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明
治
期
の
翻
訳
と
昔
話

―
『
漁
師
と
そ
の
妻
』
あ
る
い
は
『
金
の
魚
』
―

久 

保
　
華 

誉

◆ キーワード　グリム／プーシキン／翻案／巌谷小波／報恩譚

は
じ
め
に

　
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
の
原
稿
に
は
「
グ
リ
ム
？　

コ
ノ
話
多
シ
理
由

ア
ル
カ
或
ハ
日
本
ノ
話
カ
」
と
柳
田
國
男
に
よ
り
朱
書
き
さ
れ
、
昔
話
集

に
入
ら
な
か
っ
た
話
が
あ
る
。
グ
リ
ム
童
話
で
は
「
漁
師
と
そ
の
妻
」（
Ｋ

Ｈ
Ｍ
一
九
）
と
い
う
話
だ
。
こ
の
「
よ
く
ば
り
損
」
を
載
せ
た
野
村
純
一

編
『
柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿（

１
）』

の
中
で
編
者
は
、〝
外
来
種
〟
を
「
ひ

と
た
び
は
そ
れ
を
峻
別
し
、
き
ち
ん
と
一
線
を
画
し
た
上
で
、
改
め
て
位

置
づ
け
る
べ
き
だ
と
考
え
た
」柳
田
を
肯
定
し
つ
つ
も「
こ
の
島
国
に
あ
っ

て
は
外
来
の
ど
の
種
の
話
を
や
す
や
す
と
受
け
入
れ
、
ま
た
そ
の
一
方
で

は
い
か
な
る
話
を
排
斥
し
て
行
っ
た
の
か
、
客
観
的
に
は
そ
う
し
た
昔
話

の
受
容
と
享
受
と
い
っ
た
事
績
を
知
る
上
で
も
『
グ
リ
ム
？　

コ
ノ
話
多

シ
理
由
ア
ル
カ
』
の
『
理
由
』
そ
の
も
の
に
向
け
て
は
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ

責
任
を
も
っ
て
応
え
る
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
も
述

べ
て
い
る
。

　

明治期の翻訳と昔話

―『漁師とその妻』あるいは『金の魚』―

久 保 華 誉

　

こ
の
話
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、
大
島
廣
志
「
近
代
に
お
け
る
外
国
昔

話
の
受
容（

２
）」

で
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
は
比
較
す
る
明

治
期
の
翻
訳
も
グ
リ
ム
に
留
め
ず
、
ま
た
口
承
資
料
も
更
に
増
や
し
、
両

者
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
柳
田
の
疑
問
で
も
あ
る
日
本
へ
の

受
容
に
関
し
て
考
察
し
た
い
。
外
来
種
と
み
な
さ
れ
て
排
除
さ
れ
て
き
た

と
推
測
さ
れ
る
話
の
価
値
を
見
直
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
原

典
、
明
治
時
代
か
ら
の
翻
訳
、
そ
し
て
日
本
の
口
承
資
料
を
見
て
ゆ
き
た

い
。

第
一
節　
「
漁
師
と
そ
の
妻
（
金
の
魚
）」
と
は
ど
の
よ
う
な
話
か

　

ア
ー
ル
ネ
＆
ト
ン
プ
ソ
ン
の
『
昔
話
の
型
』
を
改
訂
し
た
ウ
タ
ー
の
『
国

際
昔
話
の
型
』
で
は
五
五
五
番
の
話
で
あ
り
、
分
り
や
す
い
よ
う
に
四
つ

の
小
見
出
し
を
つ
け
な
が
ら
訳
し
た（

３
）。

Ⅰ
．
救
助　

貧
し
く
年
老
い
た
漁
師
が
超
自
然
的
な
存
在
（
魔
法
に
か

け
ら
れ
た
魚
、
そ
の
他
の
動
物
、
聖
な
る
存
在
、
聖
人
、
鬼
、
動
物
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の
形
を
し
た
人
）
を
窮
地
（
死
の
危
険
、
拘
束
、
変
身
）
か
ら
救
う
。

も
し
く
は
、
漁
師
は
魚
を
水
に
戻
す
。

Ⅱ
．
報
恩　

そ
の
お
返
し
に
、
魔
法
的
な
存
在
は
、
彼
（
と
そ
の
妻
）

の
願
い
を
叶
え
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

Ⅲ
．
欲
望
の
行
方　

始
め
、
彼
ら
は
節
度
あ
る
利
を
得
て
い
た
が
、
次

第
に
妻
の
要
求
は
、
度
を
越
し
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
。（
例
え
ば
、

彼
ら
は
貴
族
、
王
、
遂
に
は
神
に
な
り
た
い
と
望
む
）

Ⅳ
．
元
の
も
く
あ
み　

魚
（
精
霊
）
は
、
与
え
た
も
の
を
取
り
消
し
、

夫
婦
は
以
前
の
貧
し
い
生
活
に
戻
る
、
も
し
く
は
罰
を
受
け
る
（
動

物
へ
の
変
身
）。

　

グ
リ
ム
で
は
次
の
よ
う
な
話
に
な
っ
て
い
る
。

　

漁
師
は
、
大
き
な
ひ
ら
め
に
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
王
子
な
の
で
助
け

て
欲
し
い
と
言
わ
れ
、
放
し
て
や
る
。
し
か
し
、
妻
の
イ
ル
ゼ
ビ
ル
に

何
故
小
さ
な
家
で
も
頼
ま
な
か
っ
た
の
か
と
責
め
ら
れ
る
。
い
や
い
や

漁
師
が
ひ
ら
め
に
頼
み
に
行
く
と
、
海
は
緑
色
と
黄
色
に
な
っ
て
い
る

が
、
頼
み
を
聞
い
て
く
れ
る
。
そ
の
後
、
妻
は
石
の
城
、
王
様
、
皇
帝
、

法
王
を
望
み
、
最
後
に
日
と
月
を
支
配
す
る
神
様
に
な
り
た
い
と
言
い

出
す
。
願
い
に
行
く
度
に
海
の
色
は
悪
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
今
で
は

海
は
荒
れ
て
い
て
漁
師
の
声
も
聞
こ
え
な
い
。
ひ
ら
め
は
、「
帰
っ
て

ご
ら
ん
。
元
の
小
屋
の
前
に
腰
掛
け
て
い
る
よ
。」
と
答
え
、
二
人
は

い
ま
で
も
小
屋
の
前
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
話
は
「
ね
ず
の
木
の
話
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
四
七
）
と
と
も
に
、オ
ッ
ト
ー
・

ル
ン
ゲ
（Philipp O

tto Runge,1777

―1810

）
が
生
ま
れ
故
郷
の
ポ
ン
メ

ル
ン
方
言
で
採
話
し
た
の
を
グ
リ
ム
兄
弟
が
童
話
集
に
収
め
た
。
ル
ン
ゲ

は
画
家
で
あ
り
、
こ
の
話
の
中
で
も
要
求
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ご
と
に

空
や
海
が
荒
れ
模
様
に
な
っ
て
ゆ
く
様
を
色
彩
豊
か
に
描
写
し
て
い
る
。

グ
リ
ム
の
場
合
、
願
い
は
六
つ
で
あ
る
が
、
小
さ
い
家
と
石
の
城
、
王
様

と
皇
帝
、
法
王
と
日
と
月
を
支
配
す
る
神
様
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
、
家
、
世

俗
権
力
、
宗
教
的
権
力
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る（

４
）。

　

更
に
グ
リ
ム
に
影
響
さ
れ
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
（А

лександр Сергеевич 
П

уш
кин,1799

―1837

）
が
「
金
の
魚
」
を
韻
文
で
綴
る
。
ロ
シ
ア
の
子

ど
も
た
ち
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
朗
誦
す
る
と
い
う
作
品
だ
。
ま
た
ロ
シ
ア
の

昔
話
「
十
二
の
月
」
も
、
グ
リ
ム
の
「
森
の
中
の
三
人
の
小
人
」（
Ｋ
Ｈ

Ｍ
一
三
）
と
同
じ
話
で
、
わ
が
国
で
は
「
継
子
の
苺
摘
み
」
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る（

５
）。

ロ
シ
ア
の
昔
話
と
共
通
し
て
い
る
二
話
の
話
は
、
国
境
を
越

え
て
共
感
し
や
す
い
話
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
梗
概
を
示
し
た
い
。

貧
し
い
お
爺
さ
ん
が
海
で
網
を
投
げ
る
と
、
三
度
目
に
金
の
魚
が
か
か

り
、
な
ん
で
も
好
き
な
も
の
を
あ
げ
る
と
い
う
。
お
爺
さ
ん
は
、
お
礼

は
い
ら
な
い
と
魚
を
海
に
返
す
。
お
婆
さ
ん
は
、
洗
い
桶
く
ら
い
貰
え

と
文
句
を
言
う
。
金
の
魚
に
頼
む
と
そ
の
通
り
に
な
る
。
お
婆
さ
ん
は
、

新
し
い
家
、
古
い
家
柄
の
貴
族
、
女
王
、
最
後
に
海
の
女
王
に
な
り
た

い
と
言
い
出
す
。
お
爺
さ
ん
が
海
に
行
く
度
に
悪
く
な
っ
て
い
た
天
候

も
遂
に
黒
い
嵐
と
な
り
荒
れ
狂
っ
て
い
る
。
願
い
を
金
の
魚
に
伝
え
る

と
、
金
の
魚
は
何
も
言
わ
ず
、「
し
っ
ぽ
で　

波
を
ピ
シ
ャ
ン
と
叩
く

と　

し
ぶ
き
を
あ
げ
て　

深
い
海
へ
と
消
え
て
い
き
ま
し
た
」( (

(

。
お
爺

さ
ん
が
、
家
に
戻
る
と
も
と
の
小
屋
に
戻
っ
て
お
り
、
壊
れ
た
洗
い
桶
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が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。

　

