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◆ キーワード　昔話／現代の語り／語り手の実践／聞き手の期待／口承と書承

【
研
究
ノ
ー
ト
】

現
代
的
な
昔
話
の
語
り
の
場
に
み
る
語
り
手
の
実
践

│
│
青
森
県
津
軽
地
方
の
あ
る
語
り
手
を
事
例
と
し
て
│
│

斎 

藤　

み 

ほ

は
じ
め
に

本
稿
は
、
青
森
県
津
軽
地
方
の
あ
る
語
り
手
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
と

も
に
、
彼
女
が
現
代
的
な
語
り
の
場
で
、
い
か
な
る
実
践
の
も
と
語
り
を

行
っ
て
い
る
か
に
焦
点
を
当
て
考
察
し
て
い
く
。

昔
話
や
そ
の
語
り
の
場
に
つ
い
て
は
、
高
度
経
済
成
長
期
を
境
に
大
き

く
変
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
﹇
川
森　

一
九
九
九
、
杉
浦　

二
〇
一
七
、

立
石　

二
〇
〇
七
﹈。
高
度
成
長
期
以
前
、
昔
話
は
村
落
社
会
と
い
う
共
同

体
を
中
心
に
語
り
継
が
れ
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
中
で
日
常
生
活
と
結
び

つ
い
て
語
り
の
場
が
開
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
語
り
手
と
聞
き
手
は
互

い
に
顔
見
知
り
の
親
し
い
間
柄
で
、
身
近
に
昔
話
の
語
り
手
と
語
り
の
場

が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
伝
統
的
な
語
り
の
場
」
は
高
度
成
長
期
以
降
、

村
落
共
同
体
の
解
体
と
共
に
減
少
し
た
。
現
在
昔
話
は
観
光
地
で
観
光
客

を
相
手
に
、
ま
た
学
校
や
図
書
館
な
ど
で
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
、
す
な

わ
ち
「
現
代
的
な
語
り
の
場
」
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
新

た
な
語
り
の
場
の
特
徴
と
し
て
は
、
日
常
生
活
と
は
多
少
切
り
離
さ
れ
た

空
間
で
あ
る
こ
と
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
性
も
顔
見
知
り
同
士
と
は

限
ら
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
時
的
に
そ
の
場
に
会
し
た
不
特
定
多
数
の

聞
き
手
で
あ
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
﹇
川
森　

二
〇
〇
〇
、
杉
浦　

一
九
九
六
、
野
村　

二
〇
一
一
﹈。

こ
う
し
た
変
化
と
と
も
に
、
語
り
手
の
語
る
昔
話
や
そ
の
語
り
方
に
も
そ

の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
観
光
地
の
語
り
手
は
観
光
客

の
期
待
に
合
わ
せ
て
、
す
で
に
日
常
語
で
は
な
い
古
い
方
言
を
わ
ざ
わ
ざ
用

い
て
昔
話
を
語
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
あ
る
語
り
手
の
昔
話
に
は
書

籍
に
書
か
れ
た
再
話
作
品
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
例
も
報
告
さ
れ
て

い
る
﹇e.g.

川
森　

二
〇
〇
〇
﹈。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
民
俗
学
な
ど

の
研
究
者
の
立
場
か
ら
は
概
ね
「
本
物
の
伝
承
が
失
わ
れ
て
、
ま
が
い
も
の

の
伝
承
が
作
ら
れ
て
い
く
」﹇
川
森　

二
〇
〇
〇
：
一
七
一
﹈
と
い
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
が
と
ら
れ
、
積
極
的
に
研
究
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
と

川
森
﹇
二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
七
﹈
は
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
変
化
を
中
立
的

に
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
変
化
の
な
か
で
語
り
手
が
「
話
型
」
や
「
語
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り
口
」
を
そ
の
場
の
許
容
範
囲
内
で
選
択
・
操
作
す
る
行
為
を
、「
ま
が
い

も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
新
し
い
状
況
の
な
か
で
の
語
り
手
に
よ
る
創

造
」・「
語
り
手
の
実
践
」﹇
川
森　

二
〇
〇
〇
：
二
五
八
﹈
と
し
て
、
語
り

手
の
主
体
性
を
認
め
た
分
析
を
し
て
い
く
べ
き
だ
と
提
唱
し
て
い
る
。

本
稿
は
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
現
代
的
な
語
り
の
場
に
お
け
る
語
り

手
の
実
践
の
様
相
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、

保
育
所
な
ど
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
昔
話
を
語
っ
て
い
る
対
馬
て

