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一
、
文
語
体
に
よ
る
「
物
語
」
の
創
造

　

柳
田
国
男
を
「
声
」
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
や
は
り

明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
）
六
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
遠
野
物
語
』
を
無
視
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。柳
田
は
多
く
の
著
書
を
著
し
た
が
、遠
野
出
身
の
佐
々

木
喜
善
か
ら
聞
い
た
話
を
ま
と
め
た
こ
の
作
品
は
、
唯
一
の
聞
き
書
き
で

あ
っ
た
。
柳
田
が
『
口
承
文
芸
大
意
』（
岩
波
書
店
）
で
、「
口
承
文
芸
」
と

い
う
概
念
を
提
出
し
た
の
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
四
月
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
出
発
点
に
位
置
す
る
作
品
と
見
る
こ
と
に
不
都
合
は
あ
る
ま
い
。

幸
い
、『
遠
野
物
語
』
に
は
、
草
稿
本
・
清
書
本
・
初
校
本
な
ど
が
残
っ
て

い
る
。
今
、そ
れ
ら
を
使
っ
て
、刻
印
さ
れ
た
「
声
」
に
対
す
る
認
識
を
探
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

　

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
遠
野
物
語
』
は
擬
古
的
な
文
語
体
で
書

か
れ
て
い
て
、
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
名
文
と
し
て
の
評
価
が
高
い
。
し
か
し
、

日
本
の
文
体
史
を
考
え
て
み
る
と
き
、
小
説
の
文
体
は
す
で
に
明
治
二
○
年

代
に
は
口
語
体
に
移
行
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
文
章
が
一
斉
に
口

語
体
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
壇
に
精
通
し
て
い
た
柳
田
が
そ
れ

を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。『
遠
野
物
語
』は
小
説
で
は
な
い
が
、

時
代
の
趨
勢
か
ら
逆
行
す
る
よ
う
に
し
て
、
文
語
体
を
選
択
を
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　

序
文
で
は
、
そ
の
後
に
記
さ
れ
た
一
一
九
話
の
「
物
語
」
は
、「
目
前
の

出
来
事
」「
現
在
の
事
実
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
序
文
が
書
か
れ
た

の
は
清
書
本
の
段
階
な
の
で
、
発
刊
直
前
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
残

る
草
稿
本
と
比
較
し
て
も
、
文
体
に
大
き
な
変
更
は
見
い
だ
せ
な
い
。
草
稿

本
の
段
階
で
早
く
も
文
語
体
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は

す
で
に
序
文
の
主
張
が
潜
在
し
て
い
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、「
目
前
の
出
来
事
」「
現
在
の
事
実
」
を
構
築
す
る
た
め
の
方
法
と

し
て
、
文
語
体
の
選
択
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

例
え
ば
三
話
は
、
佐
々
木
嘉
兵
衛
が
山
奥
で
遭
っ
た
美
女
を
銃
で
撃
ち
、

そ
の
黒
髪
を
切
っ
て
持
っ
て
く
る
際
に
、
山
男
に
取
り
返
さ
れ
た
と
い
う
話

で
あ
る
。
助
動
詞
に
傍
線
を
引
き
な
が
ら
、そ
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

三　
　

山
々
の
奥
に
は
山
人
住
め
り
。
栃ト

チ
ナ
イ内

村
和ワ

ノ野
の
佐
々
木
嘉
兵

「
声
」
の
発
見

―
柳
田
国
男
と
『
遠
野
物
語
』
―

石 

井
　
正 

己

〈声〉の採集者列伝
聞き手たちの時代

　柳田 国男
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衛
と
云
ふ
人
は
今
も
七
十
余
に
て
生
存
せ
り
。
此
翁
若
か
り
し
頃
猟

を
し
て
山
奥
に
入
り
し
に
、
遥
か
な
る
岩
の
上
に
美
し
き
女
一
人
あ

り
て
、
長
き
髪
を
梳

ク
シ
ケ
ヅり

て
居
た
り
。

　