欲
望
の
行
方
は
、
洗
い
桶
、
レ
ン
ガ
造
り
の
新
し
い
家
、
貴
族
、
女
王
、

海
の
女
王
、
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
く
。
グ
リ
ム
と
同
様
に
、
徐
々
に

荒
れ
て
ゆ
く
海
の
描
写
が
あ
る
。
ま
た
お
爺
さ
ん
は
、
お
婆
さ
ん
が
貴
族

に
な
る
と
馬
小
屋
で
働
か
せ
ら
れ
、
女
王
に
な
る
と
、
宮
殿
か
ら
追
い
出

さ
れ
る
と
い
う
酷
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
も
特
徴
的
だ
。
風
刺
が
効
い

た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
節　

明
治
期
の
翻
訳
を
中
心
に

 

そ
れ
で
は
具
体
的
な
翻
訳
の
例
を
上
げ
る
前
に
、
こ
う
い
っ
た
お
伽
噺
が

ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
明
治
時
代
の
状
況
を
ま
と
め
て

み
た
い( 7

(

。

　

明
治
時
代
に
は
子
ど
も
向
け
の
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
主
な
も
の
に

「
少
年
世
界
」
が
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
巌
谷
小
波
（1870
―1933

）
の
主

筆
で
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
に
博
文
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
明
治

四
十
年
の
「
少
年
世
界
」
の
増
刊
号
『
お
伽
共
進
会( 8

(

』
で
は
、「
懸
賞
お
伽
噺
」

と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
読
者
か
ら
お
伽
噺
を
募
集
し

て
賞
を
与
え
る
と
い
う
企
画
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
芳
賀
矢
一
の
批
評
が

次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
今
回
の
お
伽
噺
審
査
に
つ
い
て
、
余

の
感
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
西
洋
種
の
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
否
す
べ

て
の
話
の
構
造
が
西
洋
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
巌
谷
君
の
「
世
界
お
伽
噺
」

と
い
う
も
の
が
殆
ど
お
伽
噺
の
標
準
と
な
っ
て
、
巖
谷
君
の
お
伽
噺
か
、

お
伽
噺
の
巌
谷
君
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
様
な
形
勢
で
あ
る
か
ら
、

世
間
一
般
に
お
伽
噺
と
い
え
ば
ま
ず
巖
谷
君
の
「
世
界
お
伽
噺
」
で
あ
ろ

う
。（
中
略
）
す
べ
て
が
ゼ
ル
マ
ン
式
で
、
巌
谷
式
で
、
実
は
採
点
の
標

準
に
も
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
余
は
明
治
の
お
伽
噺
は
早
く
巌
谷
君
の
勢

力
の
下
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
こ
れ
は
一
方
に
於
て

将
来
の
文
学
の
た
め
に
賀
す
べ
き
と
同
時
に
、
一
方
で
日
本
に
於
け
る
グ

リ
ム
兄
弟
の
事
業
の
益
々
大
切
で
あ
る
事
を
悟
っ
た
」。

 

ま
た
、
懸
賞
ハ
ガ
キ
お
伽
會
が
催
さ
れ
て
い
る
。
原
稿
募
集
は
大
正
七
年

の
一
月
号
で
行
わ
れ
た
「
原
稿
は
、
自
分
で
新
し
く
作
っ
た
お
伽
噺
に
限

る
」
と
書
か
れ( 9

(

、十
月
号
で
結
果
発
表
さ
れ
て
い
る
。
小
波
が
選
者
と
な
っ

て
い
る
が
、
入
賞
し
て
い
る
作
品
に
「
星
の
お
金
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

大
阪
の
渡
邊
漁
舟
に
よ
る
次
の
よ
う
な
作
品
だ
。

　

孝
行
者
の
孝
三
は
今
日
も
夜
お
そ
く
迄
町
へ
薪
を
売
り
に
行
つ
て
帰

つ
て
来
る
の
で
し
た
。
す
る
と
向
う
か
ら
一
人
の
老
人
が
歩
い
て
来
た

が
孝
三
の
前
で
ハ
タ
と
止
ま
つ
て
、「
お
ゝ
孝
三
、
わ
し
は
お
前
の
孝

行
に
感
じ
て
ほ
う
び
を
や
り
に
来
た
の
ぢ
や
」
と
云
ふ
か
と
思
う
と
、

老
人
は
手
を
二
つ
打
つ
た
。
と
ア
ラ
不
思
議
や
今
ま
で
光
つ
て
ゐ
た
星

が
皆
金
貨
に
変
つ
て
、
孝
三
の
前
へ
バ
ラ
バ
ラ
落
ち
た
。「
孝
三
早
く

之
を
家
へ
持
帰
つ
て
母
を
喜
ば
せ
よ
」
と
い
つ
て
老
人
は
消
え
て
し
ま

つ
た
。
孝
三
は
大
層
喜
ん
で
金
貨
を
集
め
て
持
つ
て
帰
つ
た
。
空
に
は

無
い
筈
の
無
数
の
星
が
光
つ
て
ゐ
た
。

　

こ
の
話
は
、
グ
リ
ム
童
話
の
「
星
の
銀
貨
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
五
三
）
を
元

に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
貧
し
い
が
心
の
優
し
い
少
女
が
、
出
会
う
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人
た
ち
に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
食
べ
物
か
ら
着
る
も
の
ま
で
与
え
て
し
ま

う
。
す
る
と
最
後
に
星
が
銀
貨
に
な
っ
て
少
女
に
降
っ
て
く
る
と
い
う

話
だ
。
こ
の
話
を
小
波
は
、「
星
娘
」
と
題
し
て
、「
少
年
世
界
」
に
明
治

二
十
九
年
に

）
（（
（

掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
話
が
、
受
容
さ
れ
て
「
星
の
お
金
」

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
イ
ソ
ッ
プ「
蟻
と
鳩
」の
話
、「
兎
と
亀
」

の
後
日
談
な
ど
が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
グ
リ
ム
や
イ
ソ
ッ
プ
と

い
う
外
国
の
話
を
元
に
し
た
話
が
応
募
さ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
当
時
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
主
義
が
日
本
に
も
入
っ
て
き
た
こ
と
も
大

き
な
関
わ
り
が
あ
る
。
こ
の
教
育
法
は
、
修
身
教
育
に
グ
リ
ム
童
話
な
ど

メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
有
効
と
考
え
ら
れ
、
日
本
で
も
そ
れ

は
実
践
さ
れ
た
。
既
に
野
口
芳
子
『
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン　

そ
の
夢
と

現
実
』）

（（
（

、
中
山
淳
子
「『
狼
と
七
匹
の
子
山
羊
』
の
謎
」）

（（
（

、
須
田
康
之
『
グ

リ
ム
童
話
〈
受
容
〉
の
社
会
学
』）

（（
（

、
奈
倉
洋
子
『
日
本
の
近
代
化
と
グ
リ

ム
童
話

）
（（
（

』
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
豆
と
藁

と
炭
』
の
旅

）
（（
（

」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
教
育
に
お
伽
噺
を
積
極
的

に
利
用
し
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
は
日
本
の
昔
話
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
具
体
的
に
明
治
期
の
翻
訳
の
例
を

見
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
、
話
の
内
容
で
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
。
Ⅰ
．
グ
リ
ム
の
「
漁
師

と
そ
の
妻
」、
Ⅱ
．
プ
ー
シ
キ
ン
の
「
金
の
魚
」
と
思
わ
れ
る
話
、
そ
し

て
金
の
魚
が
登
場
す
る
話
の
前
半
が
似
て
い
る
Ⅲ
．
グ
リ
ム
の
「
金
の
子

ど
も
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
八
五
）
の
翻
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
よ
う
。

Ⅰ
．
グ
リ
ム
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
系

　

グ
リ
ム
の
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
を
元
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
翻
訳
は
、

四
話
あ
る
。【
あ
】
こ
す
ぎ
訳
「
漁
師
の
望
み
（
お
伽
噺
）」、「
家
庭
の

友
」
内
外
出
版
協
会
（
第
一
巻
第
十
一
号
）
明
治
三
十
七
年
二
月
【
い
】

橋
本
青
雨
訳
「
漁
師
の
妻
」『
独
逸
童
話
集
』
大
日
本
国
民
中
学
会
、
明

治
三
十
九
年
三
月
【
う
】
巌
谷
小
波
『
明
治
少
女
節
用
』
博
文
館
、 

明
治

四
十
年
【
え
】
木
村
小
舟
訳
「
漁
師
の
妻
」『
教
育
お
伽
噺
』
博
文
館
、

明
治
四
十
一
年
十
月
、
で
あ
る
。

　
【
あ
】
は
、
漁
師
が
瓶
を
開
け
て
く
れ
た
お
礼
に
、
魔
物
が
願
い
を
叶

え
る
。
欲
望
の
行
方
は
、
小
さ
な
藁
葺
き
の
家
だ
っ
た
の
で
、
板
葺
き
の

家
、
さ
ら
に
二
階
建
て
の
レ
ン
ガ
造
り
、
石
造
り
の
家
、
お
城
、
最
後
に

は
王
様
の
大
理
石
の
御
殿
を
願
う
。
す
る
と
魔
物
は
「
幸
福
は
家
で
は
な

く
、住
む
人
の
気
持
だ
と
知
る
が
よ
い
」
と
雲
の
中
に
消
え
る
。
夫
は
「
私

達
が
先
刻
ま
で
の
様
な
気
持
で
居
る
な
ら
、
例
へ
大
理
石
の
御
殿
に
住
ん

で
も
次
に
は
黄
金
の
宮
に
住
み
た
い
と
、
気
を
揉
ん
だ
に
違
ひ
な
い
。
私

達
の
幸
福
は
二
室
の
家
に
で
も
満
足
し
て
、
今
ま
で
通
り
働
く
の
だ
」
妻

も
涙
を
拭
い
て
「
ホ
ン
に
私
が
悪
う
ご
ざ
ん
し
た
。
翌
日
か
ら
は
一
生
懸

命
に
働
き
ま
せ
う
」
と
言
い
、
反
省
し
て
終
わ
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
望

み
は
終
始
、
家
に
関
し
て
の
み
で
、
は
じ
め
は
魔
物
は
漁
師
が
礼
を
言
い

に
き
た
の
だ
と
思
い
「
ニ
コ
ニ
コ
し
て
居
り
ま
し
た
」
が
、
表
情
、
話
し

方
で
だ
ん
だ
ん
不
機
嫌
に
な
る
様
が
描
か
れ
、
巨
大
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
【
い
】
は
、
橋
本
青
雨
（1878

―?

