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◆ キーワード　高野辰之／童話／昔話研究／教育／分類

高
野
辰
之
の
童
話
研
究

藤 

井　

倫 

明

は
じ
め
に

高
野
辰
之
は
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
国
文
学
者
・
教

育
者
・
官
僚
で
あ
る
。
国
文
学
者
と
し
て
は
演
劇
の
研
究
な
ど
現
在
で
も
評

価
の
高
い
業
績
は
多
い
。
教
育
者
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
学
校
で
教
鞭
を

と
っ
た
他
、
当
時
の
文
部
省
で
国
定
教
科
書
の
制
定
な
ど
に
深
く
関
わ
っ
て

い
て
、
近
代
の
学
校
教
育
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
朧
月
夜
」「
故
郷
」
な
ど
現
在
で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
様
々
な
唱
歌

の
作
詞
者
と
し
て
一
般
に
も
広
く
名
の
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。

高
野
は
明
治
の
後
期
に
は
童
話
（
現
在
の
童
話
と
は
異
な
り
、
現
在
の

昔
話
の
意
味
に
近
い
。
た
だ
し
、
現
在
の
昔
話
よ
り
も
広
い
意
味
に
使
用

さ
れ
る
）
の
収
集
と
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
童
話
を
再
構
成
し
ど

の
よ
う
に
し
て
教
育
に
応
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
研
究
し
、
実
際
に

児
童
向
け
に
再
構
成
し
た
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
高
野

の
童
話
研
究
お
よ
び
再
構
成
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
高

野
は
童
話
研
究
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
文
を
残
さ
ず
、
高
野
が
関
わ
っ

て
収
集
し
た
童
話
資
料
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
高
野
の
再
構
成
し
た
童
話
は
一
冊
の
童
話
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
現
存
す
る
も
の
も
少
な
い
。
こ
れ
ら
が
高
野
の
童
話
研

究
お
よ
び
再
構
成
が
現
在
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ
、高
野
は
童
話
研
究
に
関
す
る
覚
書
の
自
筆
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
高
野
の
童
話
研
究
と
収
集
の
方
法
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
論
者
は
、
長
野
県
野
沢
温
泉
村
に
あ
る
『
高
野
辰
之
記

念
館
お
ぼ
ろ
月
夜
の
館
』
に
足
を
運
び
、
こ
の
覚
書
の
複
写
を
も
ら
う
こ
と

が
で
き
た
。
覚
書
で
あ
る
た
め
、
全
体
的
に
走
り
書
き
で
推
敲
の
た
め
多
く

の
箇
所
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
読
み
づ
ら
い
資
料
で
あ
っ
た
が
、
翻
刻
を
し
、

内
容
を
ほ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
も
と
に
、
高
野
が
ど
の
よ

う
に
童
話
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
研
究
を
ど
の
よ
う
に
再
構
成
に

活
か
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
高
野
は
基
本
的
に
現
在
の
昔
話
に
近
い
意
味
で
「
童
話
」
と
い
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う
語
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
本
発
表
は
現
在
の
昔
話
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
「
童
話
」
の
語
を
使
用
す
る
。

１
・
高
野
辰
之
の
童
話
採
集

高
野
辰
之
は
長
野
県
下
水
内
郡
永
田
村
大
字
永
江
（
現
在
の
中
野
市
）
出

身
の
国
文
学
者
・
教
育
者
・
官
僚
で
あ
り
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
渡
っ
て

活
動
し
た
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
、
長
野
県
に
生
ま
れ
、
一
八
九
八

（
明
治
三
十
一
）
年
に
上
京
。
上
田
萬
年
に
師
事
し
国
文
学
を
学
ぶ
。

一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
文
部
省
の
国
語
教
科
書
編
纂
医
院
嘱
託
と

な
り
、
教
科
書
編
纂
に
関
わ
る
。
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
、
文
部

省
属
官
と
な
り
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
ま
で
務
め
る
。
一
九
一
〇

（
明
治
四
十
三
）
年
に
東
京
音
楽
教
授
と
な
る
。
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）

年
に
文
学
博
士
と
な
る
。
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
大
正
大
学
教
授
と
な

る
。
国
文
学
者
と
し
て
は
主
に
歌
謡
や
演
劇
の
研
究
で
の
業
績
が
大
き
い
。

教
育
者
と
し
て
は
、
国
語
の
国
定
教
科
書
編
纂
に
関
わ
っ
た
ほ
か
、
多
く
の

唱
歌
の
作
詞
を
行
う
な
ど
、
音
楽
教
育
に
力
を
注
い
だ
。
一
九
四
三
（
昭
和

十
八
）
年
、
故
郷
に
近
い
長
野
県
下
高
井
郡
豊
郷
村
（
現
在
の
野
沢
温
泉
村
）

に
隠
棲
。
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
に
死
去
。

文
部
省
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
に
、
童
話
伝
説
俗
謡
等
調
査

を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
地
方
に
残
る
童
話
や
伝
説
な
ど
の
採

取
が
行
わ
れ
た
。
方
法
と
し
て
は
、
各
地
の
教
員
に
調
査
な
ど
に
依
頼
し
、

中
央
に
報
告
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
高
野
は
、
当
時
国
定
教
科
書

編
纂
の
職
務
が
忙
し
く
、
こ
の
事
業
に
は
関
わ
れ
な
か
っ
た
（
１
）。

高
野
は
、
今
回
の
題
材
で
あ
る
覚
書
の
中
で
こ
の
調
査
結
果
は
大
い
に

不
満
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
理
由
は
後
述
す
る
）。
そ
の
た
め
、

独
自
に
つ
て
を
頼
っ
て
童
話
を
採
集
し
た
り
、
自
ら
現
地
に
赴
い
て
調
査
を

し
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
後
に
童
話
再
構
成
事
業
に
活
か
さ

れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
高
野
が
採
取
し
た
資
料
そ
の
も
の
は
発
見
さ
れ

て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
文
部
省
の
集
め
た
資
料
は
関
東
大
震
災
の
際
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
高
野
は
記
し
て
い
る
が
（
２
）、

一
部
は
現
存
し
て
い
る
（
３
）。

２
・
覚
書
自
筆
ノ
ー
ト
『
日
本
の
童
話
』

覚
書
自
筆
ノ
ー
ト
は
表
紙
に
『
瓜
姫
。
鬼
の
面
。
田
螺
の
嫁
様
。
日
本

の
童
話
』
と
タ
イ
ト
ル
が
書
か
れ
、
明
治
四
十
年
七
月
起
稿
と
記
さ
れ
て

い
る
（
以
下
、
自
筆
覚
書
ノ
ー
ト
は
『
日
本
の
童
話
』
と
す
る
）。

前
半
は
、「
瓜
姫
」、「
鬼
の
面
」、「
田
螺
の
嫁
様
」
三
篇
の
再
構
成
作
品

の
草
稿
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
春
陽
堂
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
た
『
家
庭
お
伽

