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「
終
止
符
の
な
い
」
昔
話
の
叙
述

―
接
続
詞
「
さ
て
」
か
ら
み
る
昭
和
四
十
年
代
の
叙
述
の
交
代
―

小 

林　

美 

佐 

子

◆ キーワード　叙述／語り／再話／主語／伝聞

は
じ
め
に

　

現
在
で
も
、
昔
話
は
語
ら
れ
て
い
る
。
図
書
館
や
本
屋
の
子
ど
も
の
本

の
コ
ー
ナ
ー
の
一
郭
、
あ
る
い
は
地
域
の
近
隣
セ
ン
タ
ー
の
毎
月
の
「
お

は
な
し
会
」
や
学
校
の
授
業
の
一
枠
で
、
母
親
た
ち
な
ど
に
よ
る
昔
話
の

語
り
の
場
が
あ
る
。
ま
た
、
大
人
を
聴
衆
と
す
る
昔
話
の
語
り
の
催
し
も

各
地
に
場
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
語
り
の
催
し
の
企
画
立
案
さ
れ
る
地
域

は
、
地
方
で
あ
っ
て
も
、
昔
話
に
対
し
て
の
情
報
も
あ
り
人
々
の
ア
ン
テ

ナ
も
高
い
都
市
部
地
域
で
あ
る
。
語
る
人
聞
く
人
が
、
都
市
部
に
暮
ら
し
、

近
代
学
校
教
育
の
な
か
で
育
っ
た
人
々
で
も
あ
る
。
現
今
、
昔
話
に
は
、

“
都
市
”“
公
”
に
お
い
て
育
ま
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
催
し
の
な
か
で
、
昔
話
に
「
…
。
さ
て
、
…
」
と
場
面
を
つ

な
ぐ
語
り
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
音
資
料
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
「
伝
承
の
語
り
」
と
呼
ば
れ
る
語
り
に
、「
さ
て
」
の

使
わ
れ
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

公
の
聴
衆
を
ま
え
に
し
て
、
話
の
間
合
い
に
「
さ
て
」
を
使
う
、
と
い

う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
、
子
ど
も
に
向
け
て
の
「
お
は
な
し
」・
童

話
に
、「
さ
て
」
が
、
常
套
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
過
も
あ

る
。
既
に
現
代
の
語
る
ひ
と
・
聞
く
人
の
多
く
が
、
童
話
・
再
話
を
読
み

聞
い
て
育
っ
た
世
代
の
人
々
で
あ
れ
ば
、
昔
話
に
「
…
。
さ
て
、
…
」
を

聞
い
て
も
聞
き
手
に
違
和
感
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
背
景
に
は
、
現

代
の
昔
話
の
置
か
れ
て
い
る
新
た
な
環
境
の
ほ
か
に
、
話
し
言
葉
も
含
め

た
近
代
日
本
語
の
叙
述
の
移
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
話
を

囲
う
語
る
人
・
聞
く
人
の
日
常
言
語
自
体
が
す
で
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

現
代
の
昔
話
は
、
現
代
の
日
常
言
語
の
在
り
様
に
囲
い
込
ま
れ
つ
つ
、
ま

た
新
ら
し
い
様
相
を
も
っ
て
育
っ
て
い
く
の
に
違
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
、

近
代
日
本
語
以
前
か
ら
の
語
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
の
叙
述
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
か
、「
さ
て
」
周
辺
の
叙
述
に
焦

点
を
あ
て
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
急
速
に
広
く
行
わ
れ
た
記
録
・
再
話
の

一
つ
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
比
較
を
試
み
た
い
。
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１
、 

再
話
本
・
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
接

続
詞
「
さ
て
」
の
機
能

　

接
続
詞
「
さ
て
」
に
は
、
Ａ
Ｂ
二
つ
の
機
能
が
あ
る

Ａ 

《（「
そ
し
て
」「
そ
し
た
ら
」
の
よ
う
に
、）
同
一
の
時
間
の
帯

 

を
そ
の
ま
ま
縦
に
つ
な
ぐ
「
さ
て
」》

Ｂ 

《（「
と
こ
ろ
で
」
の
よ
う
に
、）
同
時
並
行
の
別
時
間
を
そ
こ
に

 

さ
し
挟
む
と
き
及
び
そ
れ
を
も
と
に
戻
す
と
き
に
つ
か
う
「
さ

 

