
語
り
の
展
開

武

田

正

神
話
か
ら
発
し
た
と
さ
れ
る
昔
話
の
語
り
は
、
室
町
、
戦
国
時
代
を
境
に
大
き
く

変
化
す
る
。
本
稿
は
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
以
降
、
現
代
ま
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た

の
か
を
中
心
に
見
て
み
る
。
昔
話
は
江
戸
時
代
に
な
り
、
貞
享
・
元
禄
時
代
に
子
ど

も
の
小
遣
い
で
買
え
る
安
価
な
赤
本
（
表
紙
を
赤
く
塗
っ
て
目
に
付
き
や
す
く
し

た
）
か
ら
、
青
本
・
黒
本
と
な
っ
て
普
及
し
、
し
か
も
鎖
国
政
策
で
海
外
の
も
の
は

禁
止
さ
れ
た
た
め
、
京
・
江
戸
か
ら
離
れ
た
諸
国
ば
な
し
が
流
行
し
、
さ
ら
に
パ
ロ

デ
ィ
化
し
て
広
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
芸
能
も
地
方
の
城
下
町
へ
広
が
り
大
道
芸
と

な
っ
て
い
く
。
庶
民
化
が
進
み
、「
平
家
語
り
」
が
流
行
す
る
が
、
そ
の
語
り
の
弟

子
ど
も
が
若
者
向
け
に
一
気
に
語
っ
た
「
さ
か
さ
ま
物
語
」
た
る
「
早
物
語
」
も
流

行
す
る
。
昔
話
は
寺
子
屋
で
字
を
習
っ
た
子
ど
も
が
大
き
な
声
で
読
ん
で
聞
か
せ
た

り
も
し
て
い
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
小
学
校
国
語
読
本
に
入
り
込
み
、
や
が
て
二
葉

亭
四
迷
な
ど
に
よ
る
文
学
の
潮
流
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、「
読
む
昔
話
」
に
な

り
、
さ
ら
に
は
国
語
読
本
か
ら
新
た
に
昔
話
の
歌
も
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。

１

赤
本
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
化
時
代

『
嬉
遊
笑
覧
』（
１
）

の
「
ぢ
ぢ
ば
ば
の
物
語
」
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

『
異
制
庭
訓
』
に
祖
父
母
之
物
語
と
あ
る
は
「
一
休
ば
な
し
」
序
文
に
、

祖
父
と
祖
母
と
の
咄
よ
り
し
ら
ぬ
我
な
れ
ば
か
し
こ
ま
り
た
り
と
申
せ
ど

も
、
山
へ
せ
ん
た
く
川
へ
柴
刈
り
に
と
申
け
れ
ば
、
古
め
か
し
の
は
な
し

や
と
云
々
。
今
も
小
児
の
す
な
る
昔
々
の
咄
は
げ
に
古
き
も
の
と
聞
ゆ
、

猿
の
尻
は
真
っ
赤
な
と
い
ふ
こ
と
昔
よ
り
彼
を
赤
き
も
の
に
わ
ら
ふ
、

『
新
猿
楽
記
』
に
十
三
の
娘
の
条
、
著
経
猶
猿
尻
、
ま
た
『
犬
筑
波
集
』

に
さ
る
の
尻
こ
か
ら
し
し
ら
ぬ
紅
葉
か
な
と
見
え
、
ま
た
「
狸
が
火
傷
の

咄
」
は
『
古
事
記
』
の
素
兎
の
故
事
に
似
た
り

「
瓜
姫
」「
桃
太
郎
」「
隠
れ
蓑
・
隠
れ
笠
」「
舌
き
り
雀
」「
羅
生
門
鬼
」

「
花
咲
せ
爺
」
の
名
も
見
え
て
い
て
、
家
々
の
囲
炉
裏
端
で
語
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
十
分
想
定
で
き
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
山
へ
せ
ん
た
く
川

へ
柴
刈
り
」
と
い
っ
て
、
語
り
手
の
い
い
草
を
聞
き
手
が
冷
や
か
し
気
味
に

語りの展開（武田）
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言
っ
て
戸
惑
わ
せ
る
様
子
が
、
そ
こ
に
伺
え
る
。
地
方
の
城
下
町
米
沢
に
、
天

保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
序
文
の
あ
る
、
文
人
武
士
吉
田
糠
山
綱
富
の
著
『
童

子
百
物
か
た
り
』（
２
）

が
上
巻
の
み
残
さ
れ
て
お
り
、
全
く
同
じ
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。

お
ぢ
ぢ
様
、
む
か
し
む
か
し
と
い
う
。
ヲ
ヲ
と
て
、
む
か
し
む
か
し
ぢ

ぢ
は
山
へ
と
い
へ
ば
、
イ
ヤ
イ
ヤ
そ
ん
な
ハ
古
い
古
い
、
今
ハ
ぢ
ぢ
ハ
川

原
へ
、
ば
ば
ハ
山
へ
柴
切
り
に
と
、
今
と
む
か
し
の
ひ
っ
く
り
返
り
た
る

事
の
時
世
な
れ
と
、
こ
ま
っ
て
お
れ
ば
、
狐
む
か
し
を
と
い
ふ
。（
中
略
）

む
か
し
耄
も
ぢ
ぢ
ば
ば
に
は
た
り
た
る
む
く
ひ
来
り
て
、
今
孫
ら
彦
ら
に

は
た
ら
る
る
。

天
保
の
こ
の
頃
に
は
、
田
舎
の
城
下
町
で
さ
え
、
昔
話
は
こ
の
よ
う
に
行
き

渡
り
、
子
ど
も
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昔
話
が
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
の
世
界
に
入
っ
て
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
契
機
の
一
つ
に
は
、
延
宝
（
一
六
七
三
〜
八
一
）
の
頃
か
ら
現
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
、
子
ど
も
の
た
め
の
絵
本
た
る
「
赤
本
」（
３
）

が
あ
っ
た
こ
と
は
、

否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
こ
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。江

戸
時
代
に
な
り
、
徳
川
の
世
を
絶
対
な
も
の
に
す
る
に
あ
た
り
、
三
代
将

軍
徳
川
家
光
は
参
勤
交
代
の
制
度
を
作
り
上
げ
る
。
江
戸
城
に
参
内
し
て
一
年
、

次
の
年
に
は
国
に
帰
り
、
そ
の
次
の
年
に
は
ま
た
江
戸
城
詰
め
に
な
る
と
い
う

制
度
で
あ
る
。
江
戸
に
来
る
と
き
、
ま
た
江
戸
か
ら
帰
る
と
き
に
は
、
そ
の
大

名
の
石
高
に
応
じ
て
、
大
名
行
列
の
規
模
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
各
藩
の
出
費

は
莫
大
な
物
で
あ
っ
た
。
始
ま
っ
た
の
は
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
相
対
的
に
徳
川
家
は
絶
大
な
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
四
年
ほ
ど
し
て
寛
永
十
六
年
に

は
鎖
国
政
策
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
表
向
き
に
は
戦
国
時
代
に
入
っ
て
来
た
キ

リ
シ
タ
ン
が
、
日
本
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

噂
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
排
斥
（
４
）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
は
仏
教
に
よ

る
宗
教
政
策
で
の
統
一
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
一
向
宗
を
は
じ
め
と

す
る
勢
力
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
も
の
を
幕
府
の
統
治
下
に
置
く
よ
う
に
強
制
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
合
わ
せ
て
藩
が
独
自
に
他
国
と
貿
易
を
す
る
こ
と
を
禁
止

し
、
経
済
を
幕
府
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
各
藩
の
財
政
は
逼
迫
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ま
で

藩
が
抱
え
て
い
た
襖
絵
の
絵
師
や
芸
人
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の

だ
っ
た
。
大
名
や
社
寺
の
保
護
を
断
た
れ
た
彼
等
は
各
自
の
生
き
方
を
考
え
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
新
し
い
場
で
生
き
る
た
め
に
、
絵
師
は
浮
世
絵
師
と
し

て
の
道
を
歩
み
出
し
た
り
、
芸
人
は
田
舎
ま
わ
り
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

文
人
も
ま
た
江
戸
・
大
坂
・
京
都
の
町
人
階
級
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
、
新
し

い
作
品
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
珍
し
い
テ
ー
マ
や
材
を
も

と
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
外
国
物
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ

れ
は
鎖
国
政
策
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
仕
方
な
し
に
文
化
中
央
か

ら
遠
い
、
僻
遠
の
地
か
ら
話
題
を
集
め
て
の
「
諸
国
物
語
」
が
流
行
す
る
こ
と

に
な
る
。
西
鶴
の
『
諸
国
は
な
し
』（
５
）

な
ど
は
出
色
の
作
品
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

だ
が
そ
れ
も
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
怪
奇
談
に
興
味
が
移
り
、
い
わ
ゆ
る

百
物
語
が
流
行
し
、
そ
う
し
た
本
の
題
名
だ
け
で
な
く
、
怪
談
を
語
り
合
う
会

も
、
文
人
の
間
に
流
行
し
、
や
が
て
若
者
た
ち
の
世
界
に
も
広
が
る
よ
う
に

な
っ
た
。
怪
奇
談
を
語
っ
た
あ
と
に
、
寺
の
裏
手
の
墓
地
な
ど
で
、
暗
く
な
っ

東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要 第１号

―１０―



て
か
ら
、
肝
試
し
も
く
わ
え
て
行
わ
れ
た
。
怪
奇
作
家
上
田
秋
成
を
生
む
こ
と

に
な
っ
た
し
、
道
な
ら
ぬ
心
中
物
の
近
松
門
左
衛
門
、
商
業
都
市
大
坂
を
舞
台

に
し
て
、
や
が
て
新
し
い
商
人
道
を
描
い
た
井
原
西
鶴
を
生
む
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
た
。

そ
し
て
、
や
が
て
子
ど
も
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
「
赤
本
」
が
生
ま
れ
、
大

ブ
ー
ム
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
浮
世
絵
が
流
行
し
絵
師
に
弟
子
に
入
る
者