話
』
の
草
稿
と
考
え
ら
れ
る
。
訂
正
を
な
ん
ど
も
行
っ
た
跡
が
残
っ
て
い
て
、

作
品
を
作
る
に
あ
た
り
多
く
の
推
敲
を
加
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

後
半
は
、
講
演
の
草
稿
と
思
わ
れ
る
資
料
で
、
書
い
て
あ
る
内
容
か
ら

見
て
福
岡
県
の
教
員
を
対
象
に
し
て
行
わ
れ
た
講
演
用
の
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
年
の
夏
に
福
岡
県
を
訪
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
４
）。

た
だ
、
こ
の
草
稿
の
内
容
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
記

録
が
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
講
演
が
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
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か
は
不
明
で
あ
る
。

内
容
は
、
童
話
の
定
義
、
童
話
の
教
育
的
利
用
に
つ
い
て
、
童
話
の
分

類
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
昔
話
研
究
と
基
本

的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
内
容
の
多
く
は
童
話
の
教
育
へ
の
利

用
に
関
す
る
こ
と
に
割
か
れ
て
お
り
、
教
育
者
お
よ
び
文
部
省
の
官
僚
と

し
て
、
童
話
の
教
育
へ
の
応
用
と
い
う
問
題
に
関
心
が
深
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

童
話
の
専
門
家
で
は
な
い
人
物
た
ち
に
語
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
た

め
、
全
体
的
に
見
て
、
わ
か
り
や
す
く
か
み
砕
い
た
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、

限
ら
れ
た
時
間
内
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
内
容
を
喋
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
内
容
を
高
野
の
考
え
そ
の
ま
ま
と
見

る
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
高
野
の
童
話
に
対
し
て
の
考
え
方
を
あ
る

程
度
知
る
糸
口
に
は
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
引
用
は
翻
刻
し
た
も
の
を
使
用
す
る
。
解
読
不
能
だ
っ
た
文
字

は
□
で
記
す
。

『
日
本
の
童
話
』
の
う
ち
、
高
野
の
童
話
に
関
す
る
考
え
が
書
い
て
あ
る

後
半
部
分
を
中
心
に
考
察
す
る
。『
日
本
の
童
話
』
に
は
、
ペ
ー
ジ
数
が
ふ

ら
れ
て
お
り
、童
話
の
研
究
に
関
す
る
箇
所
は
二
六
ペ
ー
ジ
か
ら
七
九
ペ
ー

ジ
ま
で
で
あ
る
。
最
初
の
二
六
ペ
ー
ジ
に
大
ま
か
な
目
次
が
書
か
れ
て
い

る
（
目
次
は
論
末
図
１
参
照
）。

○
の
記
号
で
始
ま
る
一
文
が
基
本
的
に
各
節
の
見
出
し
で
あ
る
。
た
だ

し
、
最
初
の
「
こ
と
に
教
育
的
意
義
」
は
目
次
の
中
に
紛
れ
て
い
る
が
、

節
の
見
出
し
で
は
な
く
副
題
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

高
野
が
童
話
の
教
育
へ
の
利
用
を
特
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
ま
た
、
下
段
の
○
か
ら
始
ま
る
一
文
も
目
次
の
見
出
し
で
は
な
く
、

教
材
と
し
て
の
童
話
の
意
義
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
編
で

は
そ
の
こ
と
に
関
し
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
各
節
の
見
出
し
と
な
る
の
は
上
段
の
部
分
で
あ
る
。
紛
ら

わ
し
い
た
め
、
節
の
見
出
し
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
便
宜
上
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
記
号
を
ふ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
図
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
記
号
は
原

本
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
出
し
は
本
文
に
は
書
か
れ
て
は
い
な

い
が
、『
日
本
の
童
話
』
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
だ
い
た
い
目
次
通
り
に

進
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
目
次
に
そ
っ
て
各
節
で

ど
の
よ
う
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

各
節
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
Ａ
）
童
話
の
教
育
的
価
値　

道
徳
思
想　

国
民
思
想

全
体
の
導
入
部
に
あ
た
る
内
容
で
あ
り
、
全
体
で
述
べ
る
事
の
趣
旨
の

要
約
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
童
話
と
し
て
定
義
す
る
か
、
そ
れ
に
は
ど
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｂ
）
西
洋
に
於
け
る
童
話
関
連

日
本
よ
り
も
早
く
童
話
研
究
の
は
じ
ま
っ
た
西
洋
の
状
況
を
簡
潔
に
ま

と
め
て
い
る
。
主
に
、
童
話
を
教
育
に
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
る

採
用
論
と
、
童
話
を
教
育
に
利
用
す
る
こ
と
に
反
対
の
排
斥
論
そ
れ
ぞ
れ

の
主
張
の
紹
介
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
目
次
で
二
重
線
が
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引
か
れ
消
さ
れ
て
い
た
「
〇
我
が
国
に
於
け
る
童
話
の
利
用
」
に
あ
た
る

と
思
わ
れ
る
内
容
が
存
在
す
る
が
、
非
常
に
短
く
、
内
容
も
西
洋
の
事
情

を
受
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
、「
西
洋
に
於
け
る
童
話
関
連
」
の
一

部
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
高
野
も
そ
の
よ
う
に
考
え

節
と
し
て
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
Ｃ
）
我
が
国
の
童
話　

其
生
成
の
時
代

「
こ
れ
よ
り
本
題
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
る
。」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
か

ら
が
高
野
が
内
容
の
中
心
と
考
え
る
も
の
と
な
る
。
小
見
出
し
に
一
、
其
性

質　

二
、
其
分
類　

三
、
其
通
例　

四
、
其
分
布　

と
あ
る
。
童
話
に
は
ど

の
よ
う
な
種
類
が
あ
り
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
の
が
適
当
か
、
日
本
国
内
に

ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
中
心
に
述
べ
ら
れ
る
。

（
Ｄ
）
童
話
の
利
用

現
在
の
教
科
書
の
状
況
か
ら
、
も
っ
と
教
育
に
日
本
の
童
話
を
採
用
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
を
述
べ
、
そ
の
有
用
性
を
示
し
て
い
る
。

（
Ｅ
）
排
斥
す
べ
き
童
話

後
半
は
排
斥
す
べ
き
童
話
に
関
す
る
話
題
か
ら
は
離
れ
、
童
話
の
利
用

に
関
す
る
内
容
と
な
る
。
高
野
は
童
話
を
教
育
に
利
用
す
る
に
あ
た
り
、

全
て
の
童
話
を
分
け
隔
て
な
く
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
中
に
は
児
童
に

悪
影
響
の
あ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
教
育
に
利
用
す
べ
き
で
は
な
い

と
し
て
い
る
。

（
Ｆ
）
童
話
の
調
査

日
本
に
も
グ
リ
ム
童
話
集
の
よ
う
な
日
本
童
話
全
集
を
作
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
説
き
、
童
話
の
収
集
と
利
用
の
調
査
に
教
育
者
が
力
を
尽
く
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
最
後
に
、
聴
衆
と
し
て
想
定
し
て
い
る
福
岡