て
」》

　

接
続
詞
「
さ
て
」
が
、
文
を
区
切
り
、
文
末
を
作
る
と
こ
ろ
に
の
み
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ
も
、
叙
述
の
流
れ
を
い
っ

た
ん
は
切
り
、
ま
と
め
、
整
理
す
る
語
で
は
あ
る
。
特
に
Ｂ
の
「
さ
て
」

は
、
文
脈
を
一
旦
切
っ
た
上
で
、
逆
向
き
に
話
を
振
り
返
り
、
話
の
場
面

の
時
間
空
間
を
整
序
し
て
、
話
を
仕
切
り
な
お
す
叙
述
の
上
に
あ
る
。
現

代
、
昔
話
と
し
て
享
受
さ
れ
る
翻
訳
・
再
話
の
昔
話
や
昔
話
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
珍
し
く
な
い
接
続
詞
「
さ
て
」
に
は
、
こ
の
Ｂ
の
機
能
を
も
っ

て
つ
か
わ
れ
て
い
る
「
さ
て
」
が
あ
る（

１
）。

そ
し
て
一
方
、
音
資
料
に
残
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る
「
伝
承
の
語
り
」
に
、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
、
こ
の

「
さ
て
」
が
な
い
。

２
、「
さ
て
」
の
な
い
語
り
・『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
』
の
記
録

　

明
治
三
十
、四
十
年
代
か
ら
大
正
生
ま
れ
の
伝
承
者
の
話
は
、
調
査
・
研

究
者
の
、
速
記
、
テ
ー
プ
か
ら
文
字
化
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
ソ
ノ
シ
ー

ト
や
Ｃ
Ｄ
で
音
に
し
て
残
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
昭
和
四
十
年
代
以
降
、

昔
話
は
、
調
査
の
場
で
、
速
記
か
ら
テ
ー
プ
に
手
段
を
替
え
て
翻
字
さ
れ

た
が
、
テ
ー
プ
と
い
う
手
段
を
得
た
こ
と
で
、
そ
れ
ら
は
後
年
ソ
ノ
シ
ー

ト
や
Ｃ
Ｄ
で
、
音
に
し
て
残
さ
れ
た
。
公
刊
さ
れ
て
い
る
音
資
料
、
①
『
昔

話
研
究
資
料
叢
書
』
の
ソ
ノ
シ
ー
ト
に
「
さ
て
」
は
な
く（

２
）、

②
日
立
Ｃ
Ｄ

昔
話
資
料　
『
み
ち
の
く
昔
話
集
第
一
集
・
第
二
集（

３
）』

の
録
音
に
も
「
さ
て
」

は
一
例
を
除
い
て
ほ
か
に
な
い
。
①
②
の
音
資
料
に
残
さ
れ
て
い
る
話
の

語
り
手
の
叙
述
が
、
す
べ
て
一
律
に
同
じ
で
あ
る
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
。

し
か
し
、
調
査
テ
ー
プ
か
ら
お
こ
さ
れ
た
語
り
に
、「
さ
て
」
が
な
い
点
で

は
一
致
し
て
い
る
。

　

今
回
再
話
と
の
比
較
で
取
り
上
げ
る
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
―
大
山
北

麓
の
昔
話
』
の
ソ
ノ
シ
ー
ト
は
、
巻
末
の
録
音
資
料
を
カ
タ
カ
ナ
書
き
で

文
字
化
し
た
「
方
言
資
料
」
と
「
語
り
手
一
覧
」
の
記
載
か
ら
、
明
治
十

年
（
一
八
七
六
）
生
の
谷
口
は
つ
九
十
二
歳
、明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
四
）

生
ま
れ
の
岡
田
幹
子
七
十
三
歳
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
五
）
生
の
川
上

貞
蔵
八
十
三
歳
の
と
き
、
昭
和
四
十
二
、四
十
三
年
の
録
音
と
知
ら
れ
る
。

彼
ら
は
、
辷
石
谷
江
（
一
八
五
七
？
生
）
よ
り
一
世
代
あ
と
の
人
々
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
い
ま
だ
村
落
共
同
体
の
中
で
縦
に
祖
父
母
か
ら
耳
で
話

を
聞
き
覚
え
た
い
わ
ゆ
る
「
伝
承
の
語
り
手
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
語
り

