記
（
第
一

回
）
佐
渡
の
昔
話
の
語
り
手
た
ち
」）。
ま
た
、
吉
沢
和
夫
「
民
話
の
古
典　

第
一
回　

聴
耳
草
紙
」
に
は
、
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』
に
「
昔マ
マ話
」
が

二
話
だ
け
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、「
つ
ま
り
日
本
民
俗
学
の
出
発
の
時

点
で
あ
る
一
九
一
〇
年
頃
に
は
、民
話
と
い
う
も
の
は
関
心
の
対
象
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
の
だ
」
と
在
世
中
の
柳
田
に
か
な
り
辛
め
の
書
き
方
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
佐
々
木
喜
善
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

じ
つ
は
柳
田
國
男
は
『
民
話
』
創
刊
号
の
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
一
九
五
七

年
十
月
に
「
昔
話
の
研
究
に
つ
い
て
」
と
い
う
講
話
の
記
録
を
残
し
て
い
た

（『
女
性
と
経
験
』
二
巻
・
三
号
、「
女
性
と
経
験
」
編
集
部　

孔
版
）。
こ
の

号
で
は
、
執
筆
者
に
桜
田
勝
徳
、
大
島
建
彦
、
安
間
清
、
桜
井
徳
太
郎
の
名

前
も
見
え
て
、
い
ま
と
は
雰
囲
気
が
違
う
。
架
蔵
の
本
号
に
挟
ま
れ
て
い
た
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「
編
集
人
一
同
」
名
に
よ
る
チ
ラ
シ
に
は
、「
い
ま
ま
で
発
表
の
場
を
持
た
な

か
っ
た
私
共
の
自
由
な
発
言
の
場
と
致
し
、
特
に
地
方
の
女
性
の
方
々
と
お

親
し
い
お
交
わ
り
の
機
関
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
い
う
意
味
で

男
子
の
方
々
に
も
御
同
情
あ
る
御
寄
稿
を
仰
ぎ
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と

あ
っ
た
。

そ
れ
は
さ
て
、
柳
田
は
こ
の
中
で
丸
山
久
子
の
佐
渡
採
訪
、
田
畑
英
勝

の
奄
美
か
ら
の
報
告
な
ど
を
言
挙
げ
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。　

と
こ
ろ
が
一
方
最
近
、
民
話
と
称
す
る
も
の
を
問
題
と
し
て
こ
れ

に
関
す
る
運
動
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
一
般
の
注
目
を
引
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
加
っ
て
い
る
人
々
に
は
一
つ
の
目
的
が
あ
る
の
で
す
。

民
話
と
い
う
も
の
は
民
衆
、
即
ち
下
層
の
国
民
の
も
の
で
、
今
ま
で

に
あ
っ
た
話
ば
か
り
ぢ
ゃ
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
世
の
中
の
た
め
に
も

役
立
つ
も
の
を
作
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に

立
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
昔
話
を
利
用
し
て
、
文
学
作
品
を
創

り
出
す
の
が
目
的
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
今
ま
で
の
話
を
造
り
変
え

て
も
い
ゝ
と
い
う
気
持
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
我
々
の
問
題
に
す
る
昔
話
は
全
然
過
去
の
も
の
だ

け
な
の
で
す
。
過
去
に
あ
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
今
ま
で
の
歴
史
を

知
る
の
が
目
的
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
現
在
ま
だ
何
処
か
に
埋
れ

て
残
っ
て
い
る
も
の
を
捜
す
の
が
第
一
の
仕
事
で
、
田
舎
へ
行
っ
て

採
集
を
す
る
時
に
は
、
昔
話
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
考
え
か
ら
我
々
は
意
識
し
て
昔
話
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

英
語
の
フ
ォ
ー
ク
テ
ー
ル
を
直
訳
す
れ
ば
民
話
と
な
る
こ
と
は
わ
か

り
き
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
田
舎
へ
行
っ
て
年
寄
り
に
、
民
話
を
話

し
て
く
れ
と
言
っ
て
も
、「
民
話
と
い
う
も
の
は
知
ら
な
い
」
と
言
う

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
共
は
民
謡
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
懲
り
た