み
さ
ん
で
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
、
彼
女
が
昔
話
を
語
る
に
あ
た
り
、
聞

き
手
や
場
に
応
じ
て
語
る
昔
話
を
ど
の
よ
う
に
選
択
し
、
ど
の
よ
う
に
語

る
の
か
、
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
る
彼
女
の
意
図
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
様

相
を
彼
女
の
実
践
と
し
て
捉
え
考
察
し
た
い
。

一　

語
り
手　

対
馬
て
み
さ
ん
に
つ
い
て

対
馬
て
み
さ
ん
は
、
青
森
県
の
津
軽
半
島
に
位
置
す
る
北
津
軽
郡
を
中

心
に
昔
話
の
語
り
の
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
女
の
語
る
昔
話
と

語
り
手
に
な
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

１
．
て
み
さ
ん
が
語
り
手
に
な
る
ま
で

対
馬
て
み
さ
ん
は
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
年
）
に
、
津
軽
半
島

の
ほ
ぼ
北
端
に
あ
る
青
森
県
北
津
軽
郡
旧
小
泊
村
（
現
中
泊
町
）
で
生
ま

れ
、
幼
少
期
に
は
同
居
し
て
い
た
父
方
の
祖
母
か
ら
昔
話
を
毎
日
の
よ
う

に
聞
い
て
育
っ
た
。
彼
女
の
祖
母
、
佐
藤
た
よ
さ
ん
は
、
明
治
生
ま
れ
で

非
識
字
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。

て
み
さ
ん
が
初
め
て
昔
話
を
語
っ
た
の
は
、
地
元
で
保
育
士
と
し
て
勤

め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
祖
母
に
聞
い
た
昔
話
を
思
い
出
し
、
ぽ
ろ
ぽ

ろ
と
そ
の
昔
話
が
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
は
、

読
み
聞
か
せ
の
代
わ
り
に
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
昔
話
を
園
児
た
ち
に
語
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
家
庭
で
も
、
自
身
の
子
ど
も
た
ち
に
昔
話
を
語
っ

た
。
こ
の
保
育
士
と
し
て
母
と
し
て
、
子
ど
も
を
聞
き
手
と
し
て
得
た
こ

と
が
、
て
み
さ
ん
に
「
語
り
手
」
と
な
る
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
か
ら
は
「
潮
風
お
話
会
」
と
名
付
け

た
お
話
会
を
個
人
的
に
開
く
よ
う
に
な
る
。
お
話
会
の
場
は
主
に
夏
休
み

の
ラ
ジ
オ
体
操
会
場
で
、
自
宅
近
辺
に
数
ヵ
所
あ
る
会
場
に
日
替
わ
り
で

出
か
け
、
ラ
ジ
オ
体
操
終
了
後
、
小
学
生
た
ち
に
昔
話
を
語
っ
て
き
た
。

て
み
さ
ん
の
「
語
り
手
」
と
し
て
の
活
動
が
展
開
を
見
せ
た
時
期
と
い
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
て
み
さ
ん
は
二
〇
一
一
年
に
退
職
す
る
ま
で
、
お
よ
そ

四
十
年
間
保
育
士
を
勤
め
る
か
た
わ
ら
、
昔
話
を
語
っ
て
き
た
。
現
在
も
、

地
元
の
保
育
所
で
引
き
続
き
子
ど
も
た
ち
に
昔
話
を
語
っ
て
ほ
し
い
と
声

を
か
け
ら
れ
、
定
期
的
に
保
育
所
に
通
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て

昔
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
て
い
る
。

２
．
て
み
さ
ん
の
「
昔
コ
」

て
み
さ
ん
が
語
る
話
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
数
は
お
よ
そ
五
、六
十
話
で
あ
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る
。
そ
の
う
ち
彼
女
が
祖
母
か
ら
聞
い
た
昔
話
は
お
よ
そ
十
五
話
だ
と
い

う
。
残
り
の
数
十
話
に
は
、
本
か
ら
覚
え
た
物
語
と
彼
女
自
身
が
創
作

し
た
物
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
女
が
創
作
し
た
物
語
は
、
い
ず
れ
も
彼

女
が
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
の
風
景
や
日
常
生
活
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
昔
話