こ
こ
に
は
、
文
語
の
助
動
詞
と
し
て
、
存
続
の
「
り
」「
た
り
」
と
過
去

の
「
き
」
が
見
つ
か
る
。
こ
れ
ら
の
助
動
詞
の
多
用
は
こ
の
話
に
限
ら
ず
、

こ
の
作
品
全
体
を
貫
く
現
象
と
し
て
確
認
で
き
る
。こ
の「
山
人
住
め
り
」「
今

も
七
十
余
に
て
生
存
せ
り
」
と
い
う
存
続
の
助
動
詞
が
、「
目
前
の
出
来
事
」

「
現
在
の
事
実
」
と
い
う
主
張
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、「
此
翁
若
か
り
し
頃
猟
を
し
て
山
奥
に
入
り
し
に
」の「
き
」は
、佐
々

木
嘉
兵
衛
が
体
験
し
た
確
か
な
過
去
を
表
す
が
、
単
な
る
過
去
で
は
終
わ
ら

な
い
。
続
く
「
長
き
髪
を
梳

ク
シ
ケ
ヅり

て
居
た
り
」
と
い
う
存
続
の
助
動
詞
へ
の
展

開
は
、嘉
兵
衛
が
過
去
に
体
験
し
た「
目
前
」「
現
在
」と
し
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
。

嘉
兵
衛
の
視
線
に
添
っ
て
読
み
進
め
て
ゆ
く
読
者
は
、山
奥
で
起
こ
っ
た「
目

前
の
出
来
事
」「
現
在
の
事
実
」の
現
場
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
文
語
体
が
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
助
動
詞
の
機
能
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
助
動
詞
に
導
か
れ
て
、
読
者
は
登
場
人
物
と
同

化
し
て
、「
目
前
の
出
来
事
」「
現
在
の
事
実
」
を
示
す
現
場
に
入
っ
て
ゆ
く

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
話
に
は
「
耐
へ
難
く
睡
眠
を
催

し
け
れ
ば
」
に
過
去
の
「
け
り
」
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
嘉
兵
衛
が
睡
眠
幻

覚
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
事
に
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に

は
過
去
の
「
け
り
」
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
存
続
の
「
り
」「
た
り
」
と

過
去
の
「
き
」
が
交
錯
す
る
文
体
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
文
語
体
は
、
単
な
る
擬
古
文
の
模
倣
で
は
な

く
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
文
体
の
創
造
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
自
身
に
し

て
も
、文
体
を
模
索
し
て
い
た
段
階
の
実
験
の
一
つ
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
は
古
代
以
来
の
「
物
語
」
の
伝
統
に
則
り
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い

近
代
の
「
物
語
」
の
創
造
だ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ

る
こ
と
は
つ
い
に
な
く
、『
遠
野
物
語
』
は
そ
の
ま
ま
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
。

口
承
文
芸
研
究
の
出
発
点
と
さ
れ
な
が
ら
、
口
承
文
芸
史
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
困
難
な
の
は
、
そ
う
し
た
状
況
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

二
、
裏
書
き
に
残
さ
れ
た
聞
き
書
き
の
「
声
」

　

柳
田
が
佐
々
木
か
ら
聞
き
書
き
を
行
っ
た
メ
モ
は
、
手
帳
か
ノ
ー
ト
に
書

か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
残
る
草
稿
本
は

最
も
早
い
段
階
の
資
料
だ
が
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
聞
き
書
き
を
行
っ
た

現
場
の
ノ
ー
ト
で
は
な
い
。
草
稿
本
以
前
の
段
階
を
示
す
資
料
と
し
て
唯
一

残
る
の
は
、「
早
稲
田
大
学
出
版
部
」
の
原
稿
用
紙
の
裏
に
書
か
れ
た
鉛
筆

書
き
一
枚
し
か
な
い
。
そ
れ
は
草
稿
本
末
尾
が
「
百
九
、」
の
番
号
で
空
白

に
な
っ
た
後
に
続
く
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
版
本
の
一
一
六
話
の
末
尾
か

ら
一
一
八
話
に
相
当
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
前
に
も
う
一
枚
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　

今
、
一
一
七
話
の
冒
頭
に
相
当
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

○
コ
レ
モ
ア
ル
所
ニ
「
ト
ヽ
」
ト
「
ガ
ヽ
」
ト
娘
ノ
嫁
ニ
行
ク
支
度
ヲ

買
ヒ
ニ
町
ニ
行
キ

　