が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ま
だ
一
人
前
の
浮
世
絵
師
に
な
る
前
の
弟

子
ど
も
と
、
出
版
元
が
手
を
結
ん
で
、
子
ど
も
の
小
遣
い
で
も
手
に
入
る
安
価

な
絵
本
が
、
少
な
く
と
も
宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
〜
一
一
）
に
は
、
本
屋
に
並

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
目
に
付
く
よ
う
に
表
紙
を
真
っ
赤
に
塗
っ
た
か
ら
「
赤

本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
赤
本
は
大
人
の
た
め
の
「
奈
良
絵
本
」
に

始
ま
る
と
い
う
が
、
そ
の
後
に
は
「
赤
小
本
」
も
生
ま
れ
、
そ
の
全
盛
時
代
を

迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
ん
と
い
っ
て
も
、
室
町
時
代
以
来
、
囲
炉
裏
端
で
耳
に
し
、
親
し
み
を
憶

え
て
い
た
昔
話
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
子
ど
も
で
も
買
え
る
安
価
さ
が
、
流

行
の
き
ざ
し
を
作
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
江
戸
時
代
、
誰
で
も
が
知
る
こ
と

に
な
っ
た
、
俗
に
言
う
「
五
大
昔
話
」
と
し
て
の
「
桃
太
郎
」「
さ
る
か
に
」「
花

咲
爺
」「
舌
切
り
雀
」「
か
ち
か
ち
山
」
は
、
赤
本
の
、
格
好
の
昔
話
で
あ
っ
た
。

赤
本
の
評
判
は
囲
炉
裏
端
で
の
昔
語
り
よ
り
も
、
盛
況
を
呈
し
た
向
き
さ
え

あ
っ
た
と
い
う
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
昔
話
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ

れ
の
新
し
い
鑑
賞
の
形
式
を
生
み
出
し
た
の
が
、
絵
本
と
し
て
の
「
赤
本
」
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
語
り
そ
の
も
の
が
、
初
期
に
は
絵
の
余
白
に
び
っ
し
り
書

か
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
、
子
ど
も
た
ち
が
良
く
知
っ
て
い
る
昔
話
で
も
あ
っ

た
か
ら
、
次
第
に
字
は
会
話
の
部
分
が
中
心
に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
子
ど
も
の

想
像
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、

神
話
や
仏
教
説
話
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
出
発
し
、
神
話
・
仏
教
説
話
に
つ
い

て
い
る
〈
信
仰
〉
は
す
べ
て
剥
ぎ
取
ら
れ
、
モ
チ
ー
フ
、
話
型
の
お
も
し
ろ
さ

が
前
面
に
出
て
、
昔
話
の
世
界
が
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。

見
る
子
ど
も
は
絵
の
方
に
見
入
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
教
訓
を
盛
り
込
も
う

と
し
た
作
者
の
意
図
が
生
か
さ
れ
な
い
恨
み
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

赤
本
に
つ
い
て
、
喜
田
川
守
貞
は
『
近
世
風
俗
志
』（
６
）

に
こ
う
記
し
て
い

る
。

余
幼
少
の
頃
は
、
赤
本
・
黒
本
と
て
、
表
紙
赤
と
黒
と
あ
り
て
、
表
題
を

黄
紙
に
記
し
、
頼
光
四
天
王
そ
の
ほ
か
、
武
者
絵
に
少
し
の
詞
書
あ
り
し

な
り
。
後
に
黄
表
紙
に
な
り
て
、
花
咲
爺
、
舌
切
雀
、
狸
兎
土
舟
等
の
昔

話
に
、
勧
善
懲
悪
の
文
を
加
え
、
童
の
玩
と
せ
し
に
、
そ
れ
よ
り
、
京
伝
、

馬
琴
、
一
九
、
三
馬
、
鬼
武
な
ど
言
う
作
者
、
種
々
の
作
意
を
草
本
よ
り

合
本
に
顕
し
、
画
も
豊
国
、
北
斎
、
重
信
な
ど
、
巻
を
尽
く
し
、
連
年
出

板
す
る
こ
と
夥
し
く
、
中
に
は
女
童
の
悟
り
得
が
た
き
歌
書
・
漢
文
を
取

り
交
じ
え
、
愛
情
を
含
み
す
ぎ
、
艶
本
に
均
し
く
、
画
も
歳
々
の
流
行
の

風
俗
ゆ
へ
、
な
ま
め
き
た
る
手
本
に
似
た
り
。
悪
は
罰
し
、
善
は
幸
い
す

る
こ
と
に
見
る
人
心
を
止
め
ず
、
た
だ
愛
情
と
画
の
風
俗
の
み
に
心
を
止

め
て
、
下
賤
の
い
ら
ざ
る
言
句
を
覚
え
、
た
だ
永
日
の
退
屈
を
省
く
ば
か

り
に
て
、
詮
な
き
こ
と
ぞ
あ
り
け
る
、
云
々
。

そ
し
て
正
徳
・
享
保
の
こ
ろ
の
赤
本
は
紙
五
枚
を
綴
じ
、
後
に
青
本
も
出
た

と
い
う
。
そ
し
て
代
銭
は
六
文
で
売
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
は
「
年
々
奇
を
争

ひ
」
と
あ
っ
て
、
山
東
京
伝
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
と
あ
る
か
ら
、
赤

語りの展開（武田）
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本
も
一
つ
の
転
機
を
迎
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
つ
は
売
れ
た
物
と
し
て
敵
討

ち
な
ど
は
、
一
冊
で
終
わ
ら
ず
に
、
続
編
が
次
々
に
出
さ
れ
た
り
、
表
紙
に
錦

絵
を
切
り
抜
い
て
貼
っ
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
は
じ
め
た
よ
う
で
あ

る
。興

味
深
く
思
う
の
は
、
赤
本
の
値
段
が
は
じ
め
は
六
文
だ
っ
た
の
が
、
趣
向

を
こ
ら
し
て
享
和
の
頃
に
な
っ
て
、
十
文
に
も
な
っ
た
と
あ
る
こ
と
で
、
当
時

の
大
人
向
き
の
本
の
値
段
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

２

パ
ロ
デ
ィ
の
時
代

文
化
・
文
政
の
頃
の
パ
ロ
デ
ィ
流
行
の
先
駆
と
も
い
え
る
柳
亭
種
彦
の
『
偽

紫
田
舎
源
氏
』（
７
）

は
背
表
紙
に
紋
染
紙
が
使
わ
れ
、
絵
が
入
り
、
豊
国
の
描

い
た
物
で
当
代
随
一
の
浮
世
絵
師
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
百
二
十
四
文
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
逆
に
赤
本
が
い
か
に
安
価
で
あ
っ
た
か
も
分
か
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

享
保
か
ら
元
文
年
間
（
一
七
三
六
〜
四
一
）
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
る
、

西
村
重
信
の
描
い
た
赤
本
『
再
版
桃
太
郎
昔
話
』
が
あ
る
。「
再
版
」
と
あ
る

か
ら
、
前
の
赤
本
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
未
見
な
の
で
何
と
も
い
え
な
い
が
、

冒
頭
の
場
面
に
、
陣
羽
織
風
の
着
物
の
子
、
坊
主
頭
の
子
、
笹
の
葉
ち
ら
し
の

子
、
渦
巻
き
模
様
の
着
物
の
子
の
四
人
が
登
場
し
て
、
こ
ん
な
会
話
か
ら
始
ま

る
。

「
昔
々
あ
っ
た
と
さ
、
爺
は
山
へ
草
刈
り
に
」

「
桃
太
郎
は
お
も
し
ろ
い
」

「
そ
の
あ
と
で
、
兎
の
手
柄
を
聞
き
た
い
」

「
黙
っ
て
聞
け
」

と
あ
り
、「
桃
太
郎
」
の
話
に
な
る
。
桃
太
郎
が
人
気
の
昔
話
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
と
同
時
に
、
他
の
昔
話
を
も
含
め
て
、
昔
話
が
子
ど
も
の
世
界
に
す

で
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
、
十
分
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
明
確

と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
が
、
囲
炉
裏
端
で
の
語
り
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た

ち
だ
け
の
語
り
合
い
の
場
で
の
昔
話
語
り
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
と
い
え
な
く
な
い
。

赤
本
の
作
者
の
側
か
ら
も
、
絵
本
と
し
て
の
昔
話
の
時
代
に
な
っ
て
変
化
が

現
れ
は
じ
め
て
い
る
。
山
東
京
伝
に
よ
る
『
桃
太
郎
金
太
郎
雛
鶴
笹
湯
の
寿
』（
８
）

の
出
現
が
見
ら
れ
る
。
戯
作
者
で
、
本
屋
を
兼
ね
て
い
た
山
東
京
伝
は
、
こ
の

赤
本
で
、
桃
太
郎
と
鉢
か
づ
き
姫
が
結
ば
れ
て
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
金

太
郎
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
本
は
極
め
て
高
価
な
も
の
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
最
も
怖
れ

ら
れ
た
疱
瘡
に
罹
ら
ず
、
罹
っ
て
も
軽
く
す
む
と
い
う
本
だ
と
し
て
、
大
変
な

評
判
を
呼
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
子
ど
も
に
買
っ
て
与
え
る
こ
と
も
多
く
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
モ
チ
ー
フ
や
話
型
を
大
幅
に
改
め
て
の
作
品
化
は
、
多
分
に
江
戸

時
代
末
期
に
な
っ
て
、
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
化
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
柳
亭
種
彦

に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
『
偽
紫
田
舎
源
氏
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
思
潮
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
、
昔
話
を
も
改
編
し
て
出

来
上
が
っ
た
物
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
伝
承
と
い
っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

改
編
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

赤
本
の
時
代
が
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
を
迎
え
る
が
、
赤
本
ほ
ど
の
評
判
に
は
な

ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
昔
話
絵
本
の
要
求
は
続
く
。
幕
末
期
の
文
化
・
文
政

年
間
を
迎
え
て
、
再
び
庶
民
化
の
高
ま
り
の
中
で
、
赤
本
の
再
刊
が
出
版
さ
れ
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続
け
、
黒
本
・
青
本
な
ど
と
し
て
登
場
し
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
、
昔
話
絵