か
ら
発
想
を
得
て
創
ら
れ
て
い
る
（
１
）。

筆
者
が
知
る
限
り
、
そ
の
数
は
五
話

（「
さ
ざ
え
の
涙
」「
か
ら
す
の
お
告
げ
」「
赤
倉
と
白
倉
」「
ラ
イ
オ
ン
海
道

の
ラ
イ
オ
ン
達
」「
わ
ら
の
神
様
」）
で
あ
る
。
あ
と
の
お
よ
そ
三
、四
十
話

は
、
絵
本
な
ど
の
書
籍
を
基
に
覚
え
た
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
桃
太
郎
」

「
花
咲
爺
さ
ん
」
な
ど
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
昔
話
や
、「
泣
い
た
赤
鬼
」

「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」と
い
っ
た
日
本
の
創
作
童
話
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、

海
外
の
物
語
・
昔
話
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
知
る
限
り
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に

は
入
っ
て
い
な
い
。

て
み
さ
ん
は
こ
れ
ら
の
物
語
を
全
て
津
軽
弁
で
語
る
。
祖
母
か
ら
聞

い
た
昔
話
や
創
作
の
物
語
は
勿
論
、
標
準
語
で
書
か
れ
た
物
語
も
、
て
み

さ
ん
の
津
軽
弁
の
語
り
口
に
乗
っ
て
、
時
に
は
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ
て

語
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
「
む
か
〜
し
、
む
か
〜
し
」
に
始
ま
り
、

「
と
っ
ち
ぱ
れ
（
２
）」

で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
何
も
知
ら
ず
に
聞
け

ば
、
口
承
の
昔
話
な
の
か
、
創
作
の
物
語
な
の
か
、
書
籍
か
ら
覚
え
た
物

語
な
の
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

さ
ら
に
て
み
さ
ん
は
、
彼
女
の
語
る
物
語
全
般
を
「
昔
コ
」
も
し
く
は

「
昔
ッ
コ
」
と
呼
ぶ（
３
）。「

昔
コ
」・「
昔
ッ
コ
」
は
津
軽
弁
で
「
昔
話
」
の
意

味
で
あ
る
。
民
俗
学
や
昔
話
研
究
に
お
け
る
「
昔
話
」
は
そ
の
口
承
性
に

価
値
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
調
査
で
は
口
承
の
話
を
採
話
す
る
の
が
基

本
で
あ
る
。
て
み
さ
ん
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
言
え
ば
、
祖
母
か
ら
聞
い
た

昔
話
の
み
が
研
究
対
象
と
な
る
べ
き
「
昔
話
」
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

事
実
、
て
み
さ
ん
自
身
も
、
彼
女
が
創
作
し
た
物
語
を
語
る
際
、「
昔
話
の

調
査
に
来
る
先
生
た
ち
に
は
『
こ
ん
な
の
昔
話
じ
ゃ
な
い
』
と
言
わ
れ
て

し
ま
う
と
思
う
か
ら
、
語
れ
な
い
」
と
筆
者
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
こ
で
彼
女
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
か
ら
、
口
承
の
「
昔
話
」
の
み
を

抽
出
し
て
扱
う
こ
と
は
、
て
み
さ
ん
の
語
る
「
昔
コ
」
と
そ
の
実
践
を
分

析
す
る
う
え
で
、
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
て
み
さ

ん
の
語
り
の
実
践
を
追
う
こ
と
を
目
的
に
、
彼
女
が
語
る
物
語
全
般
を
彼

女
に
な
ら
っ
て
「
昔
コ
」
と
呼
び
、
扱
う
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
仮
に
、

て
み
さ
ん
が
祖
母
か
ら
聞
い
て
覚
え
た
話
を
「
口
承
の
昔
コ
」、
本
か
ら
覚

え
た
話
を
「
書
承
の
昔
コ
」、
自
作
の
話
を
「
創
作
の
昔
コ
」
と
呼
ん
で
区

別
し
た
い
。

二　

て
み
さ
ん
の
語
り
と
彼
女
の
意
図

で
は
、
て
み
さ
ん
の
語
り
は
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
二
〇
一
七
年
現
在
、て
み
さ
ん
は
二
ヵ
所
の
子
ど
も
園
（
二
〇
一
五

年
よ
り
保
育
所
か
ら
子
ど
も
園
に
運
営
移
行
）
と
、
養
護
学
校
、
デ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ
ー
の
主
に
四
ヵ
所
の
施
設
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
月
に
一
回
ず

つ
昔
コ
を
語
り
に
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
夏
休
み
の
ラ
ジ
オ
体

操
会
場
で
の
「
潮
風
お
話
会
」
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
（
４
）。