戸
ヲ
閉
シ
テ
「
誰
カ
来
テ
モ
ア
ケ
ル
ナ
ヨ
」「
ハ
」
ト
イ
ヒ
テ
出
テ
タ

リ
昼
頃
山
ハ
ヽ
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来
テ
娘
ヲ
取
テ
食
ヒ
娘
ノ
皮
ヲ
カ
フ
リ
娘
ニ
ナ
リ
ニ

（
マ
マ
）ヲ

ル
夕
方
二
人

ノ

　

帰
リ
来
テ
「
オ
リ
コ
ヒ
メ
コ
居
タ
カ
」
ト
イ
ヘ
ハ
「
ア
、
ヰ
タ
マ
ス
、

ハ
ヤ
カ
ツ
タ
ナ

　

モ
シ
」
ト
答
ヘ
二
親
ハ
支
度
ノ
ヨ
キ
衣
ヲ
カ
ヒ
テ
娘
ヲ
ヨ
ロ
コ
ハ
セ

タ
リ

　

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
表
記
を
用
い
て
、
す
で
に
文
語
体
を
採
用
し
て
書

い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
柳
田
は
後
に
、佐
々
木
の
話
は
訛
り
が
強
く
、

聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
聞
き
書
き
は
は
そ
う
し

た
痕
跡
も
な
い
ほ
ど
に
純
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
話
で
あ
る
か
ら
、
全

体
を
方
言
で
語
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
文
章
が
佐
々
木
の
語
っ
た
話
そ

の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
と
も
か
く
、
佐
々
木
の

「
声
」
を
抹
殺
す
る
こ
と
で
、
文
語
体
化
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
こ
の
裏
書
き
は
佐
々
木
の
「
声
」
の
す
べ
て
を
抹
殺
し
た
わ
け
で

は
な
い
。「
ト
ヽ
」「
ガ
ヽ
」
は
父
母
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、「
誰
カ
来

テ
モ
ア
ケ
ル
ナ
ヨ
」「
ハ
」
と
「
オ
リ
コ
ヒ
メ
コ
居
タ
カ
」「
ア
、ヰ
タ
マ
ス
、

ハ
ヤ
カ
ツ
タ
ナ
モ
シ
」
は
父
母
と
オ
リ
コ
ヒ
メ
コ
の
会
話
で
あ
り
、
ど
れ
も

方
言
で
書
か
れ
て
い
る
。
全
体
が
漢
字
片
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
括

弧
で
括
ら
れ
た
箇
所
は
、
佐
々
木
の
語
っ
た
言
葉
を
残
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。括
弧
は
佐
々
木
の「
声
」を
残
し
た
こ
と
を
示
す
記
号
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

初
版
本
で
、
一
一
七
話
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
そ
の
際
に
、
裏
書

き
と
異
な
る
箇
所
に
は
傍
線
を
引
い
て
お
い
た
。

一
一
七　

昔
々
こ
れ
も
あ
る
所
に
ト
ヽ
と
ガ
ヾ
と
、
娘
の
嫁
に
行
く

支
度
を
買
ひ
に
町
へ
出
で
行
く
と
て
戸
を
鎖ト

ザ
し
、
誰
が
来
て
も
明
け

る
な
よ
、
は
ア
と
答
へ
た
れ
ば
出
で
た
り
。
昼
の
頃
ヤ
マ
ハ
ヽ
来
り

て
娘
を
取
り
て
食
ひ
、
娘
の
皮
を
被カ

ブ
り
娘
に
な
り
て
居ヲ

る
。
夕
方
二

人
の
親
帰
り
て
、お
り
こ
ひ
め
こ
居
た
か
と
門
の
口
よ
り
呼
べ
ば
、あ
、

ゐ
た
ま
す
、
早
か
つ
た
な
し
と
答
へ
、
二
親
は
買
ひ
来
た
り
し
色
々

の
支
度
の
物
を
見
せ
て
娘
の
悦
ぶ
顔
を
見
た
り
。

　

新
た
に
「
昔
々
」
と
い
う
昔
話
の
冒
頭
句
が
付
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、