経
験
が
既
に
あ
る
の
で
す
。
日
本
に
は
幸
い
む
か
し
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
そ
の
む
か
し
む
か
し
と
い
う
言
葉
で
始
る
話
だ
か
ら
昔
話

と
言
お
う
と
、
我
々
は
最
初
に
書
物
で
明
言
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
柳
田
國
男
の
言
は
、
民
話
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
否
定
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
柳
田
の
昔
話
評
価
は
、
関

の
原
郷
で
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
、
民
話
と
同
様
の
否
定
が
で

き
る
諸
刃
の
剣
で
あ
ろ
う
。「
民
話
と
い
う
も
の
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
物

言
い
に
近
い
返
答
が
、
昔
話
に
対
し
て
も
年
寄
り
か
ら
返
っ
て
く
る
可
能

性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
野
村
純
一
は
大
学
の
授
業
で
「
お
爺
さ

ん
、
ム
カ
シ
バ
ナ
シ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
と
、「
お
れ
は
戦
争
で

中
支
に
行
っ
た
ん
だ
」
と
答
え
る
と
、
笑
い
の
種
に
し
て
い
た
。「
そ
う
い

う
ハ
ナ
シ
で
な
く
て
、
む
か
し
む
か
し
と
始
ま
る
桃
太
郎
の
よ
う
な
ハ
ナ

シ
」
と
催
促
す
る
と
、
お
爺
さ
ん
は
「
な
ん
だ
、
ム
タ
シ
ガ
タ
リ
を
聴
き

に
き
た
の
か
」
と
途
端
に
不
機
嫌
に
な
り
、
お
婆
さ
ん
に
交
代
す
る
と
い

う
粗
筋
だ
っ
た
。

関
敬
吾
と
野
村
純
一
と
に
は
、
確
か
に
柳
田
國
男
の
「
昔
話
」
に
対
す

る
違
和
の
思
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼
等
の
連
帯
の
大
き
な
源
泉
で
あ
っ
た

か
と
思
う
。

一
方
、
関
は
子
ど
も
向
け
の
昔
話
読
み
物
を
も
手
が
け
て
い
た
が
、
民
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話
の
会
と
関
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
一
定
の
距
離
感
を
保
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
荒
馬
を
乗
り
こ
な
そ
う
と
努
め
る
騎
手
に
も
似
て
い
た
か

も
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
民
話
と
文
学
の
会
と
の
距
離
、
日
本

民
話
の
会
と
の
距
離
、
特
に
松
谷
み
よ
子
と
の
距
離
に
も
露
だ
っ
た
。
日

本
口
承
文
芸
学
会
設
立
総
会
の
後
、
國
學
院
大
学
構
内
の
路
を
歩
き
な
が

ら
、
関
が
松
谷
に
向
か
い
、
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
詰
め
寄
る
の
を
目
撃
し

た
臼
田
甚
五
郎
が
、
そ
の
確
執
に
つ
い
て
後
年
話
し
て
く
れ
た
（
当
時
、

関
敬
吾
が
民
話
と
文
学
の
会
と
は
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
付
言
し

て
お
く
）。

先
に
紹
介
し
た
『
女
性
と
経
験
』
二
巻
・
三
号
の
執
筆
者
に
名
を
連
ね

て
い
る
桜
井
徳
太
郎
に
つ
い
て
も
触
れ
よ
う
。
桜
井
が
執
筆
し
て
い
る
の

は
「
お
便
り
」
欄
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
桜
井
徳
太
郎
『
昔
ば
な
し
』

一
九
五
七　

社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
に
つ
い
て
、
ま
ず
丸
山
久
子
が
桜

井
に
出
し
た
私
信
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
、
続
い
て
桜
井
の
長
め
の
返
信
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
丸
山
の
私
信
は
「
異
郷
譚
」
に
つ
い
て
の
質
問
と
、

当
該
書
に
外
来
語
が
多
く
て
読
み
に
く
い
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
桜
井
は
、
丁
寧
に
返
答
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
民
話
」
の