本
は
相
変
わ
ら
ず
続
き
、
今
日
ま
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３

語
り
の
者
の
横
行

江
戸
元
禄
時
代
は
庶
民
文
化
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
か
ら

戦
国
時
代
に
か
け
て
、
社
会
は
大
き
く
変
わ
っ
た
が
、
元
禄
時
代
に
入
っ
て
、

一
つ
の
安
定
期
を
迎
え
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
徳
川
家
が
絶
大
な

力
で
諸
大
名
の
上
に
君
臨
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
は
参
勤
交
代
制

に
よ
っ
て
明
確
化
し
た
こ
と
が
一
つ
だ
が
、
さ
ら
に
鎖
国
政
策
が
功
を
奏
し
て
、

国
内
的
に
は
平
穏
な
時
代
に
な
っ
た
か
ら
で
、
そ
う
し
た
中
で
武
家
文
化
の
中

に
庶
民
文
化
が
割
っ
て
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
で
も
、
室
町
時
代
ま
で
は
京
都
の
公
家
や
寺
社
に
雇
わ
れ
て
い
た
芸
人
た
ち

が
、
表
向
き
に
は
解
放
さ
れ
て
、
地
方
を
回
る
こ
と
で
生
計
を
維
持
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
公
家
や
上
流
武
士
階
級
、
寺
社
が
幕
府

の
政
策
で
、
経
済
・
財
政
的
に
窮
迫
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
芸
人
た
ち
を

保
護
す
る
余
力
が
な
く
な
り
、
芸
人
は
京
や
大
坂
を
離
れ
て
、
村
々
を
歩
く
こ

と
で
、
食
べ
て
ゆ
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
は
古

典
芸
能
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
能
・
狂
言
」（
９
）
、
さ
ら
に
は
寺
社
を

中
心
に
広
が
っ
た
説
経
節
な
ど
も
、
村
々
を
歩
く
大
道
芸
に
移
行
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
様
相
を
見
せ
て
く
れ
る
一
冊
の
本
が
元
禄
時
代
に
で
き
た
と
い
う

『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』（
１０
）

で
あ
る
。
元
禄
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
、
そ
し
て
江
戸
時
代
の
最
も
初
期
の
雑
芸
を
ま

と
め
た
物
と
い
え
る
。
す
で
に
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
前
兆
が
、

そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

新
し
い
職
業
と
し
て
、
占
い
師
な
ど
が
諸
国
を
歩
き
、
物
売
り
が
触
れ
売
り

の
声
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
特
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

商
人
の
積
極
的
な
活
動
で
あ
る
。
た
と
え
ば
質
屋
が
現
れ
て
、
金
を
貸
す
と

い
っ
た
極
め
て
都
市
的
な
商
売
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
だ
け
で
も
四

十
五
軒
を
数
え
た
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
古
手
屋
が
絹
布
・
木
綿
な
ど
、
足

袋
や
帯
ま
で
、
質
流
れ
を
買
い
集
め
、
そ
れ
を
売
る
と
い
っ
た
商
売
も
生
ま
れ

て
き
て
い
る
。「
小
間
物
屋
」
と
い
っ
た
子
ど
も
相
手
の
細
工
物
を
売
る
よ
う

な
店
も
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
本
屋
が
板
に
字
を
彫
っ
て
木
板
本
も

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
活
に
直
結
し
た
「
箸
師
」
と
か
、「
縫
針
師
」

な
ど
は
当
然
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
生
活
に
直
結
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
遊
び
に
近
い
「
歌
留
多
師
」「
賽
師
」
な
ど
も
、
一
つ
の
商
売
と
し
て

成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
団
扇
師
」「
造
花
師
」
な
ど
さ
え
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
鋤
鍬
柄
師
」
な
ど
、
鍛
冶
屋
と
組
ん
で
の
仕
事
で
、

木
の
部
分
と
鉄
の
部
分
の
分
業
化
・
協
業
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

芸
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
寺
院
建
立
の
善
根
と
し
て
浄
財
を
集
め
る
の
は
、

古
い
習
俗
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
あ
や
か
っ
て
、「
針
供
養
」「
庚
申
代
待

ち
」
を
は
じ
め
、「
門
説
経
」「
腕
香
」
な
ど
、
む
し
ろ
曲
芸
と
で
も
い
う
も
の

が
現
れ
、
中
に
は
詐
欺
同
然
の
も
の
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
箸
供
養
」

に
つ
い
て
は
、
こ
う
あ
る
。

か
れ
が
し
か
け
針
の
く
や
う
（
く
よ
う
）
に
ひ
と
し
く
年
中
の
箸
の
恩
徳

を
報
ぜ
ざ
れ
ば
、
地
獄
に
落
る
也
。
と
つ
と
古
風
の
と
き
は
信
仰
し
た
る

者
多
か
る
べ
し
。
今
さ
れ
た
る
憂
世
に
さ
へ
片
辺
土
に
は
、
だ
ま
さ
る
れ

語りの展開（武田）
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ば
こ
そ
根
か
ら
た
ゆ
る
事
は
な
し

平
和
に
な
っ
た
証
し
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。「
歌
念
仏
」
あ
り
、「
事
触

れ
」
な
ど
は
愚
夫
愚
婦
を
た
ぶ
ら
か
し
の
吉
凶
占
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
。「
口

寄
せ
巫
女
」
も
目
当
て
の
家
々
を
回
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
で
も
、
興
味
を
引
か
れ
る
の
は
、「
猿
若
」
と
い
う
芸
人
で
、
一
人
狂
言

を
持
ち
歩
い
た
芸
人
で
あ
る
。
本
来
能
と
狂
言
と
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
演
じ
ら

れ
る
物
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
な
っ
て
、
大
道
芸
と
な
り
、
猿
を
連
れ

て
狂
言
の
さ
わ
り
を
大
道
で
演
じ
た
上
、
猿
回
し
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。ま

た
「
祭
文
」（
１１
）

に
つ
い
て
、「
神
道
か
と
思
え
ば
仏
道
、
と
か
く
其
本
拠

さ
だ
か
な
ら
ず
」
と
い
う
か
ら
、
本
来
は
神
社
の
祭
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、
も

う
こ
の
時
期
に
は
完
全
に
芸
に
な
っ
て
、
や
が
て
芝
居
小
屋
に
入
り
込
み
、
ホ

ラ
貝
と
錫
杖
を
伴
奏
の
用
具
と
し
て
、
各
地
の
祭
り
を
追
っ
て
、『
天
明
曽
我
』

を
語
り
歩
い
た
者
で
あ
る
。

４

早
物
語

雑
芸
の
一
つ
に
座
頭
の
芸
と
し
て
あ
っ
た
「
平
家
語
り
」
も
あ
っ
た
。『
人

倫
訓
蒙
図
彙
』（
１２
）

に
は
、

行
長
平
家
物
語
作
教
へ
し
は
、
生
仏
と
い
ふ
座
頭
な
り
。
誠
に
高
位
に
ま

じ
わ
る
も
の
な
れ
ば
、
心
直
に
あ
り
た
き
も
の
也
。
聞
伝
へ
し
は
逢
坂
の

蝉
丸
又
は
景
清
日
向
こ
う
と
う
を
い
ひ
し
と
か
や
。
初
官
よ
り
段
々
の
宮

あ
り
、
石
塔
二
月
十
六
日
、
涼
み
六
月
十
九
日
な
り
。
検
校
入
用
凡
四
拾

貫
目
余
な
り

と
い
う
。
行
長
が
生
仏
に
「
平
家
語
り
」
を
作
っ
て
与
え
た
と
い
う
の
は
、『
徒

然
草
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
俗
説
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
東
北
地
方
で
は
南
部
藩
、
仙
台
藩
で
は
「
平
家
語
り
」

は
座
頭
の
芸
（
１３
）

で
、
座
頭
の
特
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
こ

に
江
戸
か
ら
浄
瑠
璃
が
入
り
、
こ
れ
も
座
頭
の
芸
と
し
て
、
検
校
の
権
限
で
演

ず
る
事
が
許
可
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
藩
主
の
保
護
が
あ
っ
た
か
ら
、
弟

子
も
か
な
り
お
っ
た
と
い
う
。

座
頭
の
弟
子
ど
も
は
、
師
匠
の
「
平
家
語
り
」
や
浄
瑠
璃
の
前
座
に
「
早
物

語
」
な
ど
を
語
っ
て
客
を
喜
ば
せ
た
ら
し
い
。
早
物
語
に
は
昔
話
の
形
式
譚
の

一
つ
で
も
あ
る
「
長
い
名
の
子
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
を
す
ら
す
ら
と
語
り
演

じ
る
こ
と
で
喜
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
す
で
に
「
ジ
ュ
ゲ
ム
」
と

し
て
落
語
に
横
滑
り
す
る
が
、
早
物
語
は
若
者
た
ち
の
年
齢
層
の
昔
話
と
い
っ

て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
「
逆
さ
物
語
（
さ
か
さ
も
の
が
た
り
）」
は

座
頭
や
祭
文
語
り
の
前
座
に
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ

を
「
て
ん
ぽ
・
逆
・
嘘
」
物
語
と
も
呼
ん
で
い
た
。
嘘
で
固
め
た
物
語
を
特
別

な
節
も
無
し
に
早
口
で
一
気
に
語
る
も
の
で
、
若
者
た
ち
に
は
昔
話
と
し
て
喜

ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

早
物
語
（
１４
）

は
特
別
の
抑
揚
な
し
に
、
早
口
で
語
る
も
の
で
、
初
め
の
句
「
そ

う
れ
物
語
語
り
候
」、
結
び
の
句
と
し
て
は
「
…
…
の
物
語
」「
…
…
の
物
語
、

ほ
ほ
う
敬
っ
て
の
物
語
」
を
も
っ
て
い
る
が
、
中
身
は
観
客
に
合
わ
せ
て
、
昔

話
や
わ
ら
べ
う
た
や
語
り
物
ま
で
吸
収
し
て
語
り
の
中
に
入
れ
て
し
ま
い
、
当

時
の
若
者
に
は
評
判
で
あ
っ
た
。
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そ
う
り
ゃ
も
の
語
り
、
語
り
候
。