裏
書
き
に
記
さ
れ
た
筋
書
き
を
よ
り
正
確
に
書
き
改
め
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
く
。
こ
こ
に
も
、
三
話
の
冒
頭
部
に
見
え
た
存
続
の
「
た
り
」
と
過
去

の
「
き
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
昔
話
な
の
で
、
語
り
部
が

語
る
「
…
…
た
ず
も
な
」
を
翻
訳
し
た
「
け
り
」
が
使
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ

だ
が
、
そ
れ
は
見
ら
れ
な
い
。
柳
田
に
は
、
お
そ
ら
く
伝
説
と
昔
話
を
書
き

分
け
る
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
一
方
で
す
ぐ
に
気
が
つ
く
よ
う
に
、
裏
書
き
で
括
弧
に
括
ら
れ
て

い
た
箇
所
を
見
る
と
、
括
弧
は
取
れ
た
も
の
の
、「
ト
ヽ
」「
ガ
ヾ
」
に
し
て

も
、「
誰
が
来
て
も
明
け
る
な
よ
」「
は
ア
」、「
お
り
こ
ひ
め
こ
居
た
か
」「
あ
、

ゐ
た
ま
す
、
早
か
つ
た
な
し
」
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
い
。
裏
書

き
で
は
括
弧
の
な
か
っ
た「
山
ハ
ヽ
」が「
ヤ
マ
ハ
ヽ
」と
片
仮
名
表
記
に
な
っ

て
い
て
、
方
言
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
る
。
方
言
で
書
い
て
い
た
言

葉
や
会
話
文
は
、
裏
書
き
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
遠
野
物
語
』
は
文
語
体
を
採
用
し
て
、
共
通
語
化
を
図
っ
た
。
や
や
古

風
な
共
通
語
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
列
島
の
古
層
に
残
る
「
物
語
」
を

表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
文
体
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、こ
れ
は「
遠
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野
」
に
固
有
の
「
物
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
方
言
を

採
用
す
る
こ
と
で
、
文
語
体
で
は
消
え
て
し
ま
う
「
遠
野
」
の
「
声
」
を
残

す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
「
遠
野
物
語

0

0

0

0

」
と
命
名
さ
れ
た

の
に
は
、
深
い
理
由
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、『
遠
野
物
語
』
に
残
さ
れ
た
方
言
の
位
相

　

し
か
し
、『
遠
野
物
語
』
の
会
話
文
は
や
は
り
共
通
語
が
中
心
で
、

一
一
七
話
と
同
様
に
会
話
文
に
方
言
を
残
し
た
箇
所
は
多
く
な
い
。
だ
が
、

例
え
ば
、
猟
師
が
山
中
で
長
者
の
娘
に
遭
っ
た
と
い
う
六
話
は
、
こ
う
な
っ

て
い
る
。

六　
　

遠
野
郷
に
て
は
豪
農
の
こ
と
を
今
で
も
長
者
と
云
ふ
。
青
笹

村
大
字
糠

ヌ
カ
ノ
マ
ヘ

前
の
長
者
の
娘
、
ふ
と
物
に
取
り
隠
さ
れ
て
年
久
し
く
な

り
し
に
、
同
じ
村
の
何
某
と
云
ふ
猟
師
、
或
日
山
に
入
り
て
一
人
の

女
に
遭ア

ふ
。
怖
ろ
し
く
な
り
て
之
を
撃
た
ん
と
せ
し
に
、
何
を
ぢ
で

は
無
い
か
、
ぶ
つ
な
と
云
ふ
。
驚
き
て
よ
く
見
れ
ば
か
の
長
者
が
ま

な
娘
な
り
。
何
故
に
こ
ん
な
処
に
居
る
ぞ
と
問
へ
ば
、
或
る
物
に
取

ら
れ
て
今
は
其
妻
と
な
れ
り
。
子
も
あ
ま
た
生ウ

み
た
れ
ど
、
す
べ
て

夫ヲ
ツ
トが

食
ひ
尽
し
て
一
人
此
の
如
く
在
り
。
お
の
れ
は
此
地
に
一
生
涯

を
送
る
こ
と
な
る
べ
し
。
人
に
も
言
ふ
な
。
御
身
も
危
ふ
け
れ
は
疾ト

く
帰
れ
と
云
ふ
ま
ゝ
に
、
其
在
所
を
も
問
ひ
明
ら
め
ず
し
て
遁
げ
還

れ
り
と
云
ふ
。

　