語
に
つ
い
て
、
丸
山
の
質
問
と
は
関
わ
り
な
く
、

　

昔
話
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
確
か
に
時
流
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
今
日
が
、
そ
れ
を
強
く
要
求
し
て
い
る
時

代
だ
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
研
究
は
、
し
ば
し
ば
柳
田
先
生

が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
世
間
の
要
求
を
み
た
す
ほ
ど
に

は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
昔
話
研
究
の
方
向
と
、
実
際
の
世
間

の
要
求
と
の
間
に
、
大
き
な
ズ
レ
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ
う

い
う
現
実
に
立
っ
て
、
世
間
を
学
問
の
水
準
に
ま
で
ひ
っ
ぱ
っ
て
行

く
の
が
い
い
の
か
、
ま
た
世
間
の
要
求
を
み
た
す
よ
う
な
方
向
へ
学

問
の
研
究
を
持
っ
て
い
く
べ
き
か
、
大
き
な
問
題
で
し
ょ
う
。「
民
話

の
会
」
な
ど
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
側
に
立
っ
て
い
る
わ

け
で
、
そ
の
た
め
、
か
な
り
時
流
に
迎
合
し
て
い
る
面
が
み
ら
れ
る

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
と
ば
か
り
云
っ
て
も
お
れ
な
い
の
で
、

学
問
が
世
間
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
前
提

に
立
つ
か
ぎ
り
、
私
ど
も
は
、
や
は
り
こ
れ
と
対
決
す
る
勇
気
と
努

力
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
永
ら
く
こ
の
道
に
つ
っ

こ
ん
で
こ
ら
れ
た
あ
な
た
な
ど
か
ら
、
大
胆
率
直
に
「
私
の
考
」
を

公
表
し
て
頂
き
た
い
と
お
願
い
し
ま
す
。

と
雄
弁
に
述
べ
て
い
た
。

桜
井
徳
太
郎
の
『
昔
ば
な
し
』
は
、
そ
の
装
幀
か
ら
し
て
「
民
話
」
に

喧
嘩
を
売
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。『
昔
ば
な
し
』
の
カ
バ
ー
に
和
歌
森
太

郎
の
「
推
薦
の
こ
と
ば
」
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
民
話
の
名
の

も
と
に
、
昔
ば
な
し
に
対
す
る
関
心
は
異
常
に
強
ま
っ
て
い
る
が
、
伝
承

し
て
き
た
昔
ば
な
し
の
一
つ
一
つ
を
噛
み
し
め
て
、
そ
こ
か
ら
日
本
人
の

古
い
心
と
生
活
態
度
を
う
か
が
っ
た
書
物
は
な
い
」
と
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
本
文
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
「
二
、
昔
ば
な
し
の
本
質
は
ど

こ
に
あ
る
か　

1　

昔
ば
な
し
と
民
話
の
違
い
」
の
節
な
ど
は
、
関
敬
吾

の
心
に
突
き
刺
さ
る
記
述
だ
っ
た
。
桜
井
に
よ
る
と
、
民
話
は
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
」
の
フ
ォ
ー
ク
・
テ
ー
ル
や
フ
ォ
ル
ク
ス
メ
ル
ヘ
ン
の
「
翻
訳
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語
で
あ
る
」
と
い
い
、「
わ
が
国
で
昔
ば
な
し
と
よ
ん
で
い
る
も
の
と
ま
っ

た
く
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
子
細
を
検
討

す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
テ
ー
ル
と
か
メ
ル
ヘ
ン
な
ど
の
語
に
は
「
文

芸
作
家
が
筆
を
執
っ
て
あ
ら
た
に
書
き
お
ろ
し
た
作
品
も
そ
の
な
か
に
ま

じ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
「
民
衆
と
か
民
間
と

か
い
う
修
飾
語
」
を
つ
け
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
昔
ば
な
し

は
最
初
か
ら
民
間
説
話
で
あ
り
、
民
話
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
え
て