こ
こ
で
は
、

主
に
二
〇
一
一
年
に
調
査
を
行
っ
た
、
Ｕ
保
育
所
と
Ｋ
保
育
所
（
両
方
と



120

も
現
子
ど
も
園
）
で
の
て
み
さ
ん
の
活
動（
５
）を

取
り
上
げ
、
彼
女
が
語
る
昔

コ
や
言
葉
の
選
び
方
、
ま
た
そ
こ
に
あ
る
彼
女
自
身
の
意
図
を
中
心
に
み

て
い
き
た
い
。

１
．
語
る
昔
コ
と
言
葉
の
選
択

保
育
所
で
は
（
Ｕ
保
育
所
・
Ｋ
保
育
所
と
も
に
）、
三
歳
か
ら
六
歳
く
ら

い
の
園
児
た
ち
約
二
十
人
が
ホ
ー
ル
に
集
め
ら
れ
、
て
み
さ
ん
の
昔
コ
を

聞
く
。
て
み
さ
ん
は
毎
回
二
話
昔
コ
を
語
る
。
ま
ず
最
初
に
、「
桃
太
郎
」

や
「
か
ぐ
や
姫
」
な
ど
の
書
承
の
昔
コ
か
、
以
前
に
子
ど
も
た
ち
に
語
っ

た
こ
と
の
あ
る
昔
コ
を
語
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
知
っ
て
い
る
昔
コ
の
題

名
を
聞
く
と
「
知
っ
て
る
〜
！
」「
早
く
聞
き
た
〜
い
」
と
口
々
に
声
を
上

げ
、
て
み
さ
ん
の
語
り
に
耳
を
傾
け
始
め
る
。
そ
し
て
、
一
話
目
が
終
わ

る
と
て
み
さ
ん
は
二
話
目
に
、
口
承
の
昔
コ
か
創
作
の
昔
コ
を
語
る
。
し

か
し
、
時
に
子
ど
も
た
ち
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
の
日
に
語
る
昔
コ

が
変
更
さ
れ
た
り
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
日
Ｋ
保
育

所
で
一
話
目
の
「
花
咲
爺
さ
ん
」
を
語
り
終
わ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

て
み
さ
ん
は
二
話
目
に
「
権
太
郎
の
嫁
こ
」
と
い
う
口
承
の
昔
コ
を
語
る

予
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ど
も
た
ち
か
ら
「
桃
太
郎
！
」「『
し
ん

の
・
し
ん
の
（
６
）』

が
い
い
〜
！
」
と
声
が
上
が
っ
た
。「
し
ん
の
・
し
ん
の
」

は
、
口
承
の
昔
コ
の
一
つ
で
、
以
前
に
て
み
さ
ん
が
園
児
に
語
っ
た
こ
と

の
あ
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
て
み
さ
ん
が
「
わ
か
っ
た
、
わ
か
っ
た
。
話

コ
あ
と
二
つ
聞
け
る
？
」
と
聞
く
と
、「
聞
く
、
聞
く
！
」
と
子
ど
も
た
ち

が
応
え
た
の
で
、
そ
の
日
は
「
花
咲
爺
さ
ん
」、「
桃
太
郎
」、「
し
ん
の
・

し
ん
の
」
の
三
つ
の
昔
コ
を
語
っ
た
。

さ
ら
に
、
聞
き
手
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
て
み
さ
ん
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

自
体
が
増
え
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
女
は
以
前
に
養
護
学
校
の
生
徒
に
「
鶴

の
恩
返
し
」
を
語
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

彼
女
は
も
と
も
と
自
分
の
昔
コ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
に
は
な
か
っ
た「
鶴

の
恩
返
し
」
の
内
容
を
本
で
確
認
し
、
次
の
機
会
に
語
っ
た
と
い
う
。
恐

ら
く
保
育
士
と
し
て
勤
め
て
い
る
間
に
も
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
こ
う
し
た

要
望
が
あ
り
、
応
え
て
い
る
う
ち
に
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
増
え
て
い
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
に
は
語
れ
な
い
昔
コ
も
あ
る
と
て
み
さ
ん

は
述
べ
る
。
例
え
ば
「
コ
メ
コ
と
ア
ワ
コ
」 

は
口
承
の
昔
コ
だ
が
、
子
ど

も
た
ち
に
は
語
れ
な
い
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
姉
妹
が
継
母
に
い
じ
め