猟
師
が
女
を
撃
と
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
女
は
「
何
を
ぢ
で
は
無
い
か
、

ぶ
つ
な
」
と
言
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
口
語
体
だ
が
、
共
通
語
で
は
な
い
。
ま

さ
に
遠
野
の
方
言
で
書
か
れ
て
い
て
、
緊
迫
感
の
あ
る
場
面
に
は
登
場
人
物

の「
声
」が
生
で
残
っ
た
こ
と
に
な
る
。
留
場
栄
の『
む
ら
こ
と
ば
事
典
』（
私

家
版
、
一
九
九
三
年
）
に
も
、
上
巻
に
「
お
ず
（
お
ん
ず
）〔
叔
父
〕」、
下

巻
に
「
ぶ
つ
〔
打
つ
〕」
が
見
つ
か
る
。「
何
を
ぢ
」
は
実
際
に
は
名
前
を
言
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
喜
善
が
忘
れ
た
の
か
、
柳
田
が
聞
き
た
だ
さ
な
か
っ
た

の
か
し
て
、
固
有
名
詞
は
出
て
こ
な
い
。
猟
師
の
名
前
が
「
何
某
」
と
な
っ

て
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し

た
箇
所
に
は
、
生
の
「
声
」
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
、「
何
故
に
こ
ん
な
処
に
居
る
ぞ
」
や
、「
或
る
物
に

取
ら
れ
て
今
は
其
妻
と
な
れ
り
。
子
も
あ
ま
た
生ウ

み
た
れ
ど
、
す
べ
て
夫

ヲ
ツ
ト

が
食
ひ
尽
し
て
一
人
此
の
如
く
在
り
。
お
の
れ
は
此
地
に
一
生
涯
を
送
る
こ

と
な
る
べ
し
。
人
に
も
言
ふ
な
。
御
身
も
危
ふ
け
れ
は
疾ト

く
帰
れ
」
は
、
文

語
体
そ
の
ま
ま
で
、
地
の
文
と
差
が
な
い
。
実
は
、『
遠
野
物
語
』
の
会
話

文
は
こ
う
し
た
文
体
の
方
が
遥
か
に
多
く
、
基
本
的
に
は
地
の
文
も
会
話
文

も
共
通
語
で
あ
る
文
語
体
で
貫
か
れ
て
い
る
。
先
の
一
一
七
話
に
方
言
の
会

話
が
よ
く
残
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
昔
話
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
。

　

た
だ
し
、
単
語
な
ら
ば
、
方
言
は
あ
る
程
度
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
の
一
一
七
話
の
「
ト
ヽ
」「
ガ
ヾ
」「
ヤ
マ
ハ
ヽ
」
は
片
仮
名
表
記
に
な
っ

て
い
た
。
同
様
の
表
記
を
拾
う
と
、
一
一
話
の
「
ガ
ガ
」、
四
二
話
の
「
ワ

ツ
ポ
ロ
」、
四
六
話
の
「
オ
キ
」、
五
○
話
の
「
カ
ツ
コ
花
」、
五
一
話
の
「
オ

ツ
ト
鳥
」、
五
二
話
の
「
ク
ツ
ゴ
コ
」、
五
三
話
の
「
ガ
ン
コ
」、
五
四
話
の

「
ハ
タ
シ
」、六
三
話
の
「
カ
ド
」「
ケ
セ
ネ
ギ
ツ
」「
ケ
セ
ネ
」「
マ
ヨ
ヒ
ガ
」、
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七
九
話
の
「
ヨ
バ
ヒ
ト
」、一
○
九
話
の
「
ホ
ラ
」、一
一
一
話
の
「
ハ
カ
ダ
チ
」

「
ハ
カ
ア
ガ
リ
」、一
一
五
話
の
「
ヤ
マ
ハ
ヽ
」、一
一
六
話
の
「
ト
ヽ
」「
ガ
ヽ
」

「
ヤ
マ
ハ
ヽ
」「
コ
レ
デ
ド
ン
ド
ハ
レ
」
な
ど
が
見
つ
か
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、