民
話
と
改
ま
っ
た
使
い
方
を
し
な
い
で
も
、
そ
の
立
場
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
う
し
て
そ
の
後
、
桜
井
は
こ
う
記
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
話
の
称
は
、
こ
の
ご
ろ
の

流
行
で
あ
る
。
昔
ば
な
し
と
い
う
の
で
は
、
な
に
か
知
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
に
欠
け
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
の
多
い
の
は
困
っ
た
も
の
だ
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
シ
ョ
ウ
に
身
も
心
も
打
ち
込
ん
で
、
流
行
の
み
を

追
い
か
け
て
得
々
と
し
て
い
る
人
を
笑
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う

い
う
態
度
で
、
民
話
と
い
う
名
称
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る

と
し
た
ら
、
私
は
断
固
と
し
て
そ
の
使
い
方
に
反
対
す
る
。
そ
う
で

な
く
て
、
わ
が
国
の
昔
ば
な
し
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
し
て
い
る

よ
う
な
、
口
承
文
芸
と
し
て
の
民
間
説
話
を
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
な

ら
、
そ
れ
を
使
う
の
も
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
ン
テ
リ
が
創
作
し

た
り
変
形
し
た
り
し
な
い
ま
ま
の
姿
で
、
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
現
わ
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
民
話
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
こ
の
こ
と
ば
を
使
用
す
る
意
義
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
昔
ば
な
し

と
い
う
語
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
飜
訳

語
を
使
う
必
要
は
少
し
も
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
ご
ろ
で
は
、
民
話
の
名
の
も
と
に
、
昔
ば
な
し
・
伝
説
・
神
話
な

ど
の
す
べ
て
を
包
括
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
人

が
多
い
。
昔
ば
な
し
や
伝
説
を
読
ん
で
お
お
い
に
人
生
を
楽
し
も
う

と
す
る
人
な
ら
と
に
か
く
、
な
か
に
は
昔
ば
な
し
の
研
究
に
た
ず
さ
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傍
点
高
木
）

一
読
し
て
、
こ
れ
が
当
時
に
あ
っ
て
、
特
に
傍
点
部
分
は
関
敬
吾
へ
の

否
定
の
言
辞
で
な
く
し
て
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
先
に
述

べ
来
っ
た
よ
う
に
、
関
の
用
い
る
「
民
話
」
の
語
は
民
話
の
会
の
そ
れ
と

は
異
な
り
、
学
問
的
に
し
っ
か
り
と
定
義
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
も

の
だ
っ
た
。

『
民
話
』
を
収
め
た
著
作
集
第
五
巻
の
解
説
を
書
い
た
の
は
野
村
純
一
で

あ
る
。
野
村
は
、
関
敬
吾
の
「
民
話
」
の
語
の
使
用
が
、
学
術
的
、
論
理

的
、
す
な
わ
ち
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
柳
田
國
男
の
昔
話
の
理
解
と

比
較
し
な
が
ら
縷
々
整
理
し
て
述
べ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
関
が
用
い

た
「
民
話
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
刊
行
当
初
か
ら
「
誤
解
と
反
撥
に
囲
繞

さ
れ
て
」
お
り
、「
受
難
、
受
苦
の
歴
史
と
癒
し
難
い
痛
み
」
と
が
存
し
、

そ
れ
が
今
に
続
い
て
い
る
と
、
野
村
は
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
刊

行
後
間
も
な
く
、
野
村
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
関
は
こ
の
「
解
説
」

を
殊
の
他
に
喜
び
、「
君
は
僕
の
名
誉
を
回
復
し
て
く
れ
た
」
と
述
べ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
野
村
は
、
さ
も
照
れ
た
よ
う
に
「
関
先
生
は
明
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治
の
人
だ
か
ら
「
名
誉
」
な
ど
と
大
仰
な
こ
と
ば
を
用
い
る
」
と
、
ぼ
や

い
た
よ
う
に
話
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
の
野
村
は
得
意
気
だ
っ
た
。

六
、
改
め
て
、
関
敬
吾
初
期
の
民
話
の
方
へ

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
関
敬
吾
の
最
初
期
の
著
作
に
戻
っ
て
考
え
た
い
。