）
の
訳
で
、
登
場
人
物
は
、
大
き
な

魚
（
海
の
人
）、
漁
夫
、
女
房
お
六
で
あ
る
。
女
房
に
名
前
が
つ
い
て
る
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の
が
特
徴
的
だ
。
魚
は
魔
法
使
い
に
呪
わ
れ
た
王
子
だ
と
話
す
。
欲
望
の

行
方
は
、
は
じ
め
浜
辺
の
洞
穴
だ
っ
た
の
で
、
小
さ
く
て
も
家
、
十
日
後

に
煉
瓦
造
り
の
家
、
一
晩
後
に
華
族
、
皇
后
様
、
世
界
の
王
様
、
そ
し
て

最
後
に
、
私
の
許
し
も
な
く
勝
手
に
登
る
の
を
見
る
と
癪
に
障
る
か
ら
と

い
う
理
由
で
太
陽
と
月
を
指
図
す
る
主
人
。
そ
し
て
最
後
に
「
で
は
、
以

前
の
洞
穴
に
お
帰
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
終
わ
る
。
だ
ん
だ
ん
荒
れ
る

海
の
様
子
も
そ
の
度
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
樋
口
勘
次
郎
の
「
童
話
教

授
に
就
き
」
の
付
録
が
つ
い
て
い
る
。

　
【
う
】
の
巌
谷
小
波
の
訳
で
あ
る
が
、
本
文
の
欄
上
に
、「
少
女
お
伽
噺
」

が
あ
り
、「
か
ぐ
や
姫
」、「
小
野
小
町
」
な
ど
の
話
と
共
に
「
漁
師
の
女
房
」

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
は
、
魚
、
漁
師
、
女
房
で
あ
る
。
魚
は

魔
法
で
姿
を
変
え
ら
れ
た
元
王
子
だ
と
言
う
。
漁
師
は
、
も
と
も
と
は
、

浜
辺
の
洞
穴
に
住
ん
で
い
た
の
だ
が
、
欲
望
の
行
方
は
、
家
、
煉
瓦
の
家
、

華
族
、王
様
、そ
し
て
最
後
に
「
お
日
様
や
お
月
様
を
こ
し
ら
え
た
、神
様
」

を
望
ん
で
、
元
に
戻
る
。
海
や
天
候
に
関
し
て
は
最
後
に
、
ま
と
め
て
描

写
し
て
い
る
。

 【
え
】
の
訳
者
の
木
村
小
舟
（1881

―1955

）
は
小
波
の
一
番
弟
子
で
あ
る
。

「
少
年
世
界
」
に
も
数
多
く
執
筆
し
て
い
る
。
登
場
人
物
は
、き
れ
い
な
魚
、

漁
夫
、
女
房
で
あ
る
。
欲
望
の
行
方
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
洞
穴
に
住
ん
で

い
た
の
で
、
小
さ
く
て
も
一
軒
の
家
、
レ
ン
ガ
造
り
の
家
、
華
族
、
皇
后
様
、

世
界
一
の
王
様
、
そ
し
て
最
後
に
日
、
月
を
支
配
す
る
神
様
。
望
み
を
告

げ
に
行
く
た
び
に
海
が
だ
ん
だ
ん
荒
れ
て
ゆ
く
描
写
が
あ
る
。
お
伽
教
材

な
の
で
、
欄
外
に
「
漁
夫
は
つ
り
上
げ
た
魚
を
ど
う
し
た
か
」「
女
房
は

漁
夫
に
向
つ
て
何
と
云
つ
た
か
」「
女
房
は
ど
ん
な
こ
と
を
漁
夫
に
た
の

ん
だ
か
」
な
ど
が
書
か
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
に
質
問
が
出
来
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ
．
プ
ー
シ
キ
ン
「
金
の
魚
」
系

 

こ
こ
に
は
、
作
者
が
プ
ー
シ
キ
ン
と
思
わ
れ
る
も
の
を
集
め
た
。
全
部
で

三
話
あ
る
。【
お
】
嵯
峨
の
や
主
人
（
お
室
）「
漁
夫
と
魚
と
の
童
物
語
」、

「
家
庭
雑
誌
」
明
治
二
十
六
年
十
二
月
【
か
】
佐
泊
氏
「
漁
夫
物
語
」、「
女

鑑
」
明
治
三
十
五
年
三
月
【
き
】
寺
谷
大
波
訳
『
黄
金
の
魚
』（
世
界
お

伽
噺
第
三
編
）
大
日
本
国
民
中
学
会
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
で
、【
お
】

と
【
か
】
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
【
お
】
の
「
家

庭
雑
誌
」
と
【
か
】
の
「
女
鑑
」
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
話
が
収
め
ら
れ

て
い
た
本
や
雑
誌
と
異
な
り
、
婦
人
啓
蒙
雑
誌
で
あ
る
。

　
【
お
】
は
小
説
家
で
あ
り
、
詩
人
で
も
あ
っ
た
本
名
矢
崎
鎮
四
郎
（18(3

―1947

）
に
よ
る
。
東
京
外
語
露
語
科
を
卒
業
し
て
い
る
た
め
、
ロ
シ
ア

語
か
ら
の
翻
訳
で
あ
ろ
う

）
（（
（

。
原
典
ど
お
り
に
、
詩
形
式
で
翻
訳
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
最
後
の
場
面
も
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。「
見
れ
ば
王

宮
影
も
な
し
。
／
壊く

ず
れ
か
か
り
た
白あ

ば
ら
や屋

が
、
／
昔
の
ま
ま
に
荒
て
あ
り
、

／
床
に
は
彼
の
婆ば

あ
様さ

ん
が
、
／
昔
の
ま
ま
の
つ
づ
れ
着
て
、
／
し
ょ
ん
ぼ
り

と
し
て
居
た
り
け
り
」。
登
場
人
物
は
、
金
の
魚
、
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ

ん
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
行
く
海
も
描
か
れ
る
。
始
め
は
、
海
辺

の
白く

さ
の
や屋

に
住
ん
で
お
り
、
欲
望
の
行
方
は
、
新
し
い
着
物
、
家
、
お
金
持

ち
の
奥
方
様
、
天
下
の
女
帝
、
そ
し
て
最
後
は
海
の
主
を
望
み
、
元
に
戻
っ
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て
し
ま
う
。

　
【
か
】
は
「
女
鑑
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
は
、
金
魚
、
お

爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
で
あ
る
。
ほ
ぼ
原
典
ど
お
り
で
あ
る
が
、
散
文
で
書

か
れ
て
い
る
。
初
め
は
「
不
潔
な
土
小
屋
」
だ
が
、欲
望
の
行
方
は
、麦
粉
、

家
、
華
族
様
の
奥
様
、
王
様
、
そ
し
て
最
後
に
海
の
王
を
望
み
元
に
戻
っ

て
し
ま
う
。

　
【
き
】
は
、
寺
谷
大
波
の
『
黄こ

が
ね金

の
魚
』
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
、
金

色
の
五
寸
く
ら
い
の
魚
、
七
十
近
い
お
爺
さ
ん
、
憎
体
な
お
婆
さ
ん
で
、

海
の
描
写
が
あ
る
。
実
は
龍
宮
の
女
王
だ
か
ら
助
け
て
欲
し
い
と
話
す
。

初
め
「
露
西
亜
の
あ
る
海
岸
」
の
小
屋
で
あ
っ
た
の
が
、
欲
望
の
行
方
は
、

水
瓶
、
広
い
家
屋
（
石
造
り
）、
貴
族
、
大
王
、
最
後
に
海
の
大
王
を
望
み
、

元
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
他
、
昭
和
九
年
の
翻
訳
だ
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
翻
訳
と
思
わ
れ
る

も
の
が
あ
る
。
梅
田
寛
の『
童
話
童
畫
讀
本（
世
界
）』で
は「
金
色
の
お
魚
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
の
扉
の
推
薦
に
、
口
演
童
話
家
で
あ
っ
た
岸

邊
福
雄
（1873

―1958

）
と
久
留
島
武
彦
（1874

―19(0

）
の
名
前
が
あ
る
。

口
演
童
話
と
の
接
点
が
考
え
ら
れ
る
資
料
で
も
あ
る
。

Ⅲ
．
グ
リ
ム
「
金
の
子
ど
も
」
系

　

ま
た
大
島
廣
志
「
近
代
に
お
け
る
外
国
昔
話
の
受
容
」
で
は
、「
幼
年

世
界
」の
西
村
渚
山「
金
の
魚

）
（（
（

」の
系
統
の
翻
訳
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、グ
リ
ム
の
「
金
の
子
ど
も
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
八
五
）
と
い
う
話
だ
。「
金

の
子
ど
も
」
は
、
話
の
前
半
が
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
や
「
金
の
魚
」
に
と

て
も
似
て
い
る
。
ま
ず
グ
リ
ム
童
話
の
話
の
梗
概
を
示
し
た
い
。

　

漁
師
が
、
網
の
金
の
魚
に
逃
が
し
て
く
れ
た
ら
、
豪
華
な
屋
敷
と
料

理
が
入
っ
て
い
る
戸
棚
を
上
げ
る
が
誰
に
も
話
し
て
は
な
ら
な
い
と
言

わ
れ
、
そ
の
通
り
に
な
る
。
妻
に
理
由
を
話
す
と
す
べ
て
消
え
る
。
ま

た
金
の
魚
が
か
か
り
、
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
。
三
度
目
に
も
金
の
魚
が