ら
れ
殺
さ
れ
て
し
ま
う
話
の
た
め
、
家
庭
状
況
な
ど
が
分
か
ら
な
い
保
育

所
の
子
ど
も
た
ち
に
は
語
れ
な
い
の
だ
そ
う
だ
。「
も
し
か
し
た
ら
本
当
に

継
母
を
持
つ
子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
く
と
も
嫌
な
思
い

を
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
聞
い
て
い
る
た
く
さ
ん
の
子
た
ち
一

人
一
人
、
そ
う
い
う
の
を
気
遣
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
か
ら

語
れ
な
い
」
と
て
み
さ
ん
は
言
う
。

ま
た
、
て
み
さ
ん
が
昔
コ
を
語
る
際
に
使
う
言
葉
に
つ
い
て
は
先
述
し

た
よ
う
に
、
全
て
津
軽
弁
で
あ
る
。
彼
女
自
身
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
も
日

常
的
に
使
用
し
て
い
る
津
軽
弁
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
現

在
で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
方
言
も
あ
り
、
そ
の
際
に
は
て
み
さ
ん
が

説
明
を
は
さ
む
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
昔
コ
の
な
か
に
「
あ
っ
ち
ゃ
」
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と
「
と
っ
ち
ゃ
」
と
い
う
単
語
が
出
て
き
た
際
に
、
て
み
さ
ん
は
「
あ
っ

ち
ゃ
っ
て
い
う
の
は
お
母
さ
ん
の
こ
と
だ
よ
。
と
っ
ち
ゃ
っ
て
い
う
の
は

お
父
さ
ん
の
こ
と
な
。
い
い
？
」
と
、
子
ど
も
た
ち
に
確
認
し
な
が
ら
話

を
進
め
て
い
た
。

２
．
子
ど
も
た
ち
に
語
る
昔
コ
へ
の
思
い

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の
語
り
に
つ
い
て
、
て
み
さ
ん
自
身
は
ど
う

考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
昔
コ
を
子
ど
も
た
ち
に
語
る
動
機
に
つ
い
て
、

彼
女
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昔
話
の
そ
の
場
面
と
自
分
が
遊
び
ま
わ
っ
た
土
地
が
結
び
つ
い
て
る
の

さ
。
結
び
つ
い
て
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
の
で
、故
郷
が
大
好
き
に
な
っ

た
ん
だ
と
気
づ
い
た
と
き
に
、
こ
こ
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
そ

れ
こ
そ
大
人
に
な
っ
て
、
故
郷
を
離
れ
て
、
違
う
土
地
で
暮
ら
し
て
い

く
と
き
、
何
か
困
難
に
遭
っ
た
と
き
に
、
自
分
が
育
っ
た
と
こ
ろ
を
思

い
出
し
、
そ
れ
を
力
に
生
き
て
い
っ
て
ほ
し
い
…
…
そ
う
い
う
思
い
で

故
郷
の
昔
話
を
子
供
た
ち
に
語
っ
て
あ
げ
て
き
た
ん
で
す
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
て
み
さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
に
は
で
き
る
だ
け
口
承

の
昔
コ
か
故
郷
の
風
景
と
結
び
つ
い
て
で
き
た
創
作
の
昔
コ
を
、
故
郷
の

言
葉
（
方
言
）
で
語
っ
て
い
き
た
い
と
言
う
。
ま
た
書
承
の
昔
コ
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
子
ど
も
の
〕
お
母
さ
ん
た
ち
、
桃
太
郎
や
金
太
郎
と
か
知
っ
て
る
は
ず

だ
と
思
っ
て
。
お
母
さ
ん
た
ち
だ
っ
た
ら
誰
で
も
語
れ
る
話
だ
と
思
っ

て
た
は
ん
ず
さ
、
そ
こ
ま
で
は
私
と
っ
て
し
ま
わ
な
い
。
お
母
さ
ん
か

ら
聞
い
て
っ
て
。
＊
〔　

〕
内
筆
者

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
書
承
の
昔
コ
は
、
母
親
た
ち
で
も
語
れ
る
だ
ろ

う
と
て
み
さ
ん
は
思
い
、
で
き
る
だ
け
家
庭
で
母
親
か
ら
聞
い
て
ほ
し
い
、

そ
の
た
め
、
て
み
さ
ん
か
ら
は
語
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
い
と
矛
盾
す
る
部
分
を
持
ち
な
が
ら
、