著
作
目
録
に
よ
る
と
関
が
口
承
文
芸
関
係
の
資
料
を
初
め
て
発
表
し
た
の

は
、
一
九
二
八
年
四
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
萩
原
正
徳
が
編
輯
発
行

兼
印
刷
人
を
務
め
た
雑
誌
『
旅
と
伝
説
』
誌
上
で
あ
っ
た
。
若
い
こ
ろ
関

の
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え
を
乞
い
に
出
か
け
た
と
き
、
関
は
頻
り
に

「
ハ
ギ
ワ
ラ
セ
イ
ト
ク
が
…
…
」
と
言
っ
て
い
た
。
も
っ
と
し
っ
か
り
と
聴

い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
一
九
二
八
年
は
、
口
承
文
芸
研
究
史
上
、
記
念
す
べ
き

年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
般
に
は
、
柳
田
國
男
が
初
め
て
昔
話
研
究
に
つ

い
て
長
篇
の
論
文
を
発
表
し
た
年
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
柳
田

國
男
が
「
昔
話
解
説
」
を
新
潮
社
日
本
文
学
講
座
第
一
六
巻
に
発
表
し
た

の
が
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
き
同
じ
月
に
関
敬
吾
は
「
舟
幽

霊
の
話
二
題
」
を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
関
は
、
同
年
八
月
号

に
「
海
の
驚
異
」
を
初
め
て
榊
敏
（
髙
木
敏
雄
に
憧
れ
て
の
筆
名
）
で
発

表
し
て
い
る
。
翌
一
九
二
九
年
に
関
は
『
旅
と
伝
説
』
誌
上
に
榊
敏
の
筆

名
で
「
伝
説
の
島
原
」
を
八
回
に
分
け
て
報
告
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

柳
田
國
男
は
後
年
、
関
の
『
島
原
半
島
民
話
集
』
一
九
三
〇　

東
京
建
設

社
の
序
で

関
君
は
以
前
は
最
も
多
く
伝
説
に
興
味
を
も
ち
、
郷
里
で
少
年
の
頃

か
ら
聴
い
て
知
つ
て
居
る
こ
と
を
、
そ
れ
も
変
名
な
ど
で
折
々
公
表

す
る
の
み
で
、
民
譚
は
余
り
に
た
あ
い
が
無
い
と
い
ふ
風
な
考
へ
を

抱
い
て
居
た
ら
し
い
が
、
一
た
び
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
の
類
の
、
僅

か
ば
か
り
の
暗
示
に
由
つ
て
、
卒
然
と
し
て
二
者
の
相
関
を
看
破
し
、

こ
の
民
間
文
芸
の
大
い
な
る
地
下
流
の
行
く
へ
を
究
む
べ
く
、
特
に

便
宜
の
多
い
或
る
一
つ
の
清
き
泉
の
辺
に
、
生
れ
て
育
つ
た
自
分
で

あ
る
こ
と
に
心
づ
い
た
の
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
た
。
関
が
民
譚
す
な
わ
ち
柳
田
の
い
う
昔
話
に
心
づ
い
た
の

は
柳
田
國
男
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
一
九
三
三　

三
省
堂
に
よ
っ
て
で
あ
る

と
い
う
。
と
こ
ろ
で
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
の
題
名
や
内
容
に
は
注
意
が
必

要
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
柳
田
が
桃
太
郎
の
誕
生
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
、

一
九
三
〇
年
一
月
二
十
四
日
に
柳
田
國
男
が
行
っ
た
講
演
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
。
労
作
『
柳
田
國
男
全
集　

別
巻
１　

年
譜
』
二
〇
一
九　

筑
摩
書

房
に
、一

月
二
四
日　

童
話
作
家
協
会
主
催
の
桃
太
郎
の
会
の
講
演
会
で
、

「
桃
太
郎
の
起
源
と
発
達
」
を
講
演
す
る
。
の
ち
に
「
桃
太
郎
の
誕
生
」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。