天
保
元
年
閏
七
月
、
中
、
茶
釜
の
年
、
近
江
に
み
ず
う
み
さ
火
が
付
い

て
、
ざ
ん
ぶ
ご
ん
ぶ
と
焼
け
に
け
り
。
目
蔵
（
盲
目
）
が
見
付
け
、
が
ん

ば
聞
き
つ
け
、
い
じ
ゃ
り
は
走
り
、
手
ん
ぼ
う
は
招
き
、
街
道
を
笠
に
か

ぶ
っ
て
、
六
尺
棒
を
鉢
巻
き
し
て
、
三
尺
手
ぬ
ぐ
い
を
杖
に
つ
ぎ
、
笠
の

と
ぎ

あ
く
と

上
を
天
下
り
に
く
だ
り
ま
す
る
と
、
み
み
ず
の
骨
、
頭
の
先
か
ら
踵
筋

ま
で
、
ぶ
っ
通
た
ん
の
物
語
。

さ
て
そ
れ
に
付
け
る
薬
、
何
が
良
か
ろ
う
と
聞
い
た
れ
ば
、
畑
の
雑
魚
、

お
ど
で
ん
な

川
の
ふ
く
だ
ち
手
さ
つ
け
て
、
一
昨
日
の
朝
間
み
だ
で
ば
、
す
て
ん
て
ん

と
取
っ
た
ん
の
物
語
。
嘘
て
ん
ぽ
の
物
語
。
余
っ
て
候
。（『

櫛
引
村
史
』）

こ
う
し
た
て
ん
ぽ
（
嘘
）
物
語
が
若
者
た
ち
の
こ
こ
ろ
を
捉
え
た
ら
し
い
。

中
世
に
大
変
な
評
判
だ
っ
た
「
説
経
節
」
の
仏
教
臭
さ
は
こ
の
時
代
に
な
っ

て
聞
く
者
が
減
り
、
今
の
社
会
を
写
す
事
件
を
材
に
し
た
自
由
な
節
回
し
で
演

ず
る
浄
瑠
璃
が
喜
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
節
回
し
を
工
夫
し
て
、
竹
本
義
太
夫

が
一
世
を
風
靡
す
る
の
に
伍
し
て
、
各
地
方
で
独
自
の
節
回
し
が
生
ま
れ
、
声

を
誇
る
歌
い
手
も
続
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
で
も
東
北
地
方
を
渡
り
歩
い
た

座
頭
の
「
奥
浄
瑠
璃
」
は
東
北
地
方
の
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
弟
子
ど
も
が
そ

の
前
座
に
演
ず
る
早
物
語
も
工
夫
さ
れ
て
、
歌
と
と
も
に
昔
話
と
も
し
れ
ぬ
セ

リ
フ
を
早
口
で
唱
え
る
芸
が
広
が
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
童
歌
・
昔
話

と
の
境
界
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

青
森
県
に
は
、「
ハ
イ
ハ
ラ
リ
ン
の
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
早
物
語
が
あ
る
。

「
ハ
イ
ハ
イ
物
語
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

昨
夜
生
ま
れ
た
太
郎
は

米
噛
み
た
い

米
噛
み
た
い

米
噛
み
た
が
ら
田
を
作
れ

田
を
作
れ
ば
泥
が
付
く

泥
が
付
け
ば
川
さ
は
い
れ

川
に
入
れ
ば
流
れ
る

流
さ
れ
だ
ら
ヨ
シ
さ
と
っ
つ
け

ヨ
シ
さ
と
っ
つ
け
ば
手
が
切
れ
る

手
が
切
れ
だ
ら
麦
ウ
ル
シ
を
つ
け
ろ

麦
ウ
ル
シ
を
付
け
れ
ば
蝿
た
か
る

ハ
イ
ハ
イ
の
物
語
候

（
青
森
県

山
崎
清
一
郎
）

早
物
語
に
は
昔
話
か
ら
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
あ
た
る
。
多
分
に
早

物
語
を
楽
し
む
人
た
ち
に
は
そ
れ
ま
で
昔
話
語
り
に
親
し
ん
で
き
た
若
者
も
多

い
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
ん
な
早
物
語
が
出
る
と
喜
ん
で
聞
き
入
っ
た
者
が
多

か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
昔
話
「
田
螺
と
烏
」（
大
成
四
四
）
で
あ
る
。

そ
の
モ
チ
ー
フ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

１

烏
が
田
螺
を
見
つ
け
て
く
わ
え
る
。

２

田
螺
が
烏
の
鳴
き
声
を
ほ
め
る
。

３

烏
は
鳴
い
た
拍
子
に
田
螺
を
落
と
す
。

４

田
螺
は
穴
に
逃
げ
込
む
。

そ
れ
を
早
物
語
で
は
、
こ
う
語
っ
て
客
を
笑
わ
せ
る
。

語りの展開（武田）
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そ
う
れ
物
語
り
語
り
候
。
語
る
は
も
っ
て
の
物
語
。

江
戸
は
浅
草
前
の
こ
と
な
れ
ば
、
奇
妙
不
思
議
だ
町
人
一
人
来
た
ら
せ

給
う
。
田
螺
こ
の
よ
し
未
来
を
願
う
。
天
が
下
を
飛
び
回
る
鴉
九
郎
左
衛

門
に
踏
み
つ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
田
螺
市
は
波
一
重
、
ゴ
ミ
一
重
ぬ
る
り

さ
っ
と
う
、
這
み
つ
い
て
申
す
よ
う
。
天
が
下
を
飛
び
回
る
鴉
九
郎
左
衛

ぶ

く

門
殿
、
御
身
は
そ
れ
ほ
ど
美
し
く
て
、
賤
し
げ
な
者
を
侮
蔑
す
な
や
。
御

身
の
姿
を
見
て
や
れ
ば
、
所
化
の
衣
に
さ
も
似
た
り
。
ま
た
お
つ
ぶ
り
さ

ま
の
結
構
さ
ま
と
申
す
る
は
繻
子
の
頭
巾
に
さ
も
似
た
り
。
コ
カ
ン
コ
カ

ン
お
っ
し
ゃ
る
声
は
鶯
の
春
の
巻
唱
え
る
声
に
も
さ
も
似
た
り
。
そ
れ
ほ

ど
御
身
は
美
し
く
て
も
賤
し
げ
者
を
侮
蔑
す
な
や
。
飴
か
で
ん
ち
ゅ
か
砂

糖
菓
子
か
、
く
し
く
し
柿
か
串
柿
か
、
な
ん
ど
と
騙
さ
れ
て
、
そ
こ
で
鴉

九
郎
左
衛
門
、
今
日
は
親
父
の
命
日
で
も
あ
ろ
う
と
、
雲
を
遙
か
に
飛
び

上
が
る
。
そ
こ
で
田
螺
市
は
波
一
重
、
ゴ
ミ
一
重
、
ぬ
る
り
さ
っ
と
う
這

み
つ
け
て
申
す
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
わ
が
身
が
美
し
い
と
思
う
か
や
、
阿
呆

鳥
の
馬
鹿
鴉
、
か
ら
て
っ
つ
ぶ
り
な
ど
、
め
ぐ
さ
き
こ
と
、
山
に
立
っ
た

ぼ
っ
こ

る
焼
け
切
り
株
。
ま
た
コ
カ
ン
コ
カ
ン
と
ふ
ぬ
か
す
声
は
、
道
ば
た
の
蛙
、

駒
に
蹴
っ
飛
ば
さ
れ
て
、
く
た
ば
る
時
の
声
に
さ
も
似
た
り
。
ま
た
五
体

つ
き
な
ど
も
一
七
、
八
年
経
っ
た
る
金
火
箸
の
打
ち
折
れ
た
る
に
も
さ
も

ほ
ん
づ
き

似
た
り
。
そ
こ
で
鴉
九
郎
左
衛
門
、
ド
ン
グ
リ
ご
と
や
酸
漿
ご
と
の
血
の

涙
、
ど
っ
た
り
ど
っ
た
り
落
と
し
て
飛
ん
だ
の
物
語
り
。

（
山
形
県

佐
藤
陸
三
）

早
物
語
は
す
で
に
室
町
時
代
、
奈
良
の
興
福
寺
の
記
録
『
経
覚
私
要
鈔
』
に

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
童
歌
や
昔
話
に
吸
収
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
い
は
逆
に
、
わ
ら
べ
う
た
や
昔
話
が
早
物
語
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
早
物
語
・
わ
ら
べ
う
た
・
昔
話

が
ほ
ぼ
同
次
元
で
楽
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
「
長
い
名
の
子
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
早
物
語
の
そ
の

後
を
見
る
と
、
明
治
の
自
由
民
権
運
動
の
中
で
歌
わ
れ
た
壮
士
唄
、
そ
れ
が
川

上
音
二
郎
に
よ
る
「
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
イ
節
」
と
な
っ
て
評
判
と
な
り
、
さ
ら
に
大

正
時
代
に
は
唖
蝉
坊
の
「
ブ
ラ
ブ
ラ
節
」
と
な
り
、
又
一
方
で
は
早
物
語
か
ら

生
ま
れ
た
と
い
う
チ
ョ
ン
ガ
レ
・
チ
ョ
ボ
ク
レ
が
見
ら
れ
、
祭
文
語
り
が
持
ち

歩
い
た
も
の
が
、
浪
花
節
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
は

子
ど
も
時
代
の
昔
話
の
語
り
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

５

小
学
校
国
語
読
本
の
昔
話

昔
話
を
見
る
目
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
教
育
の

教
材
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
昔
話
は
幼
児
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
時
代
は
後
に
な
る
が
、
色
刷
り

の
講
談
社
絵
本
が
登
場
す
る
。
そ
れ
を
手
に
し
な
い
子
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ

い
く
ら
い
で
あ
る
。
と
も
か
く
明
治
五
年
に
学
制
が
制
定
さ
れ
、
教
育
を
も
っ

て
政
府
は
国
民
国
家
の
建
設
を
強
力
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

江
戸
時
代
末
に
、
半
ば
強
制
的
に
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
日
米
友
好
条
約
が
締

結
さ
れ
た
。
だ
が
外
国
人
の
裁
判
権
を
持
た
な
い
不
平
等
条
約
で
あ
っ
た
。
主

権
を
持
つ
日
本
、
平
等
な
条
約
に
す
る
に
は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
受
容

す
る
こ
と
か
ら
と
、
欧
化
政
策
を
も
っ
て
大
国
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
の
で
き
る

近
代
化
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
江
戸
時
代
の
封
建
制

度
か
ら
脱
皮
し
、
文
明
化
の
た
め
に
識
字
率
を
高
め
、
国
民
意
識
を
醸
成
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
江
戸
時
代
を
生
き
て
き
た
大
人
に
は
、
期
待
で
き
な
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か
っ
た
か
ら
、
い
き
お
い
子
ど
も
の
教
育
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。
識
字
率
を
高
め
る
た
め
に
、
さ
っ
そ
く
国
語
読
本
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
子
ど
も
が
興
味
を
持
っ
て
習
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
教
材

と
し
て
昔
話
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
囲
炉
裏
端
で
語
ら
れ
て

き
た
昔
話
は
格
好
な
教
材
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
検
定
期
以
前
の

明
治
十
七
年
『
小
学
読
本
』
全
五
巻
（
若
林
虎
三
郎
編
纂
、
金
港
堂
）
に
は
既

に
「
亀
と
う
さ
ぎ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
は
日
本
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
も
多
く
な
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
は
日
本
人
の
生
活
そ
の
も
の
も
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
服
装
を
始
め
、
特
に
髪
型
は
珍
し
い
も
の
だ
っ
た

ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
日
本
の
昔
話
絵
本
が
、
土
産
物
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
わ
を
つ
け
た
紙
に
極
彩
色
の
絵
を
描
き
、
長
谷
川

武
次
郎
の
店
で
あ
る
弘
文
社
か
ら
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
「
桃
太
郎
」

「
舌
切
り
雀
」「
猿
蟹
合
戦
」「
花
咲
爺
」「
か
ち
か
ち
山
」
の
五
編
が
出
版
さ

れ
た
。「
ち
り
め
ん
本
」（
１５
）

と
い
わ
れ
た
。
浮
世
絵
師
の
描
い
た
も
の
は
、
繊

細
な
線
描
は
外
国
人
に
喜
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
評
判
に
あ
や
か
っ
て

次
々
に
幅
を
広
げ
、「
鼠
の
嫁
入
り
」「
こ
ぶ
と
り
」「
浦
島
太
郎
」「
松
山
鏡
」

「
海
さ
ち
山
さ
ち
」「
俵
の
藤
太
」「
鉢
か
づ
き
」
な
ど
か
ら
、
さ
ら
に
神
話
・

伝
説
に
ま
で
入
り
込
み
、「
日
本
昔
話
文
庫
」
と
呼
ば
れ
た
。
小
学
校
国
語
読

本
に
昔
話
が
入
る
こ
と
に
も
、
こ
の
ち
り
め
ん
本
は
間
接
的
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翻
訳
者
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
ハ
ー
ン
な
ど
で
、

ド
イ
ツ
語
訳
に
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
な
ど
が
当
た
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
オ
ラ
ン

ダ
語
訳
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
な
ど
も
出
た
と
い
う
。
ち
り
め
ん
本
は
細
々
な
が
ら

昭
和
ま
で
見
ら
れ
、
外
国
人
の
教
科
書
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

や
が
て
教
科
書
検
定
期
に
入
り
、
明
治
二
十
年
に
は
文
部
省
に
よ
る
七
巻
本

の
『
尋
常
小
学
読
本
』
が
作
成
さ
れ
る
。
そ
の
巻
一
に
は
「
桃
太
郎
」
が
見
ら

れ
、
巻
四
に
は
「
こ
ぶ
と
り
」「
大
阪
の
蛙
と
京
都
の
蛙
」
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
は
改
訂
ご
と
に
昔
話
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
中

で
、
明
治
文
壇
に
児
童
文
学
と
い
う
分
野
を
開
い
た
と
さ
れ
る
巖
谷
小
波
が
昔

話
に
登
場
し
、
ま
と
め
上
げ
た
『
日
本
昔
噺
』
が
少
年
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
、

大
評
判
を
と
り
、
少
年
少
女
だ
け
で
な
く
、
大
人
の
読
者
を
も
巻
き
込
ん
で
広

が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
評
判
を
耳
に
し
て
、
文
学
者
か
ら
も
昔
話

を
種
に
し
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
、
夏
目
漱
石
の
推
奨
も
か
ち
え
た
鈴
木
三
重

吉
は
〈
童
心
主
義
〉
を
か
か
げ
て
、
昔
話
に
も
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ま
で
に
も
尾
崎
紅
葉
が
「
鬼
桃
太
郎
」
を
書
い
た
の
は
、
明
治
二
十
四
年
で

あ
り
、
森
桂
園
、
石
橋
思
案
な
ど
も
「
桃
太
郎
」
に
挑
ん
で
い
る
。

巖
谷
小
波
は
『
日
本
昔
噺
』
の
評
判
に
気
を
よ
く
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
そ
の

他
の
国
の
昔
話
を
集
め
て
、
翻
訳
し
た
（
翻
訳
と
い
う
よ
り
翻
案
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
が
）
の
が
『
世
界
昔
噺
』
で
、
こ
れ
も
大
評
判
と
な
っ
た
。
と
も
か

く
囲
炉
裏
端
で
耳
に
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
親
し
ま
れ
や
す
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
グ
リ
ム
童
話
の
翻
訳
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
幅

に
昔
話
の
世
界
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

新
興
出
版
社
と
し
て
名
を
な
し
た
博
文
館
の
第
二
代
目
、
大
橋
新
太
郎
か
ら

の
誘
い
で
、『
少
年
世
界
』
に
「
桃
太
郎
」
を
掲
載
し
、
や
が
て
そ
の
主
筆
と

し
て
、
毎
号
昔
話
を
書
き
、
そ
れ
が
後
に
『
日
本
昔
噺
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
二
十
四
編
は
「
桃
太
郎
、
玉
の
井
、
猿
蟹
合
戦
、
松

山
鏡
、
花
咲
爺
、
大
江
山
、
舌
切
雀
、
俵
藤
太
、
か
ち
か
ち
山
、
瘤
取
り
、
物

臭
太
郎
、
文
福
茶
釜
、
八
頭
の
大
蛇
、
兎
と
鰐
、
羅
生
門
、
猿
と
海
月
、
安
達

ケ
原
、
浦
島
太
郎
、
一
寸
法
師
、
金
太
郎
、
雲
雀
山
、
猫
の
草
紙
、
牛
若
丸
、

鼠
の
嫁
入
り
」
で
、
昔
話
・
伝
説
・
歴
史
物
語
な
ど
、
特
別
な
配
慮
が
み
ら
れ

語りの展開（武田）
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な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
興
に
の
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。そ

れ
ま
で
の
、
耳
で
聞
く
昔
話
を
、
目
で
見
る
目
新
し
さ
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、

政
府
の
識
字
率
の
向
上
に
も
押
さ
れ
て
広
が
っ
た
面
も
否
定
で
き
な
い
。
本
来

の
「
語
り
」
に
よ
る
昔
話
は
、
動
詞
の
文
学
、
出
来
事
を
骨
太
に
つ
な
い
で
物

語
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
小
波
の
昔
話
は
叙
景
が
事
細
か
に
描

か
れ
、
語
り
を
比
較
す
れ
ば
、
あ
る
面
で
は
煩
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
心

理
描
写
な
ど
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
坪
内
逍
遙
、
二
葉
亭
四
迷

な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
翻
訳
の
影
響
と
も
い
え
よ
う
。

６

読
む
昔
話

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
正
時
代
に
教
養
主
義
が
広
が
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
子
育
て
の
基
本
は
「
良
妻
賢
母
」
の
声
が
高
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
中
で

小
波
の
昔
話
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
が
、
推
奨
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主

張
の
第
一
人
者
は
下
田
歌
子
で
、
そ
の
著
『
家
庭
』
と
い
う
六
百
頁
に
及
ぶ
大

冊
の
中
で
、
第
七
章
「
育
児
と
家
庭
教
育
」
を
置
き
、
御
伽
噺
を
取
り
上
げ
て
、

「
賢
母
は
（
お
伽
噺
を
）
注
意
を
払
っ
て
読
み
き
か
せ
る
の
は
よ
い
が
、
十
分

選
択
す
る
目
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
小
波
の
日

本
昔
話
は
修
身
・
作
法
に
大
変
よ
い
も
の
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
語
り

と
し
て
の
昔
話
」
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
昔
話
は
ま
さ
に
「
読
む
昔
話
」
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

今
、
振
り
返
っ
て
、
小
波
の
「
花
咲
爺
」
の
冒
頭
を
見
て
み
た
い
。

む
か
し
む
か
し
ま
づ
あ
る
処
に
、
爺
さ
ん
と
婆
さ
ん
と
が
あ
り
ま
し
た

と
さ
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
畠
を
持
て
、
細
く
も
活
計
を
立
て
て
居
り
ま
し

た
が
、
悲
し
い
事
に
は
両
人
の
間
に
、
子
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。

其
処
で
せ
め
て
も
の
心
遣
い
に
、
一
匹
の
犬
を
飼
ひ
、
此
を
ば
四
郎
と
名

づ
け
ま
し
て
、
わ
が
児
も
同
然
に
、
蝶
よ
花
よ
と
可
愛
が
っ
て
居
り
ま
し

た
。猫

は
三
年
の
恩
を
三
日
で
忘
れ
、
犬
は
三
日
の
恩
を
三
年
忘
れ
ぬ
と
や

ら
、
同
じ
畜
生
の
中
で
も
、
犬
ほ
ど
義
を
知
る
獣
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
さ