捕
ま
っ
た
の
で
、
今
度
は
魚
は
自
分
を
六
つ
に
切
っ
て
、
二
つ
は
妻
に
、

二
つ
は
馬
に
や
り
、
二
つ
は
地
面
に
植
え
ろ
と
言
う
。
そ
の
通
り
に
す

る
と
、
妻
は
金
の
子
ど
も
を
二
人
産
み
、
馬
は
金
の
馬
を
二
頭
産
み
、

地
面
か
ら
金
の
ユ
リ
が
二
本
生
え
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
成
長
す
る
と
世
の
中
に
出
て
行
き
た
が
り
、
一
人

は
途
中
で
家
に
帰
る
が
、
も
う
一
人
は
金
の
馬
に
乗
っ
て
出
掛
け
て
結

婚
も
す
る
。
し
か
し
家
の
ユ
リ
が
倒
れ
た
の
で
、
家
を
出
た
子
ど
も
の

身
に
危
険
が
迫
っ
た
こ
と
を
し
り
、
家
に
残
っ
た
も
う
一
人
が
馬
に
乗

り
駆
け
つ
け
、
助
け
出
す
。

　

後
半
は
ま
っ
た
く
異
な
る
話
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
話
は
、
以
下

の
四
話
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。【
く
】西
村
渚
山「
金
の
魚
」「
幼
年
世
界
」（
第

一
巻
第
十
四
号
）
博
文
館
、明
治
三
十
三
年
十
二
月
【
け
】
寺
谷
大
波
「
二

人
兄
弟
」『
世
界
お
伽
噺
第
十
篇
』
大
日
本
国
民
中
学
会
、
明
治
四
十
一

年
【
こ
】
和
田
垣
謙
三
・
星
野
久
成
訳
「
黄
金
丸
」『
グ
リ
ム
原
著 

家
庭

お
伽
噺
』
小
川
尚
榮
堂
、
明
治
四
十
二
年
【
さ
】
巖
谷
小
波
「
黄
金
の
魚
」

『
教
訓
お
伽
噺
』
博
文
館
、
明
治
四
十
四
年
、
で
あ
る
。

　
【
く
】や【
け
】は
グ
リ
ム
に
ほ
と
ん
ど
忠
実
に
訳
し
て
い
る
。
一
方【
こ
】

や
【
さ
】
で
は
、
妻
で
は
な
く
近
所
の
人
に
理
由
を
聞
か
れ
る
。
近
所
の
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人
た
ち
は
、
漁
師
を
大
泥
棒
と
責
め
、
王
様
に
裁
判
し
て
も
ら
う
と
言
う

の
で
、
仕
方
な
く
話
す
形
に
翻
案
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
た
だ
二
人
の

子
ど
も
が
金
の
馬
に
乗
り
出
か
け
色
々
な
宝
物
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
と

い
う
よ
う
に
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
る
。
子
ど
も
二
人
が
い
か
に
冒
険
し
た

か
と
い
う
話
で
は
な
く
、
話
の
前
半
に
重
き
が
置
か
れ
、
魚
の
報
恩
に
よ

り
幸
せ
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
形
に
変
化
し
て
い
る
。【
こ
】
は

文
末
に
、
解
説
の
「
こ
ん
な
小
さ
な
魚
で
も
生
命
を
助
け
ら
れ
た
恩
を
忘

れ
ま
せ
ん
、
ま
し
て
人
は
恩
人
の
為
に
尽
く
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
又
小

さ
な
者
や
弱
い
者
と
見
れ
ば
善
く
、
憐
れ
ん
で
其
依
頼
を
聞
入
れ
て
や
る

が
宜
い
、
そ
う
す
る
と
自
然
に
ま
た
其
応
報
が
廻
つ
て
来
る
も
の
で
す
。」

と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
、
報
恩
の
大
切
さ
、
ま
た
小
さ
き
も
の
を
助
け

る
よ
う
説
い
て
い
る
。【
さ
】
も
最
後
に
漁
夫
は
世
界
一
の
お
金
持
ち
に

な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

以
上
三
つ
の
話
が
明
治
時
代
に
訳
さ
れ
て
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た

）
（（
（

。

第
三
節　

日
本
の
口
承
資
料

　

そ
れ
で
は
、『
日
本
昔
話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』、
大
島
廣
志
「
近

代
に
お
け
る
外
国
昔
話
の
受
容

）
（（
（

」
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
管
見
の
限
り

集
め
た
十
三
話
の
口
承
資
料
を
内
容
で
整
理
し
て
み
た
い
。
一
覧
を
文
末

に
付
し
た
。『
日
本
昔
話
大
成
』で
は
、補
遺
十
番
に「
金
の
魚
」と
題
さ
れ
、

報
告
例
は
一
話
の
み
で
あ
る
。
注
で
は
、「
グ
リ
ム
の
『
漁
夫
と
そ
の
女
房
』

（
一
九
）
に
き
わ
め
て
近
い
。
あ
る
い
は
こ
の
話
の
記
憶
に
も
と
づ
く
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
資
料
は
内
容
的
に
大
き

く
二
つ
に
分
け
た
。
前
者
は
、
Ⅰ
．
グ
リ
ム
の
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
や
Ⅱ
．

プ
ー
シ
キ
ン
の
「
金
の
魚
」
に
近
い
、
Ａ
．
元
の
も
く
あ
み
に
な
っ
て
し

ま
う
話
で
あ
る
。
後
者
は
魚
の
報
恩
に
よ
り
、
Ｂ
．
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に

な
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。
ま
た
文
末
に
口
承

資
料
の
一
覧
表
を
付
し
た
。

Ａ
．
元
の
も
く
あ
み

ａ
．
グ
リ
ム
の
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
系

　

ま
ず
、
グ
リ
ム
の
「
漁
師
と
そ
の
妻
」
に
似
て
い
る
話
は
四
話
あ
る
。

①
は
新
潟
県
の
小
川
ハ
ル
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
、
題
は
「
漁
師
と
そ
の
妻
」

と
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
魚
は
タ
イ
で
「
海
の
王
様
」
と
語
ら
れ
る
。
グ
リ

ム
で
は
魚
は
ヒ
ラ
メ
で
あ
る
が
、
魔
法
を
か
け
ら
れ
た
王
子
と
話
す
と
こ

ろ
か
ら
、
海
の
王
様
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
貧
乏
な
漁
師
で

あ
る
「
じ
さ
」
と
「
お
ろ
く
」
と
い
う
名
の
「
ば
さ
」
が
登
場
す
る
。
欲

望
の
行
方
は
、「
身
上
よ
く
ら
く
ら
く
食
わ
れ
る
よ
う
に
」
か
ら
始
ま
り
、

い
い
家
、
最
後
に
「
お
天
道
様
が
東
か
ら
西
へ
は
い
る
の
を
あ
べ
こ
べ
に
」

す
る
こ
と
を
願
い
、
す
べ
て
を
失
い
元
通
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
話

に
対
し
て
、
編
者
で
あ
る
水
沢
謙
一
は
解
説
の
中
で
、「
グ
リ
ム
童
話
に

も
あ
る
『
漁
師
と
そ
の
妻
』
と
、
同
じ
一
つ
の
型
の
昔
話
で
す
。
本
話
の

語
り
手
、
小
川
ハ
ル
ば
あ
さ
ん
が
、
子
ど
も
の
日
に
、
文
化
生
ま
れ
の
祖

母
か
ら
、
い
ろ
り
ば
た
で
聞
い
た
話
で
、
日
本
に
も
古
く
か
ら
伝
承
し
て

い
た
。
全
国
的
に
も
越
後
的
に
も
、
本
話
の
分
布
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
。
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越
後
に
数
話
あ
る
だ
け
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
日
本
に
も
古
く

か
ら
伝
承
し
て
い
た
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
少
々
疑
わ
し
い
。

前
述
の
明
治
期
の
翻
訳
で
、
橋
本
青
雨
訳
の
「
漁
師
の
妻
」（
Ⅰ
の
【
い
】）

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
魚
に
呼
び
か
け
る
言
葉
が
で
て
く
る
。「
申
し
、

申
し
、
海
の
人
！
／
聞
い
て
下
さ
い
、
現
は
れ
て
！
／
女
房
の
お
六
が
せ

が
む
故
、／
御
願
申
し
に
来
た
こ
と
を
！ 

」
一
方
こ
の
新
潟
の
昔
話
で
は
、

「
も
し
、
も
し
、
海
の
人
、
き
い
て
く
だ
さ
れ
、
あ
ら
わ
れ
て
、
女
房
お

ろ
く
が
せ
め
る
」
と
語
ら
れ
る
。
多
少
異
な
る
が
、
内
容
は
勿
論
、
女
房

の
名
前
ま
で
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
に
大
き
な
関
係
が
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

次
は
、
②
埼
玉
県
の
「
漁
師
の
女
房
」
と
題
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
鈴
木

棠
三
・
山
田
勝
利
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
に
入
ら
ず
、柳
田
が
「
グ
リ
ム
？
」

と
朱
書
き
し
て
い
る
話
だ
。
学
生
で
あ
る
間
中
芳
枝
さ
ん
が
報
告
し
て
い

る
。
登
場
人
物
は
、
あ
る
国
の
王
子
だ
と
い
う
魚
、
漁
師
、
そ
し
て
妻
で

あ
る
。
欲
望
の
行
方
は
、
始
め
浜
辺
の
洞
穴
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
家
を

望
み
、
華
族
、
王
様
、
そ
し
て
最
後
に
神
様
に
な
り
た
い
と
望
む
。
こ
の

話
の
特
徴
は
、
巌
谷
小
波
の
「
漁
師
の
女
房
」（
Ⅰ
の
【
う
】）
に
そ
っ
く

り
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
題
も
同
じ
だ
。
ま
た
グ
リ
ム
の
よ
う