と
あ
る
通
り
だ
。
こ
れ
を
関
は
直
接
に
聴
い
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。
関

は
「
あ
と
が
き
」（『
島
原
半
島
民
話
集
』）
に
、

　

こ
の
巻
に
集
め
ら
れ
た
数
々
の
話
は
、
私
に
と
つ
て
懐
か
し
い
も

の
で
あ
る
。
少
年
の
頃
、
今
は
亡
き
二
人
の
姉
と
、
夜
毎
に
母
に
語

り
聴
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
二
十
年
近
く
も
記
憶
の
隅
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に
押
込
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

嘗
て
乞
は
る
ゝ
儘
に
こ
の
幾
つ
か
は
郷
里
の
伝
説
と
共
に
発
表
し

た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
当
時
の
私
に
は
こ
れ
ら
の
話
は
何
等
の
価
値

も
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。

　

し
か
る
に
あ
る
問
題
の
解
決
に
苦
し
ん
だ
時
、
図
ら
ず
も
手
に
し

た
の
は
柳
田
國
男
先
生
の
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
で
あ
つ
た
。
こ
の
中

の
幾
篇
か
は
嘗
て
雑
誌
で
拝
読
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
通
読
す
る
に
及
ん
で
、
私
が
求
め
や
う
と
し
た
も
の
の
緒
を
、

こ
の
中
に
発
見
し
得
た
や
う
な
気
が
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
前
年
世

を
去
つ
た
母
へ
の
追
慕
の
情
が
、
確
乎
と
こ
の
糸
を
私
に
掴
ま
せ
て

く
れ
た
。

と
記
し
て
い
た
。
素
直
に
信
じ
る
な
ら
ば
、
関
敬
吾
が
昔
話
を
我
が
研
究

の
中
心
に
据
え
た
の
は
、『
桃
太
郎
の
誕
生
』
刊
行
後
す
な
わ
ち
一
九
三
三

年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
関
が
柳
田
國
男
の
い
う
昔
話
を

初
め
て
報
告
し
た
の
は
、
他
で
も
な
い
一
九
三
〇
年
一
月
に
僅
か
遅
れ
る

五
月
で
あ
っ
た
。
関
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
「
こ
の
幾
つ
か
は
郷
里
の
伝

説
と
共
に
発
表
し
た
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
関
は
一
九
二
九
年
に
「
伝
説

の
島
原
」
と
題
し
て
伝
説
を
集
中
的
に
八
回
発
表
し
、
翌
一
九
三
〇
年
に

は
「
高
陽
民
話
」
と
題
し
て
柳
田
の
い
う
昔
話
を
三
回
に
わ
た
っ
て
発
表

し
て
い
た
。
関
の
い
う
「
伝
説
と
共
に
」
に
は
、
読
ん
で
い
て
齟
齬
を
感

じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
関
は
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
の
刊
行
以
前
か
ら
、
柳

田
國
男
の
昔
話
研
究
に
大
き
く
興
味
を
傾
け
て
い
た
。

さ
て
、関
敬
吾
が
初
め
て
発
表
し
た
昔
話
関
係
の
報
告
が
三
に
紹
介
し
た
、

榊
敏
「
高
陽
民
話
（
一
）」『
旅
と
伝
説
』
第
三
巻
第
五
号　

一
九
三
〇　

三

元
社
だ
っ
た
。
関
が
「
民
話
」
の
語
を
使
用
し
た
背
景
は
先
述
し
た
通
り
で

あ
る
。
そ
の
冒
頭
を
引
こ
う
。

島
原
地
方
の
昔
話
し
は
先
づ
、「
昔
ぢ
や
つ
た
で
な
も
ん
…
…
」
に
始

ま
り
、「
て
（「
こ
」ノ
誤
植
）る

（
れ
）
ば
つ
か
る
ば
ん
ね
ん
ど
ん

0

0

0

0

0

0

（
人
名
）、
網ア
バ場

ん
（
の
）
忠
れ
ん
ど
ん

0

0

0

0

0

、
江
ノ
浦
ん
彦
れ
ん
ど
ん
…
…
」
で
結
ぶ
。

こ
れ
は
切
支
丹
一
揆
の
折
、
宗
徒
が
小
浜
温
泉
の
入
湯
を
よ
そ
ひ
、

各
地
か
ら
集
つ
た
巨
頭
の
名
で
、
こ
れ
で
総
て
集
つ
た
、
即
ち
こ
れ

で
終
り
だ
と
い
ふ
意
味
か
ら
転
じ
た
も
の
だ
と
言
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
始
ま
り
、
以
下
、「
一
、
山
姥
の
話
」（
話
型
「
牛