県
の
教
員
に
対
す
る
感
謝
の
意
を
持
っ
て
、
文
章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

３
・
高
野
辰
之
の
童
話
研
究

『
日
本
の
童
話
』
の
内
容
は
主
に
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
、
童
話
の
定
義
、
分
類
、
分
布
な
ど
童
話
そ
の
も
の
の
研
究
に

関
す
る
内
容
、
も
う
ひ
と
つ
は
童
話
の
教
育
へ
の
利
用
に
関
す
る
内
容
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
は
両
方
の
内
容
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
節
ご

と
に
完
全
に
分
類
は
で
き
な
い
が
、
だ
い
た
い
の
傾
向
で
分
け
る
と
、
童
話

そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
（
Ａ
）、（
Ｃ
）、（
Ｆ
）
で
あ
り
、
童
話
の

教
育
へ
の
利
用
に
関
す
る
内
容
は
、
主
に
（
Ｂ
）、（
Ｄ
）、（
Ｅ
）
が
あ
た
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
内
容
に
そ
っ
て
、『
日
本
の
童
話
』
に
書
か
れ
た
高
野
の

考
え
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

・
童
話
そ
の
も
の
の
研
究

高
野
は
、
童
話
の
定
義
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

普
通
独
逸
あ
た
り
の
メ
ー
ル
ヘ
ン
を
童
話
と
訳
す
様
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
ゝ
に
い
ふ
童
話
は
そ
れ
よ
り
も
少
し
意
味
が
広
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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何
で
も
家
庭
に
於
て
父
兄
が
児
童
に
語
つ
て
聞
か
せ
る
昔
噺
類
を
総
称

し
て
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
お
伽
噺
と
で
も
い
ふ
方
が
適

当
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
普
通
教
育
者
の
間
に
は
こ
の
童
話
と
い
ふ
呼

び
方
の
方
が
多
く
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
こ
ゝ
に
も
そ
れ
を
用
ひ
た

の
で
あ
り
ま
す
。（
引
用
1　
覚
書
二
九
頁
）

童
話
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
れ
は
諸
兄
が
千
万
御
承
知
の
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
る
が
、
ざ
つ
と
い
つ
て
見
ま
す
と
、
昔
か
ら
今
に
至
る
迄

語
り
伝
へ
る
所
の
一
種
の
伝
説
と
も
口
碑
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
こ
れ

が
勧
善
懲
悪
の
旨
意
に
な
れ
る
も
の
で
も
、
但
し
は
英
雄
の
事
蹟
を
伝

え
た
も
の
で
も
、
単
に
昔
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
つ
た
と
い
う
だ
け
の
い

い
伝
で
あ
つ
て
も
、
但
し
は
娯
楽
を
旨
と
し
て
作
ら
れ
た
作
り
話
で
あ

つ
て
も
、
即
ち
い
い
か
え
て
み
れ
ば
教
訓
的
で
あ
ら
う
と
も
英
雄
譚
で

あ
ら
う
と
も
国
民
伝
説
で
あ
ろ
う
と
も
頓
智
滑
稽
談
で
あ
ろ
う
と
も
人

類
が
其
の
児
童
に
昔
の
噺
と
し
て
、
娯
楽
乃
至
娯
楽
の
う
ち
に
教
訓
を

与
へ
よ
う
と
し
て
語
り
き
か
せ
る
所
の
話
を
さ
し
て
、
童
話
と
い
ふ
の
で

あ
り
ま
す
。（
引
用
2　
覚
書
三
〇
頁
）

ま
と
め
る
と
、
童
話
と
は
「
民
間
に
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た

文
学
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
伝
承
文
学
・
口
承

文
学
に
近
い
意
味
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

高
野
は
童
話
の
発
生
を
以
下
の
よ
う
に
見
て
い
る
。

其
訳
と
い
ふ
の
は
か
の
独
逸
の
大
詩
人
ゲ
ー
テ
の
い
い
ま
し
た
様
に
我
々

個
人
の
発
達
と
い
ふ
も
の
が
、
人
類
の
発
達
の
経
験
順
程
を
踏
む
も
の
で
、

童
話
を
喜
ぶ
頃
の
児
童
の
発
達
程
度
は
人
類
の
未
開
時
代
に
相
当
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
未
開
時
代
の
人
類
は
非
常
に
想
像
力
が
盛
ん
な
も
の
で
あ

つ
て
、
天
地
山
川
草
木
が
皆
人
の
如
く
霊
を
具
へ
て
居
て
自
由
に
其
形
を

変
へ
る
も
の
と
考
え
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
時
代
の
人
の
無
限
の
想

像
力
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
る
社
会
観
・
人
世
観
は
吾
人
の
今
日
神
話
と
名

づ
け
る
所
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
神
話
に
は
今
日
の
我
々
に
は
実
に
荒
誕
不

稽
極
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
引
用
3　
覚
書
三
二
〜
三
三
頁
）

児
童
は
実
に
此
原
始
時
代
の
人
の
如
き
心
的
状
態
の
も
の
で
あ
り
ま
し

て
、
其
絶
大
な
る
想
像
力
は
無
情
物
を
有
情
物
の
如
く
に
考
え
る
の
で

あ
り
ま
す
る
。
か
の
女
の
子
が
枕
や
人
形
を
乳
飲
子
の
如
く
に
守
唄
を

歌
ひ
な
が
ら
守
を
す
る
こ
と
や
ら
、
木
や
石
を
お
友
達
に
し
て
話
し
合

う
こ
と
な
ど
は
諸
君
の
常
に
目
撃
さ
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
そ

れ
で
□
□
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
犬
や
猿
や
雉
や
兎
狸
の
如
き
禽
獣
類
の
様

な
有
情
物
が
人
間
の
如
き
云
為
行
動
を
な
す
が
如
き
は
容
易
く
想
像
し

得
る
こ
と
で
何
等
の
荒
唐
不
稽
を
感
ぜ
し
め
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か

く
て
児
童
は
人
と
禽
獣
虫
魚
、
人
と
鬼
、
禽
獣
と
禽
獣
と
の
間
の
出
来

事
を
聞
い
て
真
に
あ
つ
た
こ
と
と
信
じ
て
同
感
も
す
れ
ば
、
快
楽
を
も

感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
父
兄
に
迫
ま
つ
て
こ
れ
を
語
ら
せ

て
其
話
の
終
へ
ん
と
す
る
を
惜
む
程
の
大
歓
迎
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
引
用
4　
覚
書
三
四
頁
〜
三
五
頁
）
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以
上
よ
り
高
野
は
、
童
話
は
未
開
時
代
の
人
間
の
想
像
力
の
名
残
で
あ

り
、
神
話
が
児
童
の
娯
楽
と
し
て
変
化
し
た
も
の
と
見
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。

高
野
の
童
話
研
究
の
中
で
も
、
特
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
童

話
の
分
類
で
あ
る
、
童
話
を
特
徴
ご
と
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