に
望
み
を
言
う
度
に
徐
々
に
天
候
が
悪
く
な
る
の
と
異
な
り
、
こ
の
話
で

は
、「
こ
の
間
か
ら
女
房
の
お
使
で
漁
師
が
浜
へ
来
る
度
に
天
気
は
段
々

悪
く
な
つ
て
い
ま
し
た
が
こ
の
時
は
も
う
雷
が
鳴
つ
て
、
雨
が
降
つ
て
お

そ
ろ
し
い
天
気
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
。」
と
最
後
に
ま
と
め
て
表
現
し

て
い
る
。
小
波
も
「
此
間
か
ら
女
房
の
お
使
で
、
漁
師
が
濱
邊
え
来
る
度

に
、
天
気
わ
段
々
悪
く
な
つ
て
居
ま
し
た
が
、
此
時
わ
も
う
雷
が
鳴
つ
て
、

雨
が
降
つ
て
、
恐
ろ
し
い
天
気
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
。」
と
最
後
に
ま

と
め
て
書
く
形
を
と
っ
て
い
る
。
表
記
が
違
う
が
、
ほ
と
ん
ど
一
語
一
句

そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
の
部
分
だ
け
で
な
い
、
細
か
い
部
分
が
異
な
る

こ
と
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
体
が
小
波
の
「
漁
師
の
女
房
」
と
同
じ
で
あ
る
。

話
と
し
て
の
唯
一
の
違
い
は
、
小
波
の
翻
訳
で
は
、
木
の
家
を
望
ん
だ
あ

と
に
煉
瓦
の
家
を
望
む
が
、
こ
の
話
で
は
煉
瓦
の
家
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
く
ら
い
だ
。
と
て
も
記
憶
力
が
よ
く
、
こ
の
話
を
聞
い
た
の

か
読
ん
だ
の
か
で
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
宿
題
に

困
っ
て
『
明
治
少
女
節
用
』
を
参
考
に
書
い
た
の
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ

う
。
た
だ
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
お
話
と
し
て
、
小
波
が
訳
し
た
話
が
子
ど

も
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

柳
田
の
「
グ
リ
ム
？
」
と
い
う
朱
書
き
は
正
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

③
長
野
県
の
話
は
、「
魚
の
恩
返
し
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、登
場
人
物
は
、

海
の
主
、
漁
師
、
お
か
み
さ
ん
で
あ
る
。
欲
望
の
行
方
は
、
あ
ば
ら
屋
だ
っ

た
の
で
、
い
い
家
、
小
判
が
た
く
さ
ん
、
殿
様
、
そ
し
て
最
後
に
雨
が
降

ら
な
い
よ
う
に
と
望
む
。「
申
し
、
申
し
、
海
の
人
」
と
繰
り
返
し
呼
び

か
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
①
の
新
潟
の
昔
話
と
同
様
で
、
橋
本
青
雨
の
翻

訳
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
話
の
教
訓
と
し
て
、
最
後
に
「
そ

れ
で
、
欲
も
い
い
か
げ
ん
に
程
度
に
し
て
お
か
な
い
と
、
そ
う
ゆ
う
こ
と

に
な
る
。
こ
う
ゆ
う
話
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

④
鳥
取
県
の
「
あ
ん
ま
り
欲
張
る
な
」
の
登
場
人
物
は
、
大
き
な
平
目
、

漁
師
の
お
と
う
さ
ん
、
妻
の
イ
サ
ベ
ラ
で
あ
る
。
グ
リ
ム
で
も
ヒ
ラ
メ
で
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あ
る
し
、
妻
の
名
前
も
イ
ル
ゼ
ビ
ル
と
似
て
い
る
。
ま
た
願
い
を
言
う
ご

と
に
悪
化
す
る
天
候
が
語
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
欲
望
の
行

方
は
、
貧
し
い
漁
師
か
ら
、
金
持
ち
、
御
殿
、
そ
し
て
最
後
に
妃
を
望
ん
で
、

元
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
妻
の
イ
サ
ベ
ラ
が
改
心
す
る
場
面
が
あ

る
の
が
グ
リ
ム
と
異
な
る
。
こ
の
話
も
欲
張
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
教

訓
が
最
後
に
つ
く
。
話
者
の
木
田
信
子
さ
ん
は
、
こ
の
他
に
グ
リ
ム
を
二

話
、「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
五
）
や
「
知
恵
の
あ
る
百

姓
娘
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
九
四
）
を
語
っ
て
い
る
。
編
者
の
小
倉
広
重
「
あ
と
が
き
」

に
よ
る
と
、
話
者
の
父
や
兄
が
読
書
好
き
で
こ
の
二
人
か
ら
話
を
聞
い
て

い
る
。
兄
は
本
で
読
ん
だ
話
を
近
所
の
子
ど
も
に
話
し
て
聞
か
せ
る
の
が

好
き
だ
っ
た
と
い
う
。
ど
の
翻
訳
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
か
は
ま
だ
分
か

ら
な
い
が
、
グ
リ
ム
の
翻
訳
に
よ
る
影
響
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
杉

浦
邦
子
「『
グ
リ
ム
の
昔
話
か
ら
・
２
』
に
よ
せ
て

）
（（
（

」
に
お
い
て
も
、
木

田
信
子
さ
ん
の
語
る
グ
リ
ム
三
話
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
ヘ
ン
ゼ
ル
と

グ
レ
ー
テ
ル
」
な
ど
他
の
二
話
と
比
べ
て
、
こ
の
話
は
原
作
に
近
い
な
ど

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
四
話
を
見
て
き
た
が
、
橋
本
青
雨
や
巌
谷
小
波
の
翻
訳
な
ど
グ
リ

ム
の
翻
訳
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ｂ
．
プ
ー
シ
キ
ン
系
（
魚
が
金
の
魚
や
、
綺
麗
な
魚
）

　

⑤
秋
田
県
の
「
金
の
鯛
」
の
発
端
は
、
一
度
放
し
て
や
る
と
、
翌
日
ま

た
網
に
か
か
り
、
網
に
か
か
る
度
ご
と
に
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
。
欲
望

の
行
方
は
、
小
屋
だ
っ
た
の
で
、
大
き
い
家
、
物
置
を
望
み
、
最
後
に
海

の
主
と
変
わ
っ
て
行
く
。
し
か
し
、
望
み
は
お
爺
さ
ん
自
身
が
述
べ
て
お

り
、
最
後
の
叶
わ
ぬ
願
い
は
、
お
婆
さ
ん
が
願
う
。
お
爺
さ
ん
が
魚
に
伝

え
る
と
、
次
の
日
に
お
婆
さ
ん
を
連
れ
て
来
い
と
言
う
。
魚
は
お
婆
さ
ん

を
海
に
誘
っ
て
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
お
婆
さ
ん
だ
け

に
制
裁
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
と
比
べ
る
と
、
魚
が
金
色
で

あ
る
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
望
み
の
数
も
少
な
く
単
純
に
な
っ
て
い
る
。
妻

が
望
み
を
言
い
続
け
る
だ
け
な
の
に
、
お
爺
さ
ん
も
す
べ
て
を
失
う
原
作

よ
り
も
、
魚
の
恩
返
し
の
要
素
が
強
く
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑥
埼
玉
県
大
宮
市
の
「
よ
く
ば
り
損
」
は
柳
田
に
よ
っ
て
「
グ
リ
ム
？

コ
ノ
話
多
シ
理
由
ア
ル
カ
或
ハ
日
本
ノ
話
カ
」
の
朱
書
き
が
冒
頭
に
付
さ

れ
、最
後
に
「
之
は
先
に
十
位
の
時
お
隣
の
お
祖
母
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。」

と
書
か
れ
て
い
る
。
魚
は
金
色
の
魚
で
、欲
望
の
行
方
は
、明
日
の
米
、家
、

大
金
持
ち
、
大
勢
の
召
使
、
女
殿
様
、
そ
し
て
最
後
に
海
の
大
将
と
移
り

変
わ
っ
て
行
く
。
内
容
は
、
お
爺
さ
ん
が
働
か
さ
れ
、
お
婆
さ
ん
が
威
張

る
と
こ
ろ
な
ど
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
話
に
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
原
作
で
は

お
じ
い
さ
ん
が
こ
き
使
わ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら

の
話
は
、「
ま
じ
め
な
ぢ
い
さ
ん
は
大
金
持
に
な
る
よ
り
も
下
男
の
方
が

ま
し
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
」
と
語
ら
れ
る
。

　

⑦
埼
玉
県
所
沢
市
の「
よ
く
ふ
か
ば
あ
さ
ん
」は「
冬
季
宿
題
昔
話
採
集
」

と
「
所
沢
町
に
て
母
よ
り
き
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
柳
田
に
よ
り

「
グ
リ
ム
ニ
ア
ル
話
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
欲
望
の
行
方
は
、家
を
立
派
に
、

お
金
も
有
り
余
る
ほ
ど
、
女
殿
様
、
そ
し
て
最
後
に
女
王
を
望
む
。
全
体

的
に
話
も
短
く
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
魚
が
金
色
で
あ
る
こ
と
や
、
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召
使
や
、
大
勢
の
人
を
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
か

ら
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
話
に
似
て
い
る
と
い
え
る
。

　

⑧
長
崎
県
の
「
金
の
魚
」
の
欲
望
の
行
方
は
、家
、御
殿
の
よ
う
な
も
っ

と
よ
い
家
、
最
後
に
さ
ら
に
も
っ
と
よ
い
家
で
あ
る
。
望
み
は
終
始
、
家

に
関
し
て
の
み
で
三
度
目
に
「
金
の
魚
が
今
度
ァ
怒
っ
て
何
と
も
い
わ
ぢ

水
ン
中
へ
入
っ
て
行
」
き
、
元
に
戻
る
。
そ
し
て
、「
あ
ん
ま
り
お
前
が

欲
張
り
過
ぎ
る
け
ん
、
こ
げ
ん
な
っ
て
し
も
う
た
」、「
あ
ん
ま
り
今
ま
で

遊あ
す

う
で
お
っ
た
け
ん
、
こ
れ
か
ら
二
人
で
一
生
懸
命
働
こ
う
だ
い
」
と
二

人
は
反
省
し
、「
二
人
は
よ
く
働
く
ご
つ
な
っ
た
げ
な
も
ん
ノ
マ
イ
。
ソ

リ
バ
ッ
カ
シ
。」
と
結
ぶ
。

　