現
在
て
み
さ
ん
は
口
承
・
書
承
・
創
作
の
昔
コ
を
子
ど
も
た
ち
に
語
る
。

次
章
で
は
、
こ
う
し
た
彼
女
の
意
図
と
実
際
に
語
る
話
の
選
択
に
見
る
実

践
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

三　

語
る
昔
コ
の
選
択
に
み
る
語
り
手
の
実
践

も
と
も
と
、
て
み
さ
ん
の
昔
コ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
口
承
の
昔
コ
だ
け

で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
も
で
き
る
だ
け
口
承
の
昔
コ
を
語
り
た
い
と
い

う
思
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
書
承
の
昔
コ
が
増
え
、
語
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
聞
き
手
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
対
応
す
る
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
今
日
、
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
絵
本
や
テ
レ
ビ
で
昔
話
や
童
話

を
見
聞
き
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
耳
だ
け
で
物
語
を
聞
く
と
い
う
経
験
は

少
な
く
、
ま
た
知
っ
て
い
る
物
語
も
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
「
桃
太
郎
」

や
「
浦
島
太
郎
」
と
い
っ
た
話
が
主
で
あ
る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
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最
初
か
ら
聞
き
な
れ
な
い
口
承
の
昔
コ
を
語
る
の
は
難
し
い
と
て
み
さ
ん

は
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
保
育
所
で
語
る
際
、一
話
目
に
子
ど
も
た
ち
が
知
っ

て
い
そ
う
な
書
承
の
昔
コ
を
語
る
の
は
、
語
り
の
場
に
子
ど
も
た
ち
を
惹

き
つ
け
、
話
を
聞
く
雰
囲
気
を
作
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
語
り
の

場
で
は
、
知
っ
て
い
る
題
名
を
聞
く
と
「
知
っ
て
る
！
」
と
声
を
挙
げ
、

嬉
し
そ
う
に
耳
を
傾
け
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
見
ら
れ
た
。

自
明
の
こ
と
な
が
ら
語
り
の
場
は
語
り
手
の
意
図
の
み
で
は
成
り
立
た

な
い
。
聞
き
手
が
聞
こ
う
と
す
る
態
勢
を
持
た
な
け
れ
ば
何
も
伝
わ
ら
な

い
の
で
あ
る
。
て
み
さ
ん
の
語
り
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
の
期
待
や

リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
書
承
の
昔
コ
を
語
る
こ
と
が
、
語
り
の
場
に
聞
き

手
を
つ
な
ぐ
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
ス
テ
ッ
プ
に

二
話
目
の
口
承
・
創
作
の
昔
コ
の
語
り
へ
と
場
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
て
み

さ
ん
の
「
子
ど
も
た
ち
に
故
郷
の
昔
コ
を
語
り
た
い
」
と
い
う
意
図
は
遂

行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
昔
コ
を
語
る
言
語
に
も
表
れ
る
。

て
み
さ
ん
に
は
「
故
郷
の
言
葉
で
語
り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
標

準
語
で
書
か
れ
た
書
籍
の
物
語
も
津
軽
弁
に
し
て
語
る
。
し
か
し
、
子
ど

も
た
ち
に
分
か
り
に
く
い
方
言
は
、
標
準
語
で
説
明
を
加
え
る
こ
と
も
忘

れ
な
い
。
て
み
さ
ん
の
意
図
す
る
「
故
郷
の
言
葉
」
に
よ
る
語
り
は
、
こ

の
方
言
化
と
標
準
語
化
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
聞
き
手
に
合
わ
せ
た
形
で

届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
語
り
の
場
で
は
、
聞
き
手
に
応
じ
た
語
り
手
の
選
択
や

工
夫
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
聞
き
手
に
対
応
し
き
れ
な

い
と
判
断
し
た
た
め
に
「
語
れ
な
く
な
っ
た
昔
コ
」
も
存
在
し
た
。
恐
ら

く
「
伝
統
的
な
語
り
の
場
」
に
お
い
て
も
、
聞
き
手
に
よ
っ
て
は
語
り
手

が
語
ら
な
い
と
判
断
し
た
昔
話
と
い
う
の
は
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
多
く
は
少
数
の
顔
見
知
り
の
聞
き
手
を
相
手
に
、
個
別
具

体
的
な
取
捨
選
択
が
為
さ
れ
た
上
で
の
判
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
例

え
ば
あ
る
聞
き
手
は
怖
が
り
な
の
で
怖
い
話
は
し
な
い
な
ど
）。
保
育
所
で

の
語
り
は
、
不
特
定
多
数
の
一
時
的
に
集
ま
っ
た
聞
き
手
数
十
人
を
相
手

に
語
る
と
い
う
「
現
代
的
な
語
り
の
場
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
お