童
話
の
分
類
に
関
し
て
は
「
た
だ
童
話
の
研
究
が
一
向
進
ん
で
居
な
い
の
で

類
別
法
な
ど
に
つ
い
て
も
先
輩
の
発
表
し
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
と
述
べ

て
い
る
。
高
野
が
言
う
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
高
野
以
前
に
日
本
で
童
話
の

分
類
を
試
み
た
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
分
類
は
、
日
本
に
お
い

て
は
じ
め
て
の
学
術
的
な
伝
承
文
学
の
分
類
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
野
は
童
話
の
分
類
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

即
ち
御
伽
話
を
童
話
と
伝
説
と
の
二
つ
に
分
ち
、
童
話
を
人
物
譚
・
動

物
譚
・
神
異
譚
・
座
興
譚
の
四
に
細
別
し
、
伝
説
を
勇
士
譚
と
世
話
譚

と
の
二
つ
に
分
ち
ま
す
。（
引
用
5　
覚
書
四
五
頁
）

高
野
の
分
類
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
は
略
図

も
作
っ
て
い
る
。
翻
刻
し
直
し
た
も
の
を
図
と
し
て
論
末
に
挿
入
す
る
。

高
野
が
分
類
し
た
項
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

◎
お
伽
話

な
お
、
表
記
に
関
し
て
は
「
お
伽
噺
」「
お
伽
話
」「
御
伽
話
」
な
ど
と

揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、「
お
伽
話
」
と
「
お
伽
噺
」
が
ほ
ぼ
同
数

存
在
し
、「
御
伽
話
」
の
表
記
は
少
な
い
。「
お
伽
話
」
と
「
お
伽
噺
」
で

は
、
現
在
は
「
お
伽
話
」
の
方
が
一
般
的
な
表
記
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、

本
論
で
は
「
お
伽
話
」
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

「
お
伽
話
」
は
伝
説
と
童
話
を
包
括
し
た
も
の
の
総
称
で
あ
り
、
現
在
で

言
う
と
こ
ろ
の
伝
承
文
学
・
口
承
文
学
の
概
念
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
（
Ｃ
）
の
節
に
お
い
て
伝
承

文
学
・
口
承
文
学
の
意
味
で
童
話
と
い
う
語
を
用
い
、
童
話
と
お
伽
噺
は

基
本
的
に
同
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
伽
話
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

又
呼
ん
で
お
伽
話
と
も
い
ふ
の
は
、
粗
朶
折
り
く
べ
て
炉
の
ほ
と
り
と

い
ふ
一
家
団
欒
の
場
合
で
も
但
し
は
祖
父
祖
母
が
其
の
可
愛
い
孫
の
た

め
に
眠
に
就
く
前
又
は
軒
の
あ
ま
だ
ら
絶
え
る
な
し
と
い
ふ
無
聊
な
雨

の
日
ぐ
ら
し
の
料
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
お
伽
を
す
る
機
嫌
を
取

つ
て
話
し
相
手
に
な
る
場
合
に
用
ひ
る
所
か
ら
の
名
で
あ
り
ま
す
。（
引

用
6　
覚
書
三
一
頁
）

こ
の
こ
と
か
ら
お
伽
話
は
む
し
ろ
童
話
よ
り
も
語
り
の
状
況
が
限
定
さ

れ
た
も
の
と
見
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
定
義
の
節
の
内

容
と
、
お
伽
噺
を
分
類
上
童
話
の
上
位
お
く
分
類
に
は
若
干
の
齟
齬
が
見

ら
れ
る
。
ま
だ
草
稿
の
段
階
で
あ
る
た
め
、
高
野
自
身
で
も
定
義
や
分
類

に
つ
い
て
の
考
え
方
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
分
類
自
体
も
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
っ
た
の
で



56

は
な
い
か
と
考
え
る
。

◆
童
話

お
伽
話
の
中
で
、「
人
物
土
地
に
関
し
て
は
普
遍
的
性
質
を
有
す
る
」
も

の
で
あ
り
、
キ
ン
デ
ル
メ
ー
ル
ヘ
ン
（K

inder　

M
ärchen

）
と
同
一
の

も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
一
般
的
な
分
類
で
の
昔
話
（
時
代
・

場
所
・
人
物
を
特
定
し
な
い
）
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。
高
野
は
、
明

治
後
半
と
い
う
非
常
に
早
い
段
階
で
海
外
の
近
代
的
な
分
類
を
取
り
入
れ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

お
伽
話
を
さ
ら
に
細
分
し
、
人
物
譚
・
動
物
譚
・
神
異
譚
・
座
興
譚
の

四
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

◇
人
物
譚

人
間
の
行
動
運
命
を
語
る
も
の
。
さ
ら
に
、
教
訓
的
に
出
来
て
い
る
も

の
と
諷
刺
的
に
出
来
て
い
る
も
の
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

・
教
訓
譚

正
直
の
報
い
を
説
く
も
の
、
人
真
似
を
諌
め
る
な
ど
教
訓
的
な
内
容

が
含
ま
れ
る
も
の
。
主
に
爺
婆
が
話
の
中
心
と
な
る
「
爺
婆
譚
」（「
舌
切

雀
」・
花
咲
爺
）
な
ど
）
と
、
継
子
い
じ
め
を
中
心
と
し
た
「
継
子
物
譚
」

（「
松
山
鏡
」「
紅
皿
欠
皿
」
な
ど
）
に
分
け
て
い
る
。

・
諷
刺
譚

現
実
を
諷
刺
し
た
内
容
の
も
の
で
、
狂
言
と
根
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。
権
力
の
な
い
社
会
的
地
位
の
低
い
者
（
小
僧
）

が
権
力
を
持
ち
社
会
的
地
位
の
高
い
者
（
和
尚
）
を
才
覚
で
や
り
こ
め
る

「
和
尚
と
小
僧
譚
」、
愚
か
者
の
失
敗
を
語
る
「
馬
鹿
者
譚
」
に
分
け
て
い
る
。

◇
動
物
譚

各
種
の
動
物
社
会
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
。「
か
ち
か
ち
山
」

な
ど
の
よ
う
に
人
間
が
登
場
し
て
も
主
役
が
動
物
で
あ
れ
ば
動
物
譚
と
し

て
分
類
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
動
物
譚
は
さ
ら
に
教
訓
譚
・
諷
刺
譚
・
由

来
譚
に
分
け
て
い
る
。

・
教
訓
譚

禽
獣
で
す
ら
恩
を
知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
人
間
と
し
て
は
当
然
、
報
恩

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（「
蟹
の
報
恩
」
な
ど
の
報
恩
譚
）、
狡
猾
な

行
為
は
必
ず
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
（「
狐
と
獺
」
な
ど
）
な
ど
を
説
い
て

い
る
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

・
諷
刺
譚

人
物
譚
に
比
べ
て
動
物
譚
で
は
諷
刺
は
少
な
い
と
し
て
い
る
。「
鼠
の
嫁

取
り
（
鼠
の
嫁
入
り
）」
な
ど
。

・
由
来
譚

動
物
の
形
態
又
は
習
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
。
教
訓
や
諷
刺
が
込
め

ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
込
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
極
め
て
薄
い
も
の
を
想

定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
猿
の
類
が
赤
く
て
尾
が
短
い
由
来
」「
兎
の

前
足
が
短
い
由
来
」
な
ど
主
に
動
物
の
形
態
に
関
す
る
も
の
。「
雀
は
穀
物
を

食
い
燕
の
虫
を
食
う
由
来
」「
犬
が
小
便
す
る
時
片
足
を
上
げ
る
由
来
」
な
ど
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主
に
動
物
の
習
性
に
関
す
る
も
の
の
ふ
た
つ
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

◇
神
異
譚

迷
信
の
結
果
と
宗
教
信
仰
の
結
果
と
を
問
わ
ず
事
の
奇
異
に
渡
っ
て
神
や

仏
は
鬼
な
ど
が
人
間
の
行
動
運
命
に
与
り
加
わ
る
も
の
、
及
び
狐
狸
の
妖
怪
、

天
狗
、
幽
霊
、
化
物
な
ど
に
関
す
る
譚
を
総
称
し
た
も
の
。

・
神
異
譚
（
神
仙
譚
）

神
・
仏
・
鬼
に
関
す
る
も
の
。
主
に
神
・
仏
・
鬼
の
霊
験
を
語
る
。「
小

僧
と
鬼
婆
（「
三
枚
の
護
符
」
な
ど
。

・
妖
怪
譚

三
つ
め
小
僧
や
幽
霊
・
火
の
玉
の
話
又
は
天
狗
、
狐
狸
の
変
化
及
び
妖

怪
退
治
譚
。
非
常
に
種
類
が
多
い
と
し
て
い
る
。

◇
座
興
譚

主
に
人
間
が
主
役
を
務
め
る
が
、
人
物
譚
と
異
な
り
寓
意
の
存
し
な
い

も
の
で
、
諧
謔
好
笑
に
属
す
る
所
の
ほ
ん
の
座
興
を
添
え
る
ま
で
の
話
と

し
て
い
る
。
非
常
に
数
が
多
く
、
お
伽
噺
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
頓
智
滑
稽
譚
と
落
語
一
口
噺
に
分
け
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。

・
頓
智
滑
稽
譚

「
曽
呂
利
咄
」
や
「
一
休
話
」
の
よ
う
に
、
頓
智
者
や
滑
稽
者
が
活
躍
す

る
も
の
。

・
落
語
一
口
噺

「
現
今
寄
席
で
話
す
所
の
落
語
と
同
様
な
も
の
」
と
し
て
お
り
、
落
ち
に

よ
っ
て
だ
い
た
い
「
穿
ち
」「
考
え
落
ち
」「
洒
落
落
ち
」
の
三
種
類
に
分

類
で
き
る
と
し
て
い
る
。
特
に
洒
落
落
ち
は
海
外
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、

日
本
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

◆
伝
説

ど
の
よ
う
な
も
の
を
伝
説
と
分
類
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い

な
い
が
、
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
話
か
ら
見
て
、
現
在
の
分
類
と
ほ
ぼ
同

じ
く
「
時
代
・
場
所
・
人
物
」
が
特
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
事
実
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
内
容
に
近
い
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
み

て
ほ
ぼ
間
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

◇
勇
士
譚

例
話
と
し
て
「
大
江
山
」「
羅
生
門
」「
朝
比
奈
」「
牛
若
丸
」「
金
太
郎
」

を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
勇
士
譚
と
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
は
解
説
し
て
い
な
い
が
、
文
字
通
り
勇
士
が
登
場
し
て
活
躍
す
る
話

で
あ
る
こ
と
は
例
話
か
ら
し
て
も
明
確
で
あ
る
。

◇
世
話
譚

例
話
と
し
て
「
浦
島
太
郎
」「
一
寸
法
師
」「
松
山
鏡
」「
姥
捨
山
」
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
ど
の
よ
う
な
も
の
を
世
話
譚
と
す
る
の
か
は
述
べ

て
い
な
い
が
、
例
話
の
内
容
か
ら
し
て
勇
士
の
登
場
し
な
い
、
戦
い
の
要

素
の
な
い
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
先
の
人
物
譚
・
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継
子
物
譚
の
例
話
と
し
て
「
松
山
鏡
」
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
分
類
に
も

「
松
山
鏡
」
を
例
話
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
分
類
に
若
干
の
矛
盾
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
現
在
で
は
通
常
伝
説
に
は
分
類
し
な
い
「
一
寸
法
師
」
を
伝

説
と
し
て
分
類
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
分
類
は
用
語
の
混
乱
な
ど
粗
い
箇
所
も
多
く
見
ら
れ
、
あ
く
ま
で

も
試
案
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

現
在
、
多
く
使
用
さ
れ
る
柳
田
国
男
や
関
敬
吾
の
分
類
と
比
較
す
る
と

シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
差
異
は
大
き
い
も
の
の
人
間
主
体
の
話
と
動
物
主
体

の
話
を
別
の
ジ
ャ
ン
ル
と
す
る
、
笑
話
・
継
子
い
じ
め
な
ど
を
ひ
と
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
す
る
な
ど
通
じ
る
箇
所
も
多
い
。
参
考
に
す
る
資

料
や
先
行
研
究
が
少
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
か
な
り
的
を
射
た
分
類

を
完
成
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

現
在
の
主
な
分
類
が
、
起
源
や
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に
し
て
分
類
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、「
語
り
の
教
育
的
効
果
」「
聞
き
手
の
感
じ
方
」
な
ど
を
中

心
に
分
類
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
考
え
方

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
分
類
は
正
式
な
論
文
な
ど
で
世
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
長
い
間
日

の
目
を
見
る
事
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
野
が
講
演
な
ど
口
頭
で
解
説

し
た
可
能
性
は
あ
る
た
め
、
後
世
の
分
類
な
ど
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与

え
た
の
か
は
不
明
な
面
も
あ
る
。
日
本
の
近
代
的
な
伝
承
文
学
の
分
類
と

し
て
は
現
存
す
る
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
伝
承
文
学
研
究
の
黎
明
期
を
知

る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
伝
承
文
学
研
究
の
歴

史
を
知
る
う
え
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
高
野
は
童
話
を
ど
の
よ
う
に
採
取
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

察
す
る
。

高
野
は
、
文
部
省
で
行
わ
れ
た
童
話
の
蒐
集
に
は
不
満
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
、
覚
書
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
も
の
を

あ
げ
て
い
る
。

・ 

筋
ば
か
り
で
、
そ
の
地
方
の
特
色
を
排
し
た
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。

・ 

採
取
に
関
わ
っ
た
教
員
た
ち
が
熱
心
で
は
な
く
、
児
童
に
書
か
せ
る
な

ど
適
当
な
も
の
が
多
い
。

同
じ
よ
う
な
認
識
は
後
の
高
木
敏
雄
も
述
べ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
そ
も