⑨
宮
城
県
の
「
魚
の
報
恩
」、「
魚
と
愚
か
な
婆
」
は
、佐
々
木
徳
夫
「
宮

城
ざ
っ
と
昔 

八
」
と
、『
多
賀
城
市
史　

三
民
俗
・
文
学
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
話
者
の
佐
々
木
達
代
さ
ん
は
、
仙
台
生
ま
れ
で
、
本
吉
郡
南
三

陸
町
か
ら
後
に
、
多
賀
城
市
に
引
っ
越
し
を
し
て
い
る
。
編
者
の
義
母
に

あ
た
り
、
祖
父
か
ら
沢
山
の
昔
話
や
世
間
話
、
伝
説
を
聞
い
た
と
い
う

）
（（
（

。

魚
が
、
あ
ま
り
綺
麗
な
の
で
爺
が
放
す
と
、
婆
が
惜
し
い
、
明
日
釣
っ
て

来
い
と
言
う
。
欲
望
の
行
方
は
、
願
い
が
三
つ
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
隙

間
風
の
入
ら
な
い
家
、
立
派
な
家
、
奉
公
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
奉
公
人

を
養
う
の
は
大
変
だ
か
ら
こ
ん
な
家
要
ら
な
い
と
言
い
、
ま
た
魚
に
頼
む

と
元
に
戻
る
。
魚
が
尻
尾
で
海
の
水
を
三
回
バ
シ
ャ
バ
シ
ャ
す
る
と
叶
う
。

三
つ
の
願
い
と
い
い
、
三
が
二
回
も
出
て
く
る
。

　

以
上
、綺
麗
な
魚
と
い
う
表
現
を
含
め
て
、「
金
の
魚
」
と
い
っ
た
、プ
ー

シ
キ
ン
系
の
話
は
五
話
あ
っ
た
。
グ
リ
ム
系
の
話
で
は
呼
び
か
け
が
明
治

期
の
翻
訳
と
昔
話
が
共
通
し
て
い
た
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
系
の
話
で
は
、
も

と
も
と
な
い
た
め
、
特
別
の
表
現
は
な
い
よ
う
だ
。
ま
た
プ
ー
シ
キ
ン
の

話
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
原
作
に
あ
る
よ
う
に

奉
公
人
、
召
使
、
家
来
が
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

ｃ
．
そ
の
他

　

⑩
新
潟
県
東
蒲
原
郡
上
川
村
の
「
洞
穴
生
活
」
は
、
話
者
で
あ
る
女
性

Ｔ
さ
ん
が
、
題
を
つ
け
、
講
談
好
き
の
父
か
ら
聞
い
た
そ
う
だ
。
Ｔ
さ
ん

が
語
っ
た
他
の
昔
話
は「
米
埋
糠
埋
」「
牛
方
山
姥
」「
猫
檀
家
」「
猿
婿
入
り
」

な
ど
で
あ
り
、
一
回
目
の
調
査
で
は
論
者
が
聞
き
取
り
に
行
っ
て
い
る
。

「
洞
穴
生
活
」
は
四
回
目
の
調
査
の
と
き
に
語
ら
れ
た
話
で
、
約
三
十
分

に
も
及
ぶ
豊
か
な
語
り
口
の
話
で
あ
る
。
足
腰
が
い
た
い
か
あ
ち
ゃ
ん
の

た
め
に
、
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
だ
か
ら
と
と
う
ち
ゃ
ん
が
釣
り
に
通
う
の
が

発
端
。
釣
り
糸
を
垂
れ
る
と
、
魚
の
影
が
近
づ
い
て
く
る
。
そ
れ
が
す
っ

と
人
の
形
に
な
り
水
面
か
ら
現
れ
、
海
の
女
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
釣
り

の
理
由
を
聞
き
、
望
み
の
も
の
を
あ
げ
る
と
い
う
。
欲
望
の
行
方
は
、
洞

穴
生
活
だ
っ
た
の
で
、
立
派
な
家
と
御
馳
走
、
立
派
な
布
団
、
子
ど
も
、

最
後
に
日
没
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
と
望
む
が
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
特
徴

と
し
て
は
、
男
の
子
が
生
ま
れ
た
後
、
殿
様
に
ど
こ
か
ら
金
を
盗
ん
で
来

て
家
を
建
て
た
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
海
の
女
か
ら
、
話
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
を
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
に
は
話

せ
な
い
が
悪
事
は
働
い
て
い
な
い
、
殿
様
は
俺
以
上
だ
か
ら
聞
か
な
い
で

く
れ
と
い
う
と
、
殿
様
は
納
得
す
る
。
こ
の
殿
様
が
出
て
く
る
の
は
少
し
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唐
突
の
よ
う
だ
が
、
グ
リ
ム
の
「
金
の
子
ど
も
」
系
の
翻
訳
の
和
田
垣
謙

三
・
星
野
久
成
（
Ⅲ
の
【
こ
】）
や
、巌
谷
小
波
（
Ⅲ
の
【
さ
】）
の
訳
で
も
、

急
に
金
持
ち
に
な
っ
て
泥
棒
を
働
い
た
の
か
と
王
様
に
疑
い
を
掛
け
ら
れ

る
部
分
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
グ
リ
ム
の
原
作
に
は
出
て
こ
な
い
翻
案
で

あ
る
が
、
こ
の
話
に
は
入
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
最
後
に
日
没
を
延
ば
し

た
い
理
由
だ
が
、
炭
焼
き
を
も
う
少
し
出
来
る
よ
う
に
と
い
う
働
き
者
の

理
由
か
ら
で
、
そ
の
上
か
あ
ち
ゃ
ん
が
、
と
う
ち
ゃ
ん
に
望
み
す
ぎ
だ
と

止
め
る
。
今
ま
で
女
性
が
欲
を
か
く
側
に
立
っ
て
い
た
が
、
止
め
る
方
に

回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、「
欲
た
が
ん
な
よ
、
限
度
あ
る
ん
だ
ぞ
。

ご
は
ん
よ
っ
ぱ
ら
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
暖
か
い
布
団
さ
寝
せ
て
も
ら

え
れ
ば
、
そ
れ
以
上
望
む
な
よ
。」
と
話
者
は
話
す
。
限
度
な
し
に
望
む

と
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
と
父
に
言
わ
れ
た
と
の
こ
と
だ
。
カ
ル
シ

ウ
ム
が
出
て
き
た
り
、
洞
穴
生
活
で
は
子
ど
も
も
育
た
な
い
だ
ろ
う
と
過

去
に
中
絶
を
し
た
こ
と
を
海
の
女
に
叱
ら
れ
た
り
、
リ
ア
ル
で
教
訓
的
で

も
あ
る
。
グ
リ
ム
や
プ
ー
シ
キ
ン
通
り
で
は
な
い
何
か
、
お
芝
居
や
講
談

な
ど
、
大
き
く
翻
案
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
語
り
に
影
響
を
与
え
て
い
る
だ

ろ
う
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

Ｂ
．
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

　

そ
れ
で
は
次
に
、
今
ま
で
の
よ
う
に
元
の
も
く
あ
み
に
な
っ
て
し
ま
う

話
で
は
な
く
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
語
ら
れ
る
話
を
み
て
ゆ
こ
う
。

　

⑪
群
馬
県
の
「
金
の
魚
」
は
、
当
時
小
学
校
五
年
生
の
鈴
木
幸
雄
君
が
、

お
ば
あ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
筆
記
に
よ
る
。
登
場
人
物
は
、
金
の
魚
、
お
爺
、

お
婆
で
あ
る
。
山
の
小
川
で
大
き
な
金
の
魚
を
釣
る
。
海
で
は
な
い
の
が

グ
リ
ム
や
プ
ー
シ
キ
ン
と
異
な
る
。
何
も
貰
わ
な
い
爺
は
、
婆
に
怒
ら
れ

家
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
。
魚
に
話
す
と
、
爺
を
助
け
る
べ
く
お
金
を
授
け

て
く
れ
、
そ
れ
で
め
で
た
く
話
は
終
わ
る
。
金
ぴ
か
で
あ
る
超
自
然
的
な

存
在
で
あ
る
魚
と
そ
の
魚
に
よ
る
報
恩
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　

⑫
福
岡
県
の
「
釘
打
ち
地
蔵
」
の
登
場
人
物
は
、
大
鯛
、
貧
乏
だ
が
親

孝
行
の
三
兵
衛
、
そ
の
母
で
あ
る
。
捕
ま
え
た
鯛
に
「
母
に
腹
い
っ
ぱ
い

食
べ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
、
米
と
倉
が
ほ
し
い
」
と
話
す
。
こ
こ
ま
で
は
、

今
ま
で
の
話
と
同
じ
で
あ
る
が
、鯛
は
「
地
蔵
の
背
に
大
釘
を
さ
し
て
『
米

と
倉
を
下
さ
い
』
と
言
え
ば
よ
い
」
と
教
え
る
。
そ
の
と
お
り
に
な
り
、

母
は
親
孝
行
だ
か
ら
神
様
が
褒
美
を
く
れ
た
と
い
い
、
母
の
病
気
も
治
り
、

幸
せ
に
暮
ら
し
、
貧
乏
人
を
助
け
る
。

　

⑬
佐
賀
県
の
「
金
魚
の
恩
返
し
」
の
話
者
の
蒲
原
タ
ツ
エ
さ
ん
は
、
他

に
小
川
未
明
の
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
思
わ
れ
る
「
赤
い
蝋
燭
」
も