方
山
姥
」。『
島
原
半
島
民
話
集
』「
三
二　

馬
方
山
姥
」
に
同
じ
。
語
り

手
・
関
タ
ダ
シ
）、「
二
、
龍
宮
か
ら
お
嫁
さ
ん
を
貰
ふ
話
」（
話
型
「
龍
宮

女
房
」。『
島
原
半
島
民
話
集
』「
四
四　

絵
姿
女
房
」
に
同
じ
。
語
り
手
・

関
タ
ダ
シ
）、「
三
、
蛇
の
お
嫁
」（
話
型
「
蛇
聟
入
水
乞
型
＋
姥
皮
」。『
島

原
半
島
民
話
集
』「
一
三　

蛇
嫁
入　

2
」
に
同
じ
。
語
り
手
・
関
タ
ダ
シ
）

の
三
話
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。『
島
原
半
島
民
話
集
』
は
語
り
手
の
名
前
が

な
い
の
が
関
敬
吾
の
母
・
関
タ
ダ
シ
の
語
り
で
あ
り
、
そ
の
他
は
語
り
手

の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
読
み
比
べ
て
み
る
と
、『
旅
と
伝
説
』
で
は
地

の
文
も
会
話
も
標
準
語
で
書
か
れ
て
い
る
が
、『
島
原
半
島
民
話
集
』
で
は

会
話
は
方
言
を
基
本
と
し
て
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
冒
頭
の
関
の
原
郷
に
お
け
る
「
ム
カ
シ
」
の
語
り

収
め
は
何
と
も
お
も
し
ろ
い
。
関
は
、「
あ
と
が
き
」（『
島
原
半
島
民
話

集
』）
に
も
ム
カ
シ
の
形
式
に
つ
い
て
、
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こ
の
地
方
で
は
昔
話
を
普
通
は
「
む
か
し
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。「
む

か
し
ば
語
つ
て
聞
か
せ
ん
な
い
」、
或
は
「
む
か
し
ば
し
て
聞
か
せ
ん

の
」（
前
者
よ
り
も
や
ゝ
下
等
な
言
葉
）
と
言
へ
ば
、
こ
の
種
の
話
を

聞
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
童
話
と
か
説
話
と
か
言
つ
た
と
て
通
ず
る

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
昔
話
」
と
言
つ
て
す
ら
、
こ
の
種
の
話
を

聞
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
、
郷
土
の
歴
史
や
、
あ
る
家
の
来
歴

を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
も
往
々
に
あ
る
。

　
「
む
か
し
」
の
「
昔
ぢ
や
つ
た
げ
な
も
ん
。
あ
る
処
れ
、
或
は
恰
度

雲
仙
の
ご
た
る
処
れ
、
爺
や
ん
と
婆
や
ん
と
お
ら
い
た
げ
な
も
ー
ん
」

の
語
り
出
し
は
、
大
部
分
は
固
定
し
て
お
り
、
最
後
に
は
必
ず
し
も

話
の
一
つ
一
つ
に
は
付
け
な
い
が
、
そ
の
日
の
最
後
の
話
に
は
、
大

概
は
聴
手
が
知
つ
て
ゐ
る
や
う
な
話
に
、「
こ
る
ば
つ
か
る
ば
ん
ね
ん

ど
ん
、
網
場
ん
忠
れ
ん
ど
ん
、
江
の
浦
ん
彦
れ
ん
ど
ん
、
千
々
石
ん

藤
吉
、
小
野
島
ん
直
吉
」
と
い
ふ
文
句
を
、
始
め
は
緩
に
終
を
次
第

に
早
め
て
語
り
話
を
終
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ほ
話
を
せ
が
む
時