れ
ば
此
の
四
郎
も
、
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
が
、
わ
が
児
も
同
然
に
可
愛

が
っ
て
く
れ
る
。
其
恩
義
に
感
じ
ま
し
て
、
誠
に
よ
く
両
人
に
な
つ
き
、

昼
は
お
爺
さ
ん
が
山
へ
柴
刈
り
に
行
く
お
供
、
夜
は
ま
た
家
、
畠
の
見
張

り
番
、
骨
を
惜
し
ま
ず
忠
義
を
尽
く
し
ま
す
か
ら
、
両
人
は
ま
す
ま
す
可

愛
が
り
ま
し
て
、
甘
味
い
物
の
あ
る
時
は
、
自
分
達
は
喰
べ
ず
と
も
、
ま

た
の
し
み

ず
こ
の
四
郎
に
遣
っ
て
、
其
嬉
し
が
る
顔
を
見
る
の
を
、
無
上
の
快
楽
と

し
て
居
り
ま
し
た
。

す
る
と
又
其
隣
家
に
も
、
矢
張
り
爺
さ
ん
と
婆
さ
ん
が
住
ん
で
居
り
ま

し
た
。
此
は
又
至
て
良
く
な
い
奴
で
、
常
か
ら
四
郎
を
ば
憎
が
り
、
一
寸

勝
手
口
を
覗
い
た
と
い
っ
て
は
、
は
や
肴
で
も
奪
ら
れ
た
様
に
、
声
を
揚

げ
て
怒
鳴
り
つ
け
、
時
と
す
る
と
有
合
ふ
薪
な
ど
を
投
げ
つ
け
て
、
ち
ん

ば
に
さ
せ
る
事
も
あ
り
ま
し
た
。

或
日
の
事
で
、
四
郎
は
何
思
っ
た
か
、
裏
の
畠
の
方
で
頻
り
に
吠
え
て

お
り
ま
す
か
ら
、
例
の
爺
さ
ん
は
、
ま
た
烏
で
も
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
、

庭
か
ら
下
り
て
行
っ
て
見
ま
す
と
、
四
郎
は
さ
も
嬉
し
そ
う
に
、
爺
さ
ん

に
飛
び
つ
き
ま
し
た
が
、
其
侭
裾
を
く
わ
え
て
、
畠
の
隅
へ
連
れ
て
行
き
、

其
処
に
あ
る
大
き
な
榎
樹
の
し
た
の
土
を
し
き
り
に
掻
い
て
居
り
ま
す
。

ど

う

爺
さ
ん
は
何
の
事
だ
か
解
ら
な
い
か
ら
、「
ヤ
イ
四
郎
如
何
し
た
の
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だ
？
」
と
い
い
ま
す
と
、
四
郎
は
尚
も
土
の
香
り
を
嗅
ぎ
な
が
ら
、「
こ

こ
掘
れ
わ
ん
わ
ん
わ
ん
、
こ
こ
掘
れ
わ
ん
わ
ん
わ
ん
」
と
啼
い
て
お
り
ま

す
。

昔
話
語
り
の
「
花
咲
爺
」
は
、
山
形
県
な
ど
の
東
北
地
方
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
く

い
ご
こ
む
か
し
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
一
切
の
心
理
描
写
、
叙
景
描
写
は
見
ら

れ
な
い
簡
潔
な
も
の
で
、
し
か
も
こ
ち
ら
の
爺
婆
は
マ
メ
爺
、
婆
な
の
に
、
隣

の
爺
、
婆
は
ヘ
ヤ
ミ
爺
、
婆
と
し
て
登
場
す
る
。
語
り
で
伝
承
さ
れ
た
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

む
か
し
あ
っ
た
け
ど
。
或
る
村
さ
、
爺
様
、
婆
様
、
い
で
や
っ
た
ど
。

爺
様
は
山
さ
柴
切
り
に
、
婆
様
は
川
さ
洗
濯
に
行
っ
た
け
ど
。
そ
し
た
ら

川
上
か
ら
、
赤
い
小
箱
と
白
い
小
箱
な
が
っ
で
来
た
ん
だ
け
ど
。

赤
い
小
箱
こ
っ
ち
ゃ
こ
い

白
い
小
箱
そ
っ
ち
ゃ
行
け

そ
し
た
ら
赤
い
小
箱
は
ニ
コ
ニ
コ
と
こ
っ
ち
ゃ
流
れ
て
き
た
ど
。
白
い

小
箱
は
メ
ク
メ
ク
泣
き
な
が
ら
そ
っ
ち
を
な
が
れ
て
い
っ
た
ど
。

赤
い
小
箱
拾
っ
て
開
け
て
み
た
れ
ば
、
ク
イ
ゴ
コ
（
子
犬
）
が
入
っ
て

い
た
け
ど
。
家
に
は
子
ど
も
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ク
イ
ゴ
コ
に
あ
か
い
ト

ト
（
魚
）
か
け
て
、
ご
飯
を
喰
わ
せ
て
育
て
た
ど
。

あ
る
日
、
ク
イ
ゴ
コ
は
爺
・
婆
に
い
う
た
ど
。

じ
ん
ち
ゃ
も
の
れ

ク
エ
ン
ク
エ
ン

ク
エ
ン

ば
ん
ち
ゃ
も
の
れ

ク
エ
ン
ク
エ
ン

ク
エ
ン

か
ま
す
も
鍬
も
つ
け
ろ

ク
エ
ン
ク
エ
ン

ク
エ
ン

小
波
の
文
は
明
ら
か
に
読
む
昔
話
で
、
情
景
描
写
、
心
理
描
写
が
多
く
、
な

に
よ
り
も
冗
漫
で
あ
り
、
興
を
そ
い
で
し
ま
い
か
ね
な
い
。
語
り
の
そ
れ
は
五

歳
前
後
の
子
ど
も
相
手
に
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
語
り
の
場
合
で
は
聞
き
手
の

年
齢
な
り
、
そ
の
折
り
の
条
件
で
、
語
り
自
体
も
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
長
短

さ
え
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
聞
き
手
の
耳
に
入
り
や
す
く
す
る
た

め
に
歌
う
よ
う
に
語
る
こ
と
も
あ
り
、「
赤
い
小
箱
、
こ
っ
ち
ゃ
こ
い
」
等
は

ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
可
愛
が
っ
て
育
て
て
い
る
子
犬

が
、
爺
や
婆
に
よ
っ
て
く
る
の
に
、「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
は
吠
え
る
こ
と
は
な
く
、

「
ク
ン
ク
ン
」
と
寄
っ
て
く
る
の
で
、
子
犬
の
こ
と
を
「
ク
イ
ゴ
コ
」
と
呼
ぶ

の
だ
と
い
う
ご
教
示
が
あ
っ
た
の
に
は
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
い
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
語
り
で
は
、
絶
え
ず
聞
き
手
の
反
応
を
見
な
が
ら
語
り
継
い
で
ゆ

く
上
に
幼
児
に
は
、
相
槌
に
「
オ
ッ
ト
ウ
」
と
か
「
ハ
ー
ト
」「
サ
ン
ス
ケ
」

な
ど
と
受
け
答
え
る
事
を
求
め
る
こ
と
も
多
く
見
ら
れ
た
。
小
波
の
昔
話
で
は

そ
う
し
た
意
識
は
全
然
見
ら
れ
ず
、「
聞
く
」
か
ら
「
読
む
」
へ
大
き
く
転
換

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

７

国
語
読
本

や
が
て
小
波
は
文
部
省
の
図
書
課
嘱
託
と
し
て
、
国
定
教
科
書
の
編
纂
に
当

た
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
の
『
尋
常
小

学
読
本
』
の
昔
話
は
小
波
自
ら
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
そ
れ
以
降

大
正
七
年
、
昭
和
八
年
に
改
訂
さ
れ
る
が
、
国
語
読
本
の
中
の
昔
話
は
ほ
ぼ
定

着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
昔
話
を
輪
切
り
に
し
て
一
年
に

は
何
、
二
年
に
は
何
と
い
っ
た
か
た
ち
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
て
よ

い
。
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昭
和
八
年
の
文
部
省
の
『
国
定
国
語
教
科
書
』
全
六
巻
で
は
、
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

巻
一

「
シ
タ
キ
リ
ス
ズ
メ
」「
モ
モ
タ
ロ
ウ
」

巻
二

「
サ
ル
ト
カ
ニ
」「
ネ
ズ
ミ
ノ
ヨ
メ
イ
リ
」「
コ
ブ
ト
リ
」「
花
サ

カ
ヂ
ヂ
イ
」

巻
三

「
一
寸
ボ
ウ
シ
」「
か
ち
か
ち
山
」「
浦
島
太
郎
」

巻
四

「
か
ぐ
や
ひ
め
」「
大
江
山
」

巻
五
、
六
に
は
神
話
を
含
め
て
、
歴
史
物
語
に
な
っ
て
、
昔
話
は
収
録
さ
れ

な
い
。
明
ら
か
に
教
育
の
中
で
は
昔
話
は
幼
児
の
も
の
と
い
う
観
念
を
植
え
付

け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

の
津
々
浦
々
に
い
た
る
ま
で
、
昔
話
が
知
れ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
昔
話
の
モ
チ
ー
フ
・
話
型
は
教
科
書
の
も
の
に
限
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

サ
ブ
タ
イ
プ
の
昔
話
は
除
外
さ
れ
、
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
し
、
そ
れ
が
語
り

に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
語
り
の
文
化
か
ら
、
読
む
文
化
へ
の
移
行
は
す
で
に
江
戸
時
代
に

生
ま
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
し
、
見
る
昔
話
も
現
れ
た
と
い
え
る
。
前
述
し
た

が
、
柳
亭
種
彦
の
『
用
捨
箱
』
に
よ
れ
ば
、
初
春
の
初
読
み
に
は
『
御
伽
草
子
』

の
「
文
正
さ
う
し
」
が
使
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
寺
子
屋
に
通
っ
て
い
る
娘
が