そ
も
採
取
に
関
わ
っ
た
教
員
た
ち
が
ど
う
い
う
も
の
を
「
童
話
」
な
の
か
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
（
文
部
省
が
求
め
た
童
話
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
）」
と
い
う
問
題
を
挙
げ
て
い
る
（
５
）。

こ
の
よ

う
な
問
題
が
多
か
っ
た
た
め
、
高
野
は
全
国
的
な
調
査
を
も
っ
と
深
く
や
る

べ
き
だ
と
考
え
、
自
ら
も
採
取
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

高
野
は
、
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
主
な
考
察
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・ 
童
話
が
多
く
採
取
さ
れ
る
地
域
と
ほ
と
ん
ど
採
取
さ
れ
な
い
地
域
と

い
っ
た
偏
り
が
あ
る
。

・
同
じ
童
話
で
も
地
域
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
や
話
型
が
異
な
る
。
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・ 

座
興
譚
（
現
在
の
「
笑
話
」）
は
非
常
に
数
が
多
く
、
童
話
の
大
半
を
占

め
る
。

こ
れ
ら
は
、
現
在
の
研
究
で
も
ほ
ぼ
同
じ
結
果
が
で
て
い
る
。
資
料
の

少
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
高
野
の
蒐
集
や
分
析
の
能
力
が
い
か
に
優

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

4
・
童
話
の
教
育
へ
の
利
用

全
体
の
文
章
量
と
し
て
は
童
話
そ
の
も
の
の
研
究
の
方
が
多
い
が
、
高

野
が
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
の
メ
イ
ン
は
む
し
ろ
こ
の
「
童
話
の
教
育
へ
の

利
用
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

高
野
は
、
海
外
に
お
け
る
「
採
用
論
」
と
、「
排
斥
論
」
を
紹
介
し
、
基

本
的
に
は
「
採
用
論
」
の
立
場
を
取
る
。
高
野
は
、
童
話
の
教
育
利
用
価

値
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

始
め
に
も
申
上
げ
た
如
く
其
国
の
童
話
に
は
其
国
の
国
民
思
想
が
こ
も

つ
て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
余
は
決
し
て
か
の
何
で
も
お
国
自
慢
を

し
よ
う
と
い
う
一
派
の
所
謂
国
粋
保
存
論
に
与
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ぬ
が
、
我
国
に
何
百
と
い
う
童
話
が
あ
つ
て
こ
の
中
に
は
極
め
て
た

ち
の
よ
い
も
の
が
あ
る
に
も
係
ら
ず
外
国
の
も
の
を
採
用
し
て
居
る
今

の
傾
向
に
満
足
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
引
用
7　
覚
書
六
五
頁
）

わ
が
国
の
童
話
を
修
身
教
材
に
し
よ
う
と
い
ふ
な
ら
ば
、
こ
れ
を
人
物
譚

や
動
物
譚
の
教
訓
的
の
も
の
か
ら
取
り
得
る
と
思
ひ
ま
す
。
併
し
な
が
ら

私
は
か
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
（
６
）一

派
の
如
く
此
童
話
を
初
学
年
教
科
の
中
心
に
据

え
よ
う
と
主
張
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
あ
る
二
三
の
徳
目
に
関
し
て

は
こ
れ
を
わ
が
国
童
話
に
よ
っ
て
授
け
得
る
と
考
え
る
迄
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
わ
が
国
の
童
話
で
教
訓
的
の
も
の
に
は
、
か
の
学
校
の
教
育
で
説

く
所
の
廉
潔
、
規
律
、
博
愛
、
礼
儀
、
度
量
、
公
益
と
い
う
類
の
徳
目
に

合
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
欲
深
物
羨
み
を
戒
め
る
と
か
正
直
者
や

孝
行
者
が
栄
え
る
と
い
う
因
果
応
報
の
教
訓
譚
で
善
国
善
果
、
悪
因
悪
果

の
て
き
め
ん
な
所
が
如
何
に
も
子
ど
も
向
き
に
□
□
し
や
す
く
出
来
て
い

る
所
を
買
お
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。（
引
用
8　
覚
書
六
六
頁
）

由
来
教
訓
的
で
な
い
所
の
も
の
は
全
く
娯
楽
を
主
と
し
て
、
お
伽
話
と

い
う
名
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
□
て
教
訓

を
し
た
り
、
智
□
を
授
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
話
は
智
識
を
授
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
話
は
知
識
を
与
へ
る
こ
と
を
主
と
し
て
居
る
今
の
風
潮

で
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
居
ら
ぬ
様
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
国

語
の
話
し
方
の
教
材
に
用
い
て
、
趣
味
教
育
を
な
す
補
ひ
と
い
た
し
た

ら
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す
。（
引
用
9　
覚
書
七
一
頁
）

こ
れ
を
御
調
査
に
よ
つ
て
父
兄
を
学
校
へ
呼
ん
で
、
学
校
と
家
庭
と
の

連
絡
を
お
は
か
り
に
な
る
際
に
継
子
譚
は
な
る
べ
く
、
や
め
て
く
れ
、

そ
の
代
り
こ
ん
な
譚
を
用
ひ
て
く
れ
と
い
う
様
な
御
注
文
を
な
さ
る
と

い
う
こ
と
も
学
校
と
家
庭
の
連
絡
を
つ
け
る
一
端
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま

す
。（
引
用
10　
覚
書
七
四
頁
）
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こ
れ
ら
よ
り
、
以
下
の
よ
う
に
童
話
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

・
自
国
の
国
民
性
な
ど
を
教
え
る
教
材
と
し
て
利
用
。

・
修
身
の
教
材
と
し
て
情
操
教
育
に
利
用
。

・
話
し
方
の
練
習
の
た
め
の
教
材
。

・ 

調
査
に
よ
っ
て
児
童
の
家
庭
と
の
橋
渡
し
と
し
て
の
役
割
。
そ
の
際
、

そ
の
地
域
に
伝
わ
る
童
話
を
語
る
こ
と
も
重
要
と
述
べ
て
お
り
、
郷
土

教
育
の
役
割
も
想
定
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
高
野
は
基
本
的
に
は
排
斥
論
者
の
考
え
方
は
否
定
し
、「
児
童

が
童
話
に
含
ま
れ
る
非
現
実
な
内
容
を
信
じ
て
、
空
想
と
現
実
の
区
別
が

つ
か
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
い
う
排
斥
論
者
の
主
な
主
張
に
対
し
て
、

「
児
童
で
も
空
想
と
現
実
を
見
分
け
る
力
は
持
っ
て
お
り
、
現
実
と
今
度
す

る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
」
と
否
定
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
全
て
の
童
話
を
教
育
に
利
用
す
る
と
い
う
考
え
方
は
取
ら
ず
、

童
話
の
中
に
は
児
童
に
悪
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
も
の
も
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
児
童
に
悪
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
真
っ
先
に
「
継
子
い
じ
め