い
て
、
個
別
具
体
的
な
取
捨
選
択
が
難
し
い
た
め
に
選
択
肢
そ
の
も
の
か

ら
排
除
さ
れ
た
の
が
「
コ
メ
コ
と
ア
ワ
コ
」
の
話
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
る
意
味
消
極
的
な
語
り
手
の
判
断
と
そ
う
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
語
り
手
の
「
実
践
」
と
し
て
理

解
し
て
い
く
べ
き
か
、
も
し
く
は
別
の
分
析
枠
組
み
を
設
け
る
べ
き
か
、

今
後
も
調
査
・
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
現
代
的
な
語
り
の
場
に
お
い
て
、
聞
き
手
の
期
待
や
状
況
に
よ
っ

て
生
じ
る
条
件
の
な
か
で
、
語
り
手
が
い
か
に
そ
れ
ら
に
対
応
し
な
が
ら

意
識
的
に
選
択
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
語
ら
れ
る

物
語
が
語
り
手
の
意
図
や
聞
き
手
・
語
り
の
場
の
状
況
を
反
映
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
く
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
語
り
の
場
で
も
指
摘
で

き
る
こ
と
だ
が
、
本
事
例
か
ら
は
、
現
代
的
な
語
り
の
場
特
有
の
条
件
や

そ
れ
に
応
じ
た
語
り
手
の
選
択
・
判
断
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
見



123

る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

ま
た
、
事
例
で
は
子
ど
も
た
ち
に
語
れ
な
い
昔
コ
の
例
を
挙
げ
た
が
、

て
み
さ
ん
は
調
査
者
に
対
し
て
も
語
れ
な
い
昔
コ
（
創
作
の
昔
コ
）
が
あ

る
と
述
べ
て
い
た
（「〔
創
作
の
話
は
〕
昔
話
の
調
査
に
来
る
先
生
た
ち
に

は
『
こ
ん
な
の
昔
話
じ
ゃ
な
い
』
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
思
う
か
ら
、
語

れ
な
い
」
＊
〔　

〕
内
筆
者
）。
調
査
者
に
よ
る
採
話
の
場
も
現
代
的
な
文

脈
の
な
か
で
生
じ
た
語
り
の
場
だ
と
捉
え
れ
ば
、
調
査
者
の
期
待
や
要
望

も
同
じ
く
現
代
的
な
語
り
の
場
に
生
じ
る
条
件
も
し
く
は
制
約
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
て
み
さ
ん
は
、
調
査
に
来
る
研
究
者
が
ど
ん
な
「
昔
話
」

を
「
本
物
」
と
し
て
聞
き
に
来
て
い
る
か
と
い
う
点
を
意
識
し
、
そ
の
期

待
に
合
わ
せ
て
語
る
話
（
口
承
の
昔
話
の
み
）
を
選
択
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
口
承
・
書
承
・
創
作
の
物
語
が
明
確
な
区
別
な
く

子
ど
も
た
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
聞
き

手
側
の
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
全
て
「
て
み
さ
ん
の
昔
コ
」

で
あ
り
、
口
承
の
昔
話
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
可
能

性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
可
能
性
を
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
の
昔
話
の
伝
承

の
在
り
方
を
追
う
上
で
も
、
個
人
の
実
践
の
様
相
を
つ
ま
び
ら
か
に
考
察

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
調
査
対
象
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
書
承
や
創
作
の
物
語
を
ど
う
理
解
し
、
評
価
し
て
い
く
べ
き
な

の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

附
記本

稿
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
に
慶
應
義
塾
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
、
日

本
口
承
文
芸
学
会
第
四
一
回
大
会
で
の
発
表
内
容
を
、
発
表
後
に
頂
戴

し
た
意
見
を
参
考
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な

ご
意
見
を
頂
い
た
諸
先
生
方
に
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

注（
1
） 

例
え
ば
「
わ
ら
の
神
様
」
は
、
家
主
の
お
じ
い
さ
ん
が
夜
部
屋
を
き
れ

い
に
片
付
て
寝
た
後
、
家
に
住
む
様
々
な
神
様
（
火
の
神
、
便
所
の

神
な
ど
）
が
出
て
き
て
遊
ぶ
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
て
み
さ
ん
が
幼