『
む
ら
こ
と
ば
事
典
』
に
も
載
っ
て
い
る
方
言
で
あ
る
。

　

だ
が
、
片
仮
名
表
記
で
な
く
て
も
、
遠
野
の
方
言
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
言
葉
は
見
つ
か
る
。
例
え
ば
、
六
話
に
「
遠
野
郷
に
て
は
豪
農
の
こ
と
を

今
で
も
長
者
と
云
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
長
者
」
が
豪
農
を
意
味
す
る

方
言
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
豪
農
の
意
味
で
「
長

者
」
と
言
う
の
は
遠
野
独
特
の
方
言
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
の
か
、
片
仮
名

表
記
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
長
者
」
は
方
言
と
見
て
い
い
言
葉
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

同
様
に
し
て
見
て
ゆ
く
と
、五
二
話
の「
馬ウ

マ
オ
ヒ
ド
リ

追
鳥
」、五
三
話
の「
郭

ク
ワ
ツ
コ
ウ公

」「
庖

丁
か
け
」
と
い
っ
た
鳥
の
名
前
も
、
や
は
り
方
言
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
む

ら
こ
と
ば
事
典
』
に
も
こ
れ
ら
は
載
っ
て
い
る
。「
遠
野
に
て
は
時
鳥
の

こ
と
を
庖
丁
か
け
と
呼
ぶ
」
と
あ
る
の
は
、「
長
者
」
の
記
述
方
法
と
同

じ
で
あ
る
。
一
一
五
話
の
「
御オ

ト
ギ
バ
ナ
シ

伽
話
の
こ
と
を
昔

ム
カ
シ
ム
カ
シ々

と
云
ふ
」
と
い
う

「
昔

ム
カ
シ
ム
カ
シ々」

も
、
昔
話
を
意
味
し
た
方
言
で
あ
ろ
う
。
そ
の
形
式
に
こ
だ
わ

り
す
ぎ
た
た
め
に
、
一
一
七
話
で
裏
書
き
に
な
い
「
昔
々
」
を
挿
入
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
単

語
と
し
て
の
方
言
を
よ
く
残
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
こ
の
作
品
が
ま
さ
に「
遠0

野0

物
語
」
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

四
、
音
読
さ
れ
た
『
遠
野
物
語
』

　
『
遠
野
物
語
』
と
「
声
」
の
問
題
を
考
え
る
最
後
に
、
音
読
の
こ
と
を

取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
前
田
愛
の
『
近
代
読
者
の
成
立
』（
有
精
堂
、

一
九
七
三
年
）
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
日
本
に
は
音
読
の
習
慣

が
広
く
あ
っ
た
。
一
方
で
黙
読
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
詩
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
聞
や
小
説
も
音
読
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
資
料
は
少
な
く
な
い
。
文
字
言
語
も
ま
た
、
声
を
介
し
て
享
受
さ
れ
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
口
承
文
芸
研
究
は
純

粋
な
口
頭
伝
承
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
文
字
を
介
し
た
音
読
を
包
摂
し
つ

つ
、
そ
の
概
念
が
再
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
な
ら
ぬ
『
遠
野
物
語
』
も
ま
た
、
音
読
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
引
い
た
一
一
七
話
や
六
話
で

も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
本
文
に
は
部
分
的
に
片
仮
名
で
振
り
仮
名
が
付
い

て
い
る
。
こ
れ
は
草
稿
本
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
清
書
本
の
段
階
で
付
け

ら
れ
て
い
る
。
地
名
・
人
名
と
い
っ
た
固
有
名
詞
は
も
ち
ろ
ん
、
普
通
名
詞

な
ど
に
も
付
い
て
い
る
が
、そ
の
原
則
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
だ
が
、

注
意
深
く
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
作
品
が
音
読
さ
れ

る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

実
際
、『
遠
野
物
語
』
を
音
読
し
た
人
と
し
て
は
、
折
口
信
夫
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
の
『
ド
ル
メ
ン
』
第
五
巻

第
一
号
に
載
っ
た「
遠
野
物
語
」と
題
す
る
長
歌
は
、大
正
三
年（
一
九
一
四
）

冬
、
神
保
町
の
露
店
で
『
遠
野
物
語
』
を
買
っ
た
感
激
を
詠
む
が
、
そ
の
中

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。
今
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
の
『
古