は
「
果
な
し
話
」
や
三
〇
六
頁
の
や
う
な
話
を
し
て
聞
か
せ
る
。
話

の
合
の
手
と
い
ふ
の
は
聞
か
な
い
が
、
時
に
は
「
尻
切
れ
話
」
を
話

の
途
中
に
挿
む
こ
と
も
あ
る
が
。

と
説
明
し
て
い
た
。
こ
の
伝
承
の
様
態
の
説
明
は
、
関
が
「
昔
話
」
で
は

な
く
「
民
話
」
の
語
を
用
い
た
背
景
を
し
っ
か
り
と
、
し
か
も
そ
れ
と
さ

り
げ
な
く
説
明
し
て
、
み
ご
と
で
あ
る
。

一
つ
、
さ
ら
に
想
像
す
る
な
ら
ば
、「
ム
カ
シ
」
の
語
り
収
め
に
、
切
支

丹
伝
説
の
人
物
が
登
場
す
る
あ
り
か
た
は
、
た
と
え
ば
山
形
県
西
村
山
郡

西
川
町
大
井
沢
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
、
た
と
え
ば
、

ど
ん
び
ん
さ
い
す
け
サ
イ
ザ
ブ
ロ
ウ
／
サ
イ
ズ
の
尻け
つ

さ
火
が
つ
い
た

／
オ
イ
マ
も
ヨ
ウ
キ
チ
も
消
せ
ね
／
ト
ミ
ヤ
の
小
便
で
ふ
っ
消
し
た

な
ど
と
い
う
語
り
収
め
、
こ
の
場
合
は
実
在
の
イ
エ
の
屋
号
（
サ
イ
ザ
ブ

ロ
ウ
）
と
実
在
の
人
物
た
ち
に
ま
つ
わ
る
世
間
話
が
語
り
収
め
に
結
び
つ

い
た
も
の
、
そ
れ
と
通
底
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
ト
ン
ト
ム
カ
シ

と
い
う
「
カ
タ
リ
」
の
中
に
「
ハ
ナ
シ
」
ま
で
を
も
吸
収
し
て
い
く
姿
で

な
か
っ
た
か
、
す
な
わ
ち
、
山
形
県
当
地
の
カ
タ
リ
の
強
さ
を
象
徴
し
て

い
る
の
で
な
い
か
と
若
書
き
に
説
い
た
こ
と
が
あ
る
が
（
高
木
史
人
「
昔

話
・
歌
・
世
間
話
」『
山
形
の
民
話
』
第
一
〇
〇
号　

一
九
八
八　

山
形
民

話
の
会
）、
関
敬
吾
の
原
郷
の
語
り
収
め
に
も
カ
タ
リ
の
強
さ
が
影
響
し
て

お
り
、
そ
の
意
識
が
、
柳
田
國
男
の
ハ
ナ
シ
を
重
ん
ず
る
「
昔
話
」
の
意

識
と
に
ず
れ
を
生
じ
て
い
た
。
そ
の
両
者
の
ず
れ
を
露
に
す
る
言
葉
が
関

の
「
民
話
」
の
語
と
し
て
表
出
し
た
の
で
な
か
っ
た
か
。

関
敬
吾
の
「
民
話
」
は
、
畢
竟
彼
の
原
郷
に
お
け
る
「
母
と
息
子
と
の

「
民
話
」」
か
ら
の
展
開
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

附
記　
研
究
例
会
時
と
同
じ
話
で
は
、
当
日
の
出
席
者
に
新
鮮
味
が
な
か

ろ
う
と
考
え
、
大
き
く
内
容
を
改
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
例
会
時
の
内

容
も
、
当
然
も
う
一
つ
の
「
母
と
息
子
と
の
「
民
話
」」
と
し
て
あ
る
。

 

（
た
か
ぎ
・
ふ
み
と
／
関
西
福
祉
科
学
大
学
）