少
の
頃
、
同
居
し
て
い
た
祖
父
が
「
夜
は
神
様
の
遊
ぶ
時
間
」
と
言
っ

て
、
部
屋
を
き
れ
い
に
し
て
か
ら
寝
て
い
た
習
慣
を
基
に
創
ら
れ
た

物
語
で
あ
る
。
ま
た
「
か
ら
す
の
お
告
げ
」
は
祖
母
が
語
っ
て
く
れ

た
話
の
な
か
で
、
話
の
全
貌
は
思
い
出
さ
れ
な
い
が
唯
一
覚
え
て
い

た
、
カ
ラ
ス
が
「
カ
ー
カ
ー
カ
ー
」
と
三
回
鳴
く
と
い
う
キ
ー
フ
レ
ー

ズ
を
基
に
て
み
さ
ん
が
物
語
を
肉
付
け
し
て
で
き
た
話
で
あ
る
。

（
2
） 

津
軽
地
方
に
み
ら
れ
る
昔
話
の
結
句
。「
と
っ
ち
ば
れ
」
と
も
言
う
。

（
3
） 

語
り
手
波
多
野
ヨ
ス
ミ
に
つ
い
て
佐
久
間
﹇
一
九
八
三
：
二
三
﹈
か

ら
次
の
よ
う
な
類
似
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

 
「
ヨ
ス
ミ
女
は
、
動
物
昔
話
・
笑
話
、
ひ
い
て
は
伝
説
に
い
た
る
ま

で
、
こ
の
形
式
（「
で
が
の
う
」、「
で
が
」、「
だ
ど
」
な
ど
の
文
末

表
現
）
に
の
せ
て
冒
頭
句
（「
と
ん
と
ん
、
む
が
し
あ
っ
た
で
の

う
」）・
結
末
句
（
い
っ
つ
（
ち
）
が
む
が
し
が
、
つ
っ
さ
げ
た
）、
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「
な
が
と
の
な
が
ぶ
ち
、
ぶ
ら
ん
と
さ
が
っ
た
」）
を
つ
け
て
語
る
。

ヨ
ス
ミ
女
に
と
っ
て
は
、
伝
説
で
あ
ろ
う
と
父
が
書
承
に
よ
っ
て

語
っ
て
く
れ
た
説
話
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
が
「
む
が
し
」
な
の
で

あ
る
。」

（
4
） 

こ
れ
ま
で
地
域
の
子
ど
も
会
が
主
導
で
行
っ
て
い
た
ラ
ジ
オ
体
操
は

二
〇
一
一
年
頃
か
ら
中
止
さ
れ
、
現
在
は
て
み
さ
ん
が
自
分
で
ラ
ジ

オ
を
持
っ
て
会
場
を
巡
り
、
ラ
ジ
オ
体
操
の
主
催
も
し
な
が
ら
「
潮

風
お
話
会
」
を
続
け
て
い
る
。

（
5
） 

て
み
さ
ん
の
保
育
所
で
の
語
り
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
反
応
・

て
み
さ
ん
と
の
や
り
と
り
な
ど
具
体
的
な
様
子
と
そ
の
分
析
・
考
察

は
﹇
斎
藤　

二
〇
一
七
﹈
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
） 

お
じ
い
さ
ん
が
穫
れ
た
豆
で
き
な
こ
を
作
ろ
う
と
す
る
が
、
作
る
た

め
の
「
し
ん
の
（
ふ
る
い
）」
が
家
に
な
く
、
隣
に
借
り
に
行
こ
う

と
す
る
。
何
を
借
り
に
行
く
の
か
忘
れ
な
い
よ
う
に
「
し
ん
の
、
し

ん
の
、
し
ん
の
…
…
」
と
口
に
し
な
が
ら
歩
い
て
い
く
の
だ
が
、
そ

の
途
中
で
、
小
川
を
越
え
る
時
「
う
ん
と
こ
せ
！
」
と
掛
け
声
を

か
け
て
し
ま
い
、
そ
の
後
「
し
ん
の
」
が
「
う
ん
と
こ
、
う
ん
と
こ

…
…
」
に
変
わ
り
、
隣
の
家
に
「
う
ん
と
こ
貸
し
て
く
れ
」
と
言
っ

て
し
ま
う
。
繰
り
返
し
の
言
葉
と
、
お
じ
い
さ
ん
の
言
い
間
違
え
が

子
ど
も
た
ち
を
楽
し
ま
せ
る
昔
コ
で
あ
る
。
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│
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│
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昔
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華
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│
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葉
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│
│
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│
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憲
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│
│
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│
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（
さ
い
と
う
・
み
ほ
／
立
命
館
大
学
）