代
感
愛
集
』（
青
磁
社
）
か
ら
引
く
。
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末
ず
ゑ
は
、
ぺ
い
じ
も
截
ら
ず　

さ
な
が
ら
に
お
き
し
幾
枚ヒ

ラ
。

指オ
ヨ
ビも

て
我
は
截
り
つ
ゝ
、
立
ち
な
が
ら
読
め
り
─
幾
枚ヒ

ラ
。

　

こ
の
記
述
は
、
ア
ン
カ
ッ
ト
版
で
あ
っ
た
『
遠
野
物
語
』
の
形
態
を
彷
彿

と
さ
せ
る
が
、
末
尾
を
指
で
裁
断
し
て
読
ん
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
も
う
物

語
本
文
に
入
っ
て
い
た
と
見
て
い
い
。こ
の「
立
ち
な
が
ら
読
め
り
─
幾
枚ヒ

ラ
。」

は
音
読
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
長
歌
の
最
後
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ

て
い
る
。

五
分
し
ん
の
ら
ん
ぷ
掻カ

上ヽ
げ
て
、
さ
夜
深
く
読
み
立
つ
声
の　

わ
が

声
を
屢シ

マ
ヽ
ヽ々

ひ
そ
め
、
若
け
れ
ば　

涙
た
り
け
り
。
遠
野
物
語
の
う
へ

に

　

こ
の
「
さ
夜
深
く
読
み
立
つ
声
の　

わ
が
声
を
屢シ

マ
ヽ
ヽ々

ひ
そ
め
、」
は
明
ら

か
に
音
読
で
あ
る
。
し
か
も
折
口
の
場
合
、
街
頭
の
ガ
ス
灯
の
下
で
立
ち
読

み
し
た
り
、
机
に
置
い
た
ラ
ン
プ
の
灯
り
で
読
ん
だ
り
し
て
い
る
が
、
ど
ち

ら
も
孤
独
な
音
読
で
あ
る
。
一
人
で
も
声
に
出
し
て
読
む
の
が
当
時
の
習
慣

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
他
な
ら
ぬ
遠
野
の
地
で
、『
遠
野
物
語
』
を
音
読
し
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
二
月
、
遠
野
町
郷
土
座
談

会
と
遠
野
物
語
朗
読
会
の
菊
池
明
八
が
書
い
た
序
文
を
持
つ
謄
写
版
が
作

成
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
は
こ
の
時
、
第
五
代
遠
野
町
長
の
立
場
に
あ
っ
た
の

で
、
実
際
に
は
町
長
の
名
を
借
り
た
だ
け
の
序
文
か
も
し
れ
ず
、
二
つ
の
会

の
実
態
も
明
ら
か
で
な
い
。
だ
が
、
序
文
に
よ
れ
ば
、『
遠
野
物
語
』
は
出

版
当
時
五
、六
冊
町
内
有
志
の
手
に
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
散
佚
し
て
し
ま

い
、
今
回
、
佐
々
木
勇
吉
所
蔵
本
を
借
り
て
謄
写
し
た
と
す
る
。
発
刊
か
ら

二
三
年
後
、
地
元
遠
野
で
も
、『
遠
野
物
語
』
は
「
名
著
」
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
謄
写
版
が
「
遠
野
物
語
朗
読

0

0

会
」
で
出
さ
れ
た
こ

と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
の
謄
写
版
は
初
版
本
に
代
わ
る
「
朗
読
」
用
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
「
朗
読
」

さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、「
朗
読
会0

」
と
言
う
か
ら
に
は
、
組
織
を
作
っ

て
定
期
的
に
「
朗
読
」
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
、

『
遠
野
物
語
』
の
「
声
」
の
復
活
で
あ
る
と
同
時
に
、『
遠
野
物
語
』
学
習
の

第
一
歩
で
も
あ
っ
た
。
佐
々
木
は
こ
の
時
、
仙
台
に
出
て
い
た
が
、
ま
だ
存

命
中
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
話
し
手
や
書
き
手
の
手
を
離
れ
た

『
遠
野
物
語
』
の
享
受
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
柳
田
が
「
口
承
文
芸
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
翌

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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