家
人
を
集
め
て
、
大
声
で
読
ん
で
や
る
の
を
楽
し
ん
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
や
が

て
明
治
に
な
っ
て
二
葉
亭
四
迷
が
ツ
ル
ゲ
ネ
フ
の
『
あ
い
び
き
』
を
翻
訳
し
た

が
、
恋
愛
の
状
況
は
声
を
立
て
て
読
む
の
に
は
抵
抗
が
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い

た
だ
ろ
う
。
声
を
出
し
て
恋
愛
の
心
理
を
読
む
の
は
は
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
。

一
つ
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
昔
話
の
語
り
を
聞
い

て
、
印
象
に
残
る
の
は
も
ち
ろ
ん
大
筋
で
の
モ
チ
ー
フ
へ
の
興
味
も
あ
ろ
う
が
、

今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
歌
う
部
分
〉
で
あ
る
。
童
歌
と
の

類
似
の
研
究
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、
歌
う
部
分
の
な
か
に
は
話
型
を
成
立
さ
せ

て
い
る
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ら
べ
う
た
を
語
り
の
中
に
加
え
た

よ
う
な
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
に
は
唄
の
部
分
に
重
要
な
昔
話
を

成
立
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
の
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

「
山
田
白
滝
」（
大
成
一
三
三
）
で
は
、
三
人
の
下
男
が
そ
れ
ぞ
れ
ほ
し
い

も
の
を
か
な
え
て
や
る
と
、
旦
那
様
か
ら
言
わ
れ
る
。
一
人
は
た
ら
ふ
く
ご
馳

マ
ス

走
を
食
べ
た
い
と
い
う
。
次
の
一
人
は
桝
三
杯
の
小
判
が
欲
し
い
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
三
人
目
の
下
男
は
杢
蔵
と
い
い
、
旦
那
様
の
娘
が
欲
し
い
と
い
う
。
旦

那
は
こ
れ
だ
け
は
娘
に
聞
か
な
い
こ
と
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
、
娘
に

問
い
か
け
る
と
、
歌
詠
み
で
娘
を
負
か
し
た
ら
嫁
に
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
娘

が
先
ず
歌
を
詠
む
。

白
滝
に
心
寄
せ
た
か
山
田
の
案
山
子

山
田
の
稲
も
枯
れ
そ
う
だ

助
け
て
呉
れ
ろ
ち
ゃ
白
滝
の
山

す
る
と
杢
蔵
は
こ
う
返
す
。

天
よ
り
高
く
咲
く
花
も

落
ち
り
ゃ
杢
蔵
の
下
に
な
る

さ
す
が
の
歌
に
娘
の
婿
を
杢
蔵
が
射
止
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
旦
那
の
娘
の
歌
に
対
す
る
返
し
歌
は
昔
話
語
り
の
モ
チ
ー
フ
そ
の

も
の
で
、
単
に
返
し
歌
を
返
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
話
型
は
成
立
し
な
い
。
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同
様
の
も
の
に
「
瓜
子
織
姫
」
で
も
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
爺
婆
の
留
守
に
や
っ

て
き
て
、
瓜
子
姫
が
機
を
織
っ
て
い
る
の
を
無
理
矢
理
ひ
き
お
ろ
し
、
殺
し
て

し
ま
い
、
姫
の
着
物
を
身
に
つ
け
て
、
知
ら
ん
ぷ
り
し
て
、
機
に
上
が
っ
て

織
っ
て
い
る
。

町
か
ら
戻
っ
た
爺
婆
が
買
っ
て
き
た
ト
コ
ロ
（
山
芋
）
を
出
す
と
、
皮
も
む

か
ず
に
食
べ
て
し
ま
う
。
変
だ
な
と
思
っ
て
い
る
と
、
姫
に
化
け
た
ア
マ
ノ

ジ
ャ
ク
は
、「
皮
は
皮
の
薬
、
毛
は
毛
の
薬
」
と
い
っ
て
平
気
で
あ
る
。
そ
し

て
機
を
織
っ
て
い
る
が
、
そ
の
音
は
、
姫
の
織
る
き
れ
い
な
音
「
キ
ー
コ
パ
タ

ン
」
と
い
う
音
に
較
べ
る
と
、「
ギ
ー
コ
、
バ
タ
ン
」
と
変
な
音
で
あ
る
。

ど
う
も
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
、
ど
こ
か
ら
か
飛
ん
で
き
た

鳥
が
、
庭
の
木
の
枝
に
と
ま
っ
て
、
鳴
き
出
す
。

瓜
姫
子
の
、
の
り
機
さ

ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
、
ぶ
ち
の
っ
て

ギ
ー
コ
バ
タ
ン

と
鳴
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。

や
っ
ぱ
り
機
を
織
っ
て
い
る
の
は
姫
で
な
く
て
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
違
い
な

い
と
知
っ
た
爺
は
、
鉈
で
も
っ
て
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
を
殺
し
て
、
荒
れ
地
の
下
に

埋
め
た
の
で
、
萱
の
根
っ
こ
は
今
も
赤
い
の
だ
と
い
う
。

ま
た
別
の
「
瓜
子
織
姫
」
で
は
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
死
体
を
ず
る
ず
る
引
き

ず
っ
て
い
っ
て
畑
に
捨
て
た
の
で
、
そ
ば
の
根
が
赤
く
な
っ
た
の
だ
と
も
い
う
。

昔
話
の
中
の
〈
歌
う
〉
部
分
は
、
わ
ら
べ
う
た
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
リ

ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
は
子
ど
も
の
生
活
の
リ
ズ
ム
に
重
な
り
、
記
憶
の
中
に
蓄
え

ら
れ
て
、
呼
び
戻
す
と
き
の
重
大
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
は
、
地
道
な
調
査

を
通
し
て
、
昔
話
の
収
集
に
当
た
っ
て
く
れ
て
い
る
方
が
、
指
摘
し
て
お
ら
れ

る
こ
と
で
、「
花
咲
爺
」
を
「
く
い
ご
こ
む
か
し
」
と
呼
ぶ
東
北
地
方
な
ど
で

は
、「
赤
い
小
箱
こ
ち
ゃ
こ
い
の
話
」
と
い
っ
て
、
語
り
手
に
思
い
出
し
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

８

歌
う
昔
話

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
小
学
校
唱
歌
（
１６
）

の
中
に
昔
話
の
唱
歌
が
入
っ
て
い

た
こ
と
も
、
国
語
読
本
の
昔
話
と
と
も
に
、
昔
話
が
国
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
る

の
に
大
き
な
力
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
人
気
の
高
か
っ
た
「
桃
太

郎
」
に
は
二
つ
の
歌
が
あ
る
。

【
歌
１
】

き
び

１
番

桃
太
郎
さ
ん

桃
太
郎
さ
ん

お
腰
に
つ
け
た

黍
団
子

一
つ
わ

た
し
に
く
だ
さ
い
な

２
番

や
り
ま
し
ょ
う

や
り
ま
し
ょ
う

こ
れ
か
ら
鬼
の
征
伐
に

つ
い

て
ゆ
く
な
ら
や
り
ま
し
ょ
う

（
以
下
三
番
ま
で
）

【
歌
２
】

モ
モ
カ
ラ
ウ
マ
レ
タ

モ
モ
タ
ロ
ウ

キ
ハ
ヤ
サ
シ
ク
テ

チ
カ
ラ
モ
チ

オ
ニ
ガ
シ
マ
ヲ
バ

ウ
タ
ン
ト
テ

イ
サ
ン
デ
イ
エ
ヲ

デ
カ
ケ
タ
リ

人
気
の
面
で
は
「
花
咲
爺
」
も
劣
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
歌
詞
を
も
っ

て
い
た
。

【
歌
１
】

１
番

裏
の
畑
で

ぽ
ち
が
な
く

正
直
じ
い
さ
ん

掘
っ
た
れ
ば

大
判

小
判
が

ざ
く
ざ
く
ざ
っ
く
ざ
く

語りの展開（武田）
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２
番

意
地
悪
じ
い
さ
ん

ぽ
ち
か
り
て

裏
の
畑
を

掘
っ
た
れ
ば

か

わ
ら
や
貝
が
ら

が
ら
が
ら
が
ら
が
ら

【
歌
２
】

１
番

正
直
爺
さ
ん

灰
ま
け
ば

野
良
も
山
も

花
ざ
か
り

殿
様
大
そ

う
よ
ろ
こ
ん
で

ぢ
ぢ
い
に
褒
美
を
下
さ
れ
る

２
番

意
地
悪
爺
が
灰
ま
け
ば

目
鼻
も
口
も

灰
だ
ら
け

殿
様
大
そ

う
腹
を
立
て

ぢ
ぢ
い
に
縄
を
か
け
ら
れ
る

「
浦
島
太
郎
」
は
五
番
ま
で
有
り
、
異
界
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
を
、
描
こ