語
っ
て
い
る
。
捕
ま
え
た
金
魚
が
、
海
の
底
で
母
が
大
病
に
か
か
っ
て
い

る
の
で
命
を
助
け
て
ほ
し
い
と
言
い
、「
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
」
と
三

回
手
を
叩
い
て
呼
ん
だ
ら
願
い
を
き
く
。
願
い
も
、
家
に
帰
る
と
米
び
つ

一
杯
の
米
、
小
さ
く
て
雨
漏
り
の
す
る
家
な
の
で
、
家
を
直
し
て
欲
し
い

と
い
う
二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
二
度
目
の
願
い
で
は
、「
金
魚

よ
。
金
魚
よ
。
こ
な
い
だ
お
米
を
沢
山
有
難
う
。
本
当
に
長
生
き
し
た
思

い
を
し
た
。
有
難
う
。」と
い
っ
て
お
礼
を
言
っ
て
か
ら
頼
み
ご
と
を
す
る
。

家
も
綺
麗
に
な
り
二
人
は
裕
福
に
な
っ
て
仲
良
く
暮
ら
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
め
で
た
く
話
は
終
わ
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
話
は
三
話
だ
け
で
あ
る
が
、
魚
も
、
金
の
魚
や
大
き
な
鯛
で
、

元
の
も
く
あ
み
の
話
と
変
わ
ら
な
い
。
主
人
公
も
心
の
優
し
い
性
格
で
、

魚
を
助
け
れ
ば
よ
い
こ
と
が
起
き
る
と
い
う
、
魚
に
よ
る
報
恩
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

グ
リ
ム
や
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
、
明
治
期
の
翻
訳
、
そ
し
て
如
何
に
昔

話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
明
治
期
の
翻
訳
と
昔
話
に
共

通
し
て
、
漁
師
の
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
の
が
、
洞
穴
と
い
う
話
が
幾
つ
か

あ
る
。
こ
れ
は
原
作
に
は
な
い
も
の
で
、
明
治
期
の
翻
訳
が
口
承
資
料
に

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
橋
本
青
雨
の
訳
【
い
】
と
新

潟
①
の
昔
話
の
婆
の
名
前
が
「
お
ろ
く
」
で
共
通
し
て
い
る
。
更
に
、
巌

谷
小
波
の
訳
【
う
】
と
埼
玉
②
の
昔
話
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

そ
し
て
長
野
③
の
昔
話
で
も
、
橋
本
青
雨
の
訳
の
魚
に
呼
び
か
け
る
言
葉

は
同
じ
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
翻
訳
が
、
昔
話
に
影
響
を
与
え

た
こ
と
が
分
か
る
が
、
中
で
も
橋
本
青
雨
【
い
】
と
巌
谷
小
波
【
う
】
の

訳
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
「
金
の
子
ど
も
」
で
は
、
魚
に
口
止
め
さ
れ
る
の
に
、
明
治
期
の

翻
訳
で
は
巌
谷
小
波
の
訳
な
ど
二
話
【
こ
】【
さ
】
が
、
近
所
の
人
た
ち

に
泥
棒
と
疑
わ
れ
王
様
に
言
い
つ
け
る
と
責
め
ら
れ
る
場
面
が
翻
案
で
加

わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
殿
様
が
や
っ
て
き
て
金
持
ち
に
な
っ
た
理
由
を

問
い
た
だ
す
、
新
潟
⑩
の
話
に
影
響
が
見
ら
れ
る
。
鳥
取
⑪
の
話
も
、
妻

の
名
前
が
イ
サ
ベ
ラ
で
原
作
に
似
て
い
る
。

　

次
に
話
の
内
容
で
あ
る
が
、欲
張
り
婆
と
い
う
話
の
形
、そ
し
て
欲
張
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
教
訓
は
、
日
本
で
も
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
る
。

し
か
し
、
動
物
報
恩
を
重
視
す
る
た
め
か
、
昔
話
の
型
で
あ
る
Ａ
Ｔ
Ｕ

五
五
五
を
四
つ
に
分
け
た
う
ち
の
Ⅲ
欲
望
の
行
方
、
Ⅳ
元
の
も
く
あ
み
が

欠
如
し
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
話
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
日

本
で
昔
話
と
し
て
語
ら
れ
る
話
が
少
な
い
の
は
、
単
な
る
報
恩
譚
で
終
わ

ら
な
い
、
こ
の
皮
肉
な
結
末
が
受
け
入
れ
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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勁
草
書
房

（
12
） 

川
戸
道
昭
、
野
口
芳
子
、
榊
原
貴
教
『
日
本
に
お
け
る
グ
リ
ム
童

話
翻
訳
書
誌
』
二
〇
〇
〇　

ナ
ダ
出
版
セ
ン
タ
ー　

所
収

（
13
） 

須
田
康
之
『
グ
リ
ム
童
話
〈
受
容
〉
の
社
会
学
』
二
〇
〇
三　

東

洋
館
出
版
社

（
14
） 

奈
倉
洋
子
『
日
本
の
近
代
化
と
グ
リ
ム
童
話
』
二
〇
〇
五　

世
界

思
想
社

（
15
） 『
口
承
文
芸
研
究
』
二
十
八
号　

二
〇
〇
五　

日
本
口
承
文
藝
學
會

（
1(
） 

大
阪
国
際
児
童
文
学
館
編
『
児
童
文
学
大
事
典
』
一
九
九
三　

大

日
本
図
書

（
17
） 『
幼
年
世
界
』
第
一
巻
第
十
四
号　

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）

十
二
月

（
18
） 

明
治
期
の
翻
訳
を
探
す
に
あ
た
り
、
藤
本
芳
則
『
巖
谷
小
波
お
伽
作

品
目
録
稿
』
一
九
九
二　

私
家
版
、
川
戸
道
昭
、
榊
原
貴
教
編
『
明

治
翻
訳
文
学
全
集
三
十
六
プ
ー
シ
キ
ン
／
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
集
』

一
九
九
九　

大
空
社
、
川
戸
道
昭
、
野
口
芳
子
、
榊
原
貴
教
『
日

本
に
お
け
る
グ
リ
ム
童
話
翻
訳
書
誌
』
二
〇
〇
〇　

ナ
ダ
出
版
セ
ン

タ
ー
、
川
戸
道
昭
、
榊
原
貴
教
編
『
児
童
文
学
翻
訳
作
品
総
覧　

第

四
巻
』【
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
編
】
二　

二
〇
〇
五　

大
空
社
、
を

参
照
し
た
。
ま
た
巌
谷
小
波
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
田
陽
子
氏

に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
19
） 

大
島
廣
志
「
近
代
に
お
け
る
外
国
昔
話
の
受
容
」『
昔
話
―
研
究
と

資
料
―
』
三
十
一
号　

二
〇
〇
三　

日
本
昔
話
学
会

（
20
） 

乾
侑
美
子
『
語
り
の
文
化
シ
リ
ー
ズ
・
３ 

グ
リ
ム
の
昔
話
か
ら
・

２
―
語
る
人
の
た
め
に
―
』
一
九
九
一　

語
り
手
た
ち
の
会

（
21
）「
ざ
っ
と
昔
」
の
資
料
の
確
認
が
出
来
ず
、
佐
々
木
徳
夫
氏
に
伺
っ

た
と
こ
ろ
、
同
じ
話
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
、
話
者
の
情
報
も
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
く
ぼ
・
か
よ
／
國
學
院
大
學
大
学
院
）



日
本
に
お
け
る
「
金
の
魚
」、「
魚
報
恩
」
の
口
承
資
料
一
覧

話
者
住
所
、
採

集
場
所

題
型

登
場
人
物

欲
望
の
行
方
、
備
考

×
最
後
に
聞
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
願
い
　
　
○
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