譚
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
五
六
歳
の
頃
祖
母
か
ら
継
子
物
語
を
聞
て
継
子
の
悲
惨
の
最
後
が

身
に
つ
ま
さ
れ
て
ほ
ろ
り
と
す
る
と
同
時
に
継
母
は
恐
る
べ
き
も
の
継

母
に
は
逢
ひ
た
く
な
い
。
今
の
母
が
大
事
で
あ
る
と
深
く
心
に
し
み
た

の
で
あ
り
ま
す
。（
引
用
11　
覚
書
六
七
頁
）

人
生
は
百
歳
を
期
す
べ
き
に
あ
ら
ず
い
つ
母
に
別
れ
な
い
と
も
限
り
ま
せ

ぬ
訳
て
継
母
に
出
遭
う
と
い
う
子
ど
も
も
決
し
て
少
く
は
あ
る
ま
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
私
は
此
一
類
の
話
だ
け
は
□
□
的
に
取
扱

ふ
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
私
は
友
人
の
家
に
と

ま
り
ま
し
た
際
、
其
の
家
の
祖
母
が
孫
の
こ
ひ
に
応
じ
て
二
三
の
童
話
を

語
り
ま
し
て
終
の
一
つ
に
さマ
マの

悪
意
も
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
し
た

が
、
継
母
が
継
子
を
釡
の
中
で
煮
殺
す
話
を
致
す
の
を
聞
き
ま
し
た
友
の

妻
は
後
妻
で
あ
り
ま
し
た
。
日
頃
嫁
姑
と
の
折
合
は
極
め
て
円
満
で
、
後

妻
の
人
は
年
の
若
い
に
も
似
合
わ
す
継
子
を
実
子
の
如
く
に
取
扱
ふ
人
で

あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
次
の
間
に
居
て
聞
き
ま
し
た
が
、
実
に
は
ら
ゝ
い

た
し
ま
し
た
。（
引
用
12　
覚
書
六
八
〜
六
九
頁
）

こ
れ
は
、
一
見
現
実
と
非
現
実
の
混
同
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
主
張
と

は
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
由
来
譚
な
ど
が
現
実
で
は
決
し

て
起
こ
ら
な
い
出
来
事
の
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
継
子
い
じ
め
譚
」
は

現
実
に
も
起
こ
り
え
る
話
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
高
野
は
、
現
実

に
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、「
継
子
」
と
い
う
問
題
が
血
の

つ
な
が
り
の
な
い
家
族
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
関
わ
る
と
い
う
事

を
重
視
し
、
家
庭
に
様
々
な
事
情
を
抱
え
る
児
童
の
教
育
に
は
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、「
神
異
譚
中
の
あ
ま
り
に
迷
信
的
な
も
の
と
、
妖
怪
譚
の
大
部
分
」

を
排
斥
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
非
常
に
簡
潔
で
、
児
童

に
恐
怖
心
を
与
え
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
野
は
児
童
に
恐

怖
心
を
植
え
付
け
る
よ
う
な
童
話
は
、
教
育
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
高
野
は
、
婆
が
狸
に
殺
害

さ
れ
て
料
理
さ
れ
る
「
か
ち
か
ち
山
」、
山
姥
に
追
い
か
け
ら
れ
る
「
三
枚

の
札
」
な
ど
は
排
斥
す
べ
き
童
話
に
は
分
類
し
て
い
な
い
。
ま
た
後
の
再

構
成
作
品
で
は
猿
の
妖
怪
が
登
場
す
る
「
猿
神
退
治
」
の
系
統
も
扱
っ
て

い
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
、
こ
れ
ら
も
児
童
に
恐
怖
心
を
植
え
付
け
る
よ

う
な
童
話
に
思
え
る
。
高
野
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
は
児
童
に
恐
怖
心
を

与
え
、
ど
の
よ
う
な
も
の
は
与
え
な
い
と
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問

は
残
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

5
．
お
わ
り
に
か
え
て

高
野
は
、
最
終
的
な
目
標
と
し
て
各
地
方
の
特
色
を
盛
り
込
ん
だ
完
全

な
る
『
日
本
童
話
全
集
』
の
完
成
を
望
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
「
グ
リ
ム
童
話
」
の
よ
う
に
、
教
育
お
よ
び
研
究
に
応
用
さ

れ
る
も
の
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
童
話
の
採
集
が
不

可
欠
で
あ
り
、
教
育
者
は
童
話
の
教
育
へ
の
利
用
だ
け
で
は
な
く
蒐
集
す

る
こ
と
も
義
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

高
野
が
関
わ
っ
た
国
語
の
第
二
次
国
定
教
科
書
（
尋
常
小
学
読
本
・

一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
）
は
、第
一
次
に
比
べ
て
日
本
の
童
話
（
分

類
案
以
降
の
現
在
の
昔
話
に
近
い
意
味
で
の
童
話
）
が
多
く
採
用
さ
れ
て

お
り
（
７
）、

編
纂
趣
意
書
で
も
童
話
を
多
く
採
用
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
８
）。

高
野
の
意
向
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
高
野
は
童
話
を

教
育
に
応
用
す
る
と
い
う
、
こ
の
覚
書
で
書
い
た
事
を
実
行
し
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、こ
の
覚
書
の
前
年
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
か
ら
雑
誌
『
家

庭
お
伽
話
』
に
日
本
の
童
話
を
再
構
成
し
た
作
品
を
発
表
し
続
け
た
（
分

類
案
以
降
の
「
お
伽
話
」
の
定
義
で
あ
る
た
め
、
現
在
で
言
う
昔
話
だ
け

で
は
な
く
伝
説
な
ど
も
含
ま
れ
る
）。
そ
の
中
に
は
、
こ
の
覚
書
の
前
半
部

に
書
か
れ
た
「
瓜
姫
」「
田
螺
の
嫁
様
」「
鬼
の
面
」
も
見
ら
れ
、
内
容
は

ほ
ぼ
お
な
じ
で
あ
る
。

教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
童
話
お
よ
び
高
野
の
童
話
再
構
成
作
品
の
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
を
見
る
と
「
継
子
い
じ
め
譚
が
な
い
」「
妖
怪
譚
が
な
い
」
な
ど

こ
の
覚
書
に
書
か
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
作
品
を
選
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
教
科
書
に
よ
っ
て
童
話
に
触
れ
た
と
い
う
児
童
も
当
時
は
い
た
も
の
と

思
わ
れ
、
童
話
の
普
及
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
家
庭
お
伽
話
』
自
体
は
現
存
数
が
少
な
く
、
当
時
ど
れ
だ
け
読
ま
れ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
作
品
は
楠
山
正
雄
な
ど
の
再
構
成
作

品
の
原
典
と
さ
れ
長
く
読
み
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
覚
書
に

書
か
れ
た
三
作
品
は
息
子
の
高
野
正
巳
に
よ
り
翻
案
さ
れ
、
絵
本
と
し
て
出

版
さ
れ
た
。
高
野
の
童
話
研
究
は
そ
の
後
あ
ま
り
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
が
、