う
と
し
て
い
る
点
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

１
番

昔
々

浦
島
は

助
け
た
亀
に
つ
れ
ら
れ
て

竜
宮
城
に
来
て
み
れ

ば

絵
に
も
描
け
な
い
美
し
さ

２
番

乙
姫
様
の
ご
ち
そ
う
に

た
い
や
ひ
ら
め
の
舞
い
お
ど
り

た
だ
珍

し
く
お
も
し
ろ
く

月
日
の
経
つ
の
も
夢
の
中

３
番

遊
び
に
あ
き
て
気
が
つ
い
て

お
暇
乞
も
そ
こ
そ
こ
に

帰
る
途
中

の
た
の
し
み
は

土
産
に
も
ら
っ
た
玉
手
箱

４
番

帰
っ
て
み
れ
ば
こ
は
い
か
に

元
居
た
家
も
村
も
な
く

路
に
行
き

あ
ふ
人
々
は

顔
も
知
ら
な
い
者
ば
か
り

５
番

心
細
さ
に
蓋
と
れ
ば

あ
け
て
く
や
し
き
玉
手
箱

中
か
ら
ぱ
っ
と

白
煙

た
ち
ま
ち
太
郎
は
お
じ
い
さ
ん

「
さ
る
か
に
」
は
「
早
く
芽
を
出
せ
か
き
の
た
ね
、
だ
さ
ぬ
と
は
さ
み
で
、

ち
ょ
ん
ぎ
る
ぞ
」
の
歌
が
あ
り
、「
金
太
郎
」
は
「
マ
サ
カ
リ
カ
ツ
イ
デ
、
キ

ン
タ
ロ
ウ
」、「
一
寸
法
師
」
で
は
「
ユ
ビ
ニ
タ
リ
ナ
イ
、
イ
ッ
ス
ン
ホ
ウ
シ
、

チ
イ
サ
イ
カ
ラ
ダ
ニ
、
オ
オ
キ
ナ
ノ
ゾ
ミ
、
オ
ワ
ン
ノ
フ
ネ
ニ
、
ハ
シ
ノ
カ
イ
、

キ
ョ
ウ
ヘ
ハ
ル
バ
ル
、
ノ
ボ
リ
ユ
ク
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
目
で
改
め
て
昔
話
の
語
り
を
見
る
と
、「
動
物
昔
話
」「
本
格
昔

話
」
に
は
、
語
り
の
中
に
歌
う
部
分
が
入
っ
て
お
り
、
中
に
は
昔
話
全
編
を
歌

う
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
例
が
、「
牛
方
と
山
姥
」
に
見
ら
れ
た
と
い
う
小
国

町
の
塚
原
名
右
衛
門
翁
の
ご
教
示
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
部
を
「
か
ち
か
ち
山
」

と
「
猿
地
蔵
」
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

「
か
ち
か
ち
山
」
の
冒
頭
、
爺
が
山
の
畑
に
豆
を
蒔
く
と
狸
が
や
っ
て
く
る
。

（
爺
）

一
粒
撒
い
た
ら
千
粒
に
な
れ
、
二
粒
撒
い
た
ら
二
千
粒
に
な

れ

（
狸
）

一
粒
撒
い
た
ら
く
っ
さ
れ
ろ
、
二
粒
撒
い
た
ら
く
っ
さ
れ
ろ
、

三
粒
撒
い
た
ら
、
お
れ
ぁ
喰
う

「
猿
地
蔵
」
で
は
、
川
端
に
眠
っ
て
い
る
爺
様
を
猿
ど
も
は
、
地
蔵
と
思
っ

て
、
川
向
こ
う
の
地
蔵
堂
に
安
置
し
よ
う
と
し
て
、
爺
様
を
担
い
で
川
を
渡
る
。

そ
の
と
き
爺
様
は
屁
を
ひ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
の
猿
た
ち
の
歌
で
あ
る
。

ぶ
っ
と
た
っ
じ
ゃ
は
何
だ

「
時
の
太
鼓
」

臭
い
は
何
だ

「
香
の
煙
」

さ
が
っ
た
は
何
だ

「
延
命
の
小
袋
」

猿
ふ
ぐ
り
濡
ら
す
と
も
、
地
蔵
ふ
ぐ
り
ぬ
ら
す
な

こ
の
よ
う
な
歌
の
部
分
は
快
く
聞
き
手
の
中
に
入
り
込
ん
で
、
定
着
す
る
の

に
抵
抗
は
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に
こ
う
し
た
語
り
の
中
の
歌
う
部
分

は
聞
き
手
の
状
況
、
年
齢
や
語
り
の
座
の
雰
囲
気
な
ど
の
諸
条
件
を
勘
案
し
て

考
え
出
さ
れ
、
伝
承
に
乗
っ
て
今
日
ま
で
語
り
継
が
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
語
り
手
が
作
っ
て
聞
き
手
に
与
え
た
歌
と
い
う
よ
り
は
、
語
り
手
と
聞

き
手
の
共
同
で
作
ら
れ
た
歌
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
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小
学
唱
歌
の
本
で
昔
話
の
歌
の
入
っ
た
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
教
材
と
し
て
、

学
齢
を
考
慮
し
て
作
詞
作
曲
さ
れ
た
の
に
違
い
な
い
が
、
語
り
の
中
の
歌
と
は

別
個
な
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
い
な
が
ら
、
メ
ロ
デ
ィ
・
リ
ズ
ム
は
、
国
語
読

本
の
昔
話
よ
り
も
は
る
か
に
記
憶
の
中
に
し
ま
い
込
ま
れ
て
、
蘇
っ
て
く
る
も

の
ら
し
い
。
資
料
と
し
て
記
し
て
お
け
ば
、
明
治
三
十
四
年
「
幼
年
唱
歌
」
に

は
「
猿
蟹
」「
浦
島
太
郎
」、
明
治
四
十
四
年
『
尋
常
小
学
唱
歌
』（
全
六
巻
）

に
は
、「
桃
太
郎
」（
一
年
）、「
花
咲
爺
」（
一
年
）、「
浦
島
太
郎
」（
二
年
）、

昭
和
七
年
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
に
は
「
桃
太
郎
」（
一
年
）、「
浦
島
太
郎
」（
二

年
）
が
あ
る
。

あ
え
て
付
け
加
え
れ
ば
、
国
語
読
本
に
合
わ
せ
て
、
学
年
配
当
を
し
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
昔
話
自
体
、
幼
児
の
教
育
素
材
に
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
そ
し
り
は
、
免
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）『
嬉
遊
笑
覧
』
は
、
喜
多
村
信
節
著
、
幕
末
文
政
の
自
序
あ
り
。
百
科

全
書
的
作
品
で
「
日
本
随
筆
別
巻
」（
吉
川
弘
文
館
）
所
収
。

（
２
）
吉
田
綱
富
（
糠
山
と
号
す
）『
童
子
百
物
か
た
り
』
は
、
天
保
十
二
年

の
序
が
あ
る
が
、
五
十
話
の
み
で
、
残
り
の
五
十
話
は
未
刊
と
思
わ
れ

る
。

（
３
）
赤
本
は
、
貞
享
の
頃
か
ら
出
版
さ
れ
、
子
ど
も
の
小
遣
い
銭
で
購
入
で

き
た
昔
話
の
版
本
で
あ
る
。
後
に
残
っ
た
版
木
で
青
ま
た
は
黒
い
表
紙

の
も
の
も
出
る
。
目
に
付
き
易
い
よ
う
に
表
紙
を
赤
く
刷
っ
た
の
で
、

赤
本
と
呼
ん
だ
。

（
４
）
戦
国
時
代
、
織
田
信
長
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
認
め
た
の
で
、
キ
リ
シ
タ
ン

大
名
も
多
く
出
た
が
、
次
の
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
禁
止
し
た
。

（
５
）
キ
リ
シ
タ
ン
の
書
を
禁
じ
た
の
で
、
日
本
の
僻
地
の
話
が
本
と
な
っ
て

出
版
さ
れ
、
井
原
西
鶴
の
『
諸
国
は
な
し
』
は
そ
の
代
表
と
も
い
え
、

や
が
て
怪
談
に
変
わ
っ
て
い
く
。

（
６
）
喜
田
川
守
貞
『
近
世
風
俗
志
』（
岩
波
文
庫
）

（
７
）『
偽
紫
田
舎
源
氏
』
は
、『
源
氏
物
語
』
の
江
戸
時
代
版
と
言
え
、
パ
ロ

デ
ィ
の
代
表
作
と
言
え
る
。

（
８
）
桃
太
郎
の
豪
華
本
で
、
こ
の
本
を
持
て
ば
疱
瘡
に
罹
ら
な
い
と
評
判
に

な
っ
た
。

（
９
）
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、「
能
・
狂
言
」
は
完
成
し
た
が
、

嘉
吉
の
乱
、
応
仁
の
乱
な
ど
で
京
都
は
荒
れ
、
地
方
に
豪
族
と
な
っ
た

武
士
が
出
現
し
て
、
城
が
出
来
上
が
り
、
京
都
で
食
え
な
く
な
っ
た
芸

人
が
地
方
へ
分
散
し
、
大
道
芸
の
時
代
と
な
っ
た
。

（
１０
）『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』（
東
洋
文
庫
）。
こ
れ
に
は
大
道
芸
の
絵
も
入
っ
て

い
る
。

（
１１
）
祭
文
は
元
来
、
神
へ
の
言
葉
の
芸
で
あ
っ
た
が
、
浄
瑠
璃
が
説
経
節
に

代
わ
っ
て
、
義
太
夫
の
芝
居
小
屋
で
演
じ
て
有
名
に
な
り
、
芝
居
小
屋

で
演
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
１２
）
前
掲
（
１０
）

（
１３
）
座
頭
を
よ
く
保
護
し
た
の
は
南
部
藩
・
仙
台
藩
で
、
ボ
サ
マ
と
呼
ん
だ
。

（
１４
）
早
物
語
は
、「
平
家
語
り
」
の
師
匠
に
付
い
て
、
前
座
に
弟
子
が
演
じ

た
、
早
口
で
語
る
物
語
の
こ
と
で
、「
芸
」
と
し
て
独
立
し
た
も
の
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。「
そ
う
り
ゃ
物
語
語
り
候
」
で
始
ま
る
も
の
で
、

何
で
も
逆
に
語
る
こ
と
か
ら
、
若
者
た
ち
に
喜
ば
れ
た
。
室
町
時
代
か

ら
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
記
録
し
た
人
に
菅
江
真
澄
が
お
り
、
東
北
地

語りの展開（武田）

―２３―



方
に
残
っ
た
も
の
が
多
い
。
青
森
で
は
「
ハ
イ
ハ
ラ
リ
ン
の
物
語
」
と

い
っ
た
。
山
形
県
で
は
真
室
川
町
の
佐
藤
陸
三
氏
が
多
く
収
集
し
て
い

る
。

（
１５
）『
ち
り
め
ん
本
と
草
双
紙
』（
福
生
市
郷
土
資
料
叢
書
、
平
成
二
年
）

（
１６
）
小
学
校
の
唱
歌
も
昔
話
の
普
及
に
力
と
な
っ
た
。
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