話
者
（
報
告
者
）

〔
　
〕
内
は
伝
承
経
路

出
典

※
原
典
に
当
た
れ
な
か
っ
た
資
料

①
新

潟
県

南
蒲

原
郡

栄
村

浦
新

田
「

漁
師

と
そ

の
妻

」
Aａ

タ
イ（

海
の

王
様

）
貧

乏
な

漁
師

ば
さ（

女
房

お
ろ

く
）

貧
乏

。
身

上
よ

く
ら

く
ら

く
食

わ
れ

る
よ

う
に

→
い

い
家

→
　

×
お

天
道

様
が

東
か

ら
西

へ
は

い
る

の
を

あ
べ

こ
べ

に
小

川
ハ

ル
64

歳
（

Ｓ
52）

〔
子

ど
も

の
頃

、
文

化
生

ま
れ

の
祖

母
か

ら
〕

水
沢

謙
一

編
『

栄
村

誌
』

栄
村

誌
編

さ
ん

委
員

会
、

1982年

②
埼

玉
県

川
越

市
？

「
漁

師
の

女
房

」
Aａ

魚（
あ

る
国

の
王

子
）

漁
師

妻

浜
辺

の
洞

穴
。

家
→

華
族

→
王

様
　

→
　

×
神

様
「

浜
へ

来
る

度
に

天
気

は
段

々
悪

く
な

つ
て

い
ま

し
た

」
・

グ
リ

ム
？

　
と

書
か

れ
て

い
る

。

二
年

イ
組

　
間

中
芳

枝
鈴

木
棠

三
・

山
田

勝
利

『
川

越
地

方
昔

話
集

』
（

野
村

純
一

編
『

柳
田

國
男

未
採

択
昔

話
聚

稿
』（

瑞
木

書
房

、
2002年

）
所

収
）

③
長

野
県

上
伊

那
郡

中
川

村
南

山
方

大
草

「
魚

の
恩

返
し

」
Aａ

海
の

主
漁

師
お

ば
あ

さ
ん

あ
ば

ら
屋

。
い

い
家

→
小

判
が

た
く

さ
ん

→
殿

様
→

　
×

雨
が

降
ら

な
い

よ
う

に
「

そ
れ

で
、

欲
も

い
い

か
ん

げ
ん

に
程

度
に

し
て

お
か

な
い

と
、

そ
う

ゆ
う

こ
と

に
な

る
。

こ
う

ゆ
う

話
。」

長
谷

川
久

雄
『

長
野

県
史

　
民

俗
編

 第
2

巻
3　

南
信

地
方

 こ
と

ば
と

伝
承

』
長

野
県

史
刊

行
会

、
1989年

　
※

一
ノ

瀬
義

法
『

伊
那

の
む

か
し

話
』

伊
那

毎
日

新
聞

社
、

1978年

④
鳥

取
県

八
頭

郡
若

桜
町

（
鳥

取
市

気
高

町
浜

村
出

身
）

「
あ

ん
ま

り
欲

張
る

な
」

Aａ
大

き
な

平
目

お
父

さ
ん

イ
サ

ベ
ラ

貧
し

い
漁

師
の

家
。

金
持

ち
→

御
殿

→
　

×
妃

海
や

嵐
の

描
写

あ
り

。
イ

サ
ベ

ラ
も

反
省

し
て

貧
し

い
漁

師
に

満
足

す
る

。
木

田
信

子
（

M
38生

）
小

倉
広

重
『

キ
ス

カ
―

こ
こ

ろ
の

た
ま

て
ば

こ
―

』
自

刊
、

1984年

⑤
秋

田
県

男
鹿

市
戸

賀
塩

戸
「

金
の

鯛
」

Aｂ
金

の
鯛

お
じ

い
さ

ん
お

ば
あ

さ
ん

小
屋

　
大

き
い

家
→

物
置

（
土

倉
）

→
　

×
海

の
主

に
な

り
た

い
お

じ
い

さ
ん

に
魚

が
、

お
ば

あ
さ

ん
を

連
れ

て
来

い
と

言
い

、
魚

は
お

ば
あ

さ
ん

を
海

に
誘

っ
て

そ
れ

っ
き

り
に

な
っ

た
。

三
浦

く
ら

80歳
今

村
義

孝
・

泰
子

編
『

秋
田

む
が

し
こ

第
二

集
』

未
来

社
、

1968年

⑥
埼

玉
県

大
宮

市
（

北
足

立
郡

馬
宮

村
）

「
よ

く
ば

り
損

」
Aｂ

金
色

の
魚

お
じ

い
さ

ん
お

ば
あ

さ
ん

明
日

の
米

→
家

→
大

金
持

ち
、

大
勢

の
召

使
→

女
殿

様
　

→
×

海
の

大
将

・
お

じ
い

さ
ん

は
下

男
に

な
っ

て
働

く
方

が
い

い
。・

魚
へ

の
呼

び
か

け
あ

り
。

・
グ

リ
ム

？
　

コ
ノ

話
多

シ
理

由
ア

ル
カ

或
ハ

日
本

ノ
話

カ
の

朱
書

き
あ

り
。

二
学

年
二

組
４

荒
井

良
子

十
二

月
三

一
日

〔
十

位
の

時
お

隣
の

お
祖

母
さ

ん
か

ら
〕

鈴
木

棠
三

・
山

田
勝

利
『

川
越

地
方

昔
話

集
』

（
野

村
純

一
編

『
柳

田
國

男
未

採
択

昔
話

聚
稿

』（
瑞

木
書

房
、

2002年
）

所
収

）

⑦
埼

玉
県

所
沢

市
「

よ
く

ふ
か

ば
あ

さ
ん

」

Aｂ
金

の
魚

漁
師

の
お

じ
い

さ
ん

欲
深

な
お

ば
あ

さ
ん

家
を

立
派

に
し

お
金

も
有

り
余

る
ほ

ど
→

女
殿

様
→

　
×

女
王

第
二

学
年

　
吉

田
紀

久
子

〔「
所

沢
町

に
て

母
よ

り
き

く
」〕

鈴
木

棠
三

・
山

田
勝

利
『

川
越

地
方

昔
話

集
』

（
野

村
純

一
編

『
柳

田
國

男
未

採
択

昔
話

聚
稿

』
所

収
）

⑧
長

崎
県

北
高

来
郡

「
金

の
魚

」
Aｂ

金
の

魚
貧

乏
な

お
爺

さ
ん

お
婆

さ
ん

家
（

着
物

も
）

→
も

っ
と

よ
い

家
（

御
殿

の
よ

う
）

→
　

×
さ

ら
に

も
っ

と
よ

い
家

・
魚

へ
の

呼
び

か
け

あ
り

。
・

欲
張

り
を

改
心

し
、

二
人

で
一

生
懸

命
働

こ
う

と
話

す
夫

婦
。

結
城

次
郎

『
肥

前
国

北
高

来
郡

昔
話

集
』

國
學

院
大

學
方

言
研

究
会

、
1939年

　
※

原
典

に
は

あ
た

れ
ず

、『
日

本
昔

話
大

成
』

に
載

る
本

文
を

参
照

。

⑨
宮

城
県

本
吉

郡
南

三
陸

町
志

津
川

十
日

町

「
魚

の
報

恩
」

Aｂ
大

し
た

綺
麗

な
魚

釣
り

の
好

き
な

爺
婆

〔
三

つ
の

願
い

〕
隙

間
風

の
入

ら
な

い
家

、
家

（
お

城
の

よ
う

な
）、

奉
公

人
奉

公
人

の
扶

養
は

大
変

、
こ

ん
な

家
要

ら
な

い
と

、
魚

に
頼

ん
で

元
に

戻
る

。
・

パ
ン

パ
ン

と
手

を
叩

き
呼

ぶ
。

魚
が

尻
尾

で
三

回
バ

シ
ャ

バ
シ

ャ
す

る
と

叶
う

。

佐
々

木
達

代
（

M
36生

）
「

宮
城

ざ
っ

と
昔

 8」
佐

々
木

徳
夫

（
み

ち
の

く
昔

話
研

究
会

、
1979年

3月
）、『

多
賀

城
市

史
　

3　
民

俗
・

文
学

』
多

賀
城

市
史

編
纂

委
員

会
、

1986年

⑩
新

潟
県

東
蒲

原
郡

上
川

村
日

野
川

小
杉

「
洞

穴
生

活
」

Aｃ
海

の
女

と
う

ち
ゃ

ん
か

あ
ち

ゃ
ん

洞
窟

。
立

派
な

家
と

御
馳

走
→

布
団

→
子

ど
も

→
×

日
没

を
伸

ば
し

て
ほ

し
い

　
・

カ
ル

シ
ウ

ム
不

足
だ

か
ら

と
と

う
ち

ゃ
ん

が
釣

り
に

。
・

殿
様

に
ど

こ
か

ら
金

を
盗

ん
で

来
て

家
を

建
て

た
の

か
と

言
わ

れ
る

。

長
谷

川
ツ

イ
（

T
12

生
）

〔
講

談
好

き
の

父
か

ら
〕

國
學

院
大

學
説

話
研

究
会

（
調

査
者

：
井

伊
、

佐
々

木
、

上
野

）
テ

ー
プ

番
号

1－
チ

－
1、

2002年
3月

25日
録

音

⑪
群

馬
県

沼
田

市
「

金
の

魚
」

Ｂ
金

の
魚

お
爺

お
婆

○
山

の
小

川
で

大
き

な
魚

を
釣

り
逃

が
す

。
婆

が
怒

っ
て

爺
を

追
い

出
す

。
魚

に
話

す
と

、
魚

が
大

判
小

判
を

く
れ

る
。

爺
が

そ
れ

を
持

ち
帰

つ
た

ら
婆

も
喜

ん
で

そ
れ

か
ら

は
二

人
仲

よ
く

暮
ら

し
た

。

赤
城

根
村

南
郷

小
学

校
五

年
生

鈴
木

幸
雄

〔
沼

口
町

に
で

て
い

る
祖

母
か

ら
〕

牧
田

茂
『

群
馬

県
利

根
郡

昔
話

』
（

野
村

純
一

編
『

柳
田

國
男

未
採

択
昔

話
聚

稿
』（

瑞
木

書
房

、
2002年

）
所

収
）

⑫
福

岡
県

福
岡

市
東

区
馬

出
白

山
町

「
釘

打
ち

地
蔵

」
Ｂ

大
鯛

貧
乏

だ
が

親
孝

行
の

三
兵

衛
母

○
「

母
に

腹
い

っ
ぱ

い
食

べ
さ

せ
ら

れ
る

よ
う

、
米

と
倉

が
ほ

し
い

」。
鯛

は
「

地
蔵

の
背

に
大

釘
を

さ
し

て
『

米
と

倉
を

下
さ

い
』

と
言

え
ば

よ
い

」
と

教
え

る
。

母
の

病
気

も
治

り
、

幸
せ

に
暮

ら
し

、
貧

乏
人

を
助

け
た

。

丸
山

ハ
ツ

71
歳

（
Ｓ

21
～

24）
檜

垣
元

吉
『

福
岡

民
話

集
』

叡
智

社
、

1971
年

⑬
佐

賀
県

杵
島

郡
有

明
町

宝
生

「
金

魚
の

恩
返

し
」

Ｂ
金

ぴ
か

な
赤

い
金

魚
お

爺
さ

ん
お

婆
さ

ん

○
小

さ
い

家
。

母
が

病
で

命
乞

い
す

る
魚

。
シ

ャ
ン

シ
ャ

ン
シ

ャ
ン

と
三

回
手

を
叩

い
て

呼
ぶ

。
家

に
帰

る
と

米
び

つ
一

杯
の

米
（

お
礼

を
言

う
）

→
小

さ
く

て
雨

漏
り

の
す

る
家

な
の

で
、

直
し

て
欲

し
い

。
裕

福
に

仲
良

く
暮

ら
す

。

蒲
原

タ
ツ

エ
（

T
5生

）
宮

地
武

彦
『

水
ぐ

る
ま

』
三

弥
井

書
店

、
1991年

84