そ
の
研
究
を
元
に
し
た
再
構
成
作
品
は
形
を
変
え
て
長
く
読
み
続
け
ら
れ
て

い
る
（
９
）。

童
話
が
伝
統
的
な
語
り
の
文
学
か
ら
読
む
文
学
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
過
渡
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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今
回
は
『
日
本
の
童
話
』
の
翻
刻
と
そ
の
内
容
分
析
に
力
を
割
い
た
。

だ
が
、
高
野
の
童
話
研
究
は
教
育
へ
の
応
用
と
い
う
問
題
に
も
っ
と
も
力

を
入
れ
て
お
り
、
高
野
の
童
話
研
究
に
関
す
る
考
察
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、

彼
が
制
定
に
関
わ
っ
た
教
科
書
と
、『
家
庭
お
伽
話
』
を
考
察
し
、『
日
本

の
童
話
』
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
実
践
に
活
か
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
重
要
に
な
る
。
今
回
の
考
察
で
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
高
野
が
近
代

以
降
の
童
話
再
構
成
に
与
え
た
影
響
は
小
さ
く
な
い
。
今
後
も
、
高
野
の

再
評
価
と
、
近
代
以
降
、
童
話
が
ど
の
よ
う
に
読
む
文
学
へ
と
変
化
し
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
流
れ
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
高

野
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
童
話
の
再
構
成
に
力
を
注
い
だ
巌
谷
小
波
な
ど
と

の
比
較
も
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
資
料
の
提
供
を
は
じ
め
様
々
な
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
『
高

野
辰
之
記
念
館
お
ぼ
ろ
月
夜
の
館
』
に
は
こ
の
場
を
か
り
て
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。

注（
1
）
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
集
成　

巻
十
二
近
世
編
』

（
2
）（
１
）
参
照

（
3
）
富
山
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
富
山
県
内
で
採
取
さ
れ
た
資

料
や
、『
福
岡
昔
話
集　

全
国
昔
話
資
料
集
成
十
一
』
の
元
と
な
っ

た
『
福
岡
県
童
話
』
な
ど
。

（
4
）
権
藤
敦
子
『
高
野
と
唱
歌
の
時
代
│
日
本
の
音
楽
文
化
と
接
点
を

求
め
て
』

（
5
）
高
木
敏
雄
『
童
話
の
研
究
』

（
6
）
ヘ
ル
バ
ル
ト
（
一
七
七
六
〜
一
八
四
一
）。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
教

育
者
。
日
本
の
近
代
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

（
7
）『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
篇
』
七
、九
。
な
お
、
国
定
教
科
書
以
前

の
教
科
書
に
は
童
話
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
た
。

（
8
）
文
部
省
・
編
『
修
正
国
定
教
科
書
編
纂
趣
意
書
』

（
9
）
藤
井
倫
明
「
現
代
に
お
け
る
瓜
子
姫
」『
口
承
文
芸
研
究
』
三
八

参
考
文
献

高
野
辰
之
『
日
本
の
童
話
』
一
九
〇
七　

自
筆
覚
書
ノ
ー
ト

高
野
辰
之
『
俚
謡
集
拾
遺
』
一
九
一
五　

六
合
館

高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
集
成　

巻
十
二
近
世
編
』
一
九
四
三　

東
京
堂

文
部
省
・
編
『
修
正
国
定
教
科
書
編
纂
趣
意
書
』
一
九
一
〇　

国
定
教
科

書
共
同
販
売
所

高
木
敏
雄
『
童
話
の
研
究
』
一
九
一
六　

婦
人
文
庫
刊
行
会

海
後
宗
臣
編
集
『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
篇
』
七　

一
九
六
三　

講
談
社

海
後
宗
臣
編
集
『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
篇
』
九　

一
九
六
四　

講
談
社

福
岡
県
教
育
会
・
編
、『
福
岡
昔
話
集　

全
国
昔
話
資
料
集
成
十
一
』　

一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社

権
藤
敦
子
「
高
野
と
日
本
音
楽
│
国
文
学
と
唱
歌
の
間
で
│
」『
広
島
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
一
部
』
五
五　

二
〇
〇
七

権
藤
敦
子
「
高
野
と
俚
謡
蒐
集
│
そ
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
広
島
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
一
部
』
五
九　

二
〇
一
〇
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権
藤
敦
子
『
高
野
と
唱
歌
の
時
代
―
日
本
の
音
楽
文
化
と
接
点
を
求
め
て
』

二
〇
一
五　

東
京
堂
出
版

藤
井
倫
明
「
現
代
に
お
け
る
瓜
子
姫
」『
口
承
文
芸
研
究
』
三
八　

二
〇
一
五

 

（
ふ
じ
い
・
み
ち
あ
き
／
立
正
大
学
大
学
院
）

（
資
料
１
）

『
日
本
の
童
話
』
目
次　

翻
刻

日
本
の
童
話

〇
こ
と
に
教
育
意
義

〇
童
話
の
教
育
的
価
値（
Ａ
）道
徳
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
民
思
想

〇
西
洋
に
於
け
る
童
話
関
連
（
Ｂ
）

〇
我
が
国
の
童
話　

其
生
成
の
時
代
（
Ｃ
）

一
、
其
性
質

二
、
其
分
類

三
、
其
通
例

四
、
其
分
布

個
人
は
国
民
発
達
の
順
序
を
括
る
も
の
に
し
て
、

児
童
は
国
民
の
未
開
時
代
に
於
け
る
加
心
的

生
活
を
な
す
も
の
な
り
。

〇
児
童
の
想
像
力
を
は
た
ら
か
し
む
る
こ
と
。

（
想
像
力
は
人
間
向
上
の
原
動
力
）

〇
実
際
的
の
感
情
（
？
）
を
与
る
こ
と
。

〇
道
徳
上
の
教
訓
を
与
う
る
こ
と
。

〇
研
究
心
を
起
さ
し
む
る
こ
と
。

　
　

□
□
、
好
奇
心
の
満
足

〇
童
話
の
利
用
（
Ｄ
）

ひ
と
り
修
身
材
料
に
の
み
用
う
べ
き
に
あ
ら
ず　

取
っ
て
読
本
材
料
と
も
す
べ
く

取
っ
て
話
し
方
の
教
材
と
も
す
べ
し

〇
排
斥
す
べ
き
童
話
（
Ｅ
）

〇
童
話
の
調
査
（
Ｆ
）

頓
智
諧
謔
譚 和

尚
と
小
僧

馬
鹿
者
譚

継
子
物
譚

落
語
一
口
噺

お
伽
噺

傳
説

童
話

人
物
譚

教
訓
譚

諷
刺
譚

教
訓
譚

諷
刺
譚

由
来
譚

神
異
譚

妖
怪
譚

爺
婆
譚

動
物
譚

神
異
譚

座
興
譚

勇
士
譚

世
話
譚

（資料 2）
『日本の童話』分類図　翻刻