で
あ
る
。
谷
口
は
つ
の
「
食
わ
ず
女
房
」
の
録
音
は
、「
採
訪
者
名
簿
」
に

「
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
十
一
月
十
一
日
、
十
二
日
稲
田
和
子
」
と

あ
る
こ
の
と
き
の
も
の
で
、録
音
の
中
聞
こ
え
る
控
え
め
な
あ
い
づ
ち
は
、
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稲
田
氏
の
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

昭
和
三
十
、四
十
年
代
の
録
音
を
資
料
化
し
た
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
』

は
、
明
治
十
年
、
二
十
年
生
ま
れ
の
語
り
手
の
話
を
、
音
と
し
て
、
ま
た

カ
タ
カ
ナ
書
き
で
文
字
と
し
て
残
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
巻
が
ソ
ノ
シ
ー

ト
付
で
は
な
い
が
、
各
巻
に
付
さ
れ
た
「
昔
話
研
究
資
料
叢
書
の
刊
行
に

際
し
て
」
で
、
企
画
編
集
委
員
の
言
に
、「
語
り
に
即
し
た
翻
字
を
企
図

す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ソ
ノ
シ
ー
ト
の
つ
い
て
い
な
い
巻
も
、
で
き
う

る
限
り
語
り
を
そ
の
ま
ま
に
文
字
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
編
ま
れ
て
い

る
。

３
、 「
さ
て
」
が
な
い
―『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
―
種
子
島
の
昔

話
Ⅰ
』「
大
蛇
と
千
人
針
」
の
叙
述

　

次
に
示
す 

資
料
1
「
大
蛇
と
千
本
針
」
は
、『
昔
話
研
究
資
料
叢
書

―
種
子
島
の
昔
話
Ⅰ
』（
以
下
『
種
子
島
』）
本
文
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
ソ

ノ
シ
ー
ト
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
話
も
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
「
方
言
資

料
」
で
な
い
が
、
録
音
翻
字
収
録
し
、『
種
子
島
』
を
編
纂
し
た
下
野
敏

見
は
、
凡
例
で
、「
語
り
そ
の
も
の
に
忠
実
な
、
正
確
な
文
字
化
を
原
則

と
し
、
句
点
・
読
点
は
一
般
の
表
記
に
従
わ
ず
、
語
り
の
口
調
に
従
っ

た
」（
凡
例
）「
本
書
は
、
語
り
手
の
語
り
口
を
そ
の
ま
ま
文
字
化
し
た
も

の
で
、
録
音
の
完
全
文
字
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。（
略
）
い
た
ず
ら

に
間
投
詞
が
多
か
っ
た
り
し
て
、
は
が
ゆ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。」
と
翻
字
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。「
大
蛇
と
千
人
針
」
は
、
語
り
手

の
山
下
正
吉
（
明
治
四
年
生
）
九
十
一
歳
、
昭
和
三
十
六
年
時
の
語
り
で

あ
る
。

資
料
1

　

な
に
が
む
か
し
①
。
ま
あ
、
あ
っ
た
に
し
て
聞
か
ね
ば
な
ら
ん
と
な

あ
②
。
そ
し
た
い
ば
そ
の
、
田
の
堰
口
い
、
行
た
ち
ぇ
み
た
い
ば
、
太

か
蛇
が
、
う
っ
ぱ
ま
っ
て
、
そ
の
田
あ
、
水
が
来
ん
た
ち
ゅ
う
か
ら
③
、

そ
し
て
、
蛇
い
、

 「
＊
《
主
が
》
田
あ
、
水み

ぞ
お
掛
け
ち
ぇ
呉
れ
え
」
ち
ゅ
う
て
④
。

 

「
＊
《
主
ゃ
あ
》、
姉

き
ょ
う
だ
あ

妹
三
人
、
女お

な
ご子

ん
子
を
持
っ
ち
ぇ
い
か
ら
、
そ
の

一
人
を
、
お
前ま

あ
に
呉
る
い
か
ら
、
掛
け
ち
ぇ
呉
れ
ぇ
」
ち
ゅ
う
て
⑤
。

　

そ
し
た
い
ば
、
掛
け
ち
ぇ
、
さ
っ
そ
く
、
連ち

ぇ
か
あ
来
た
そ
う
じ
ゃ

な
あ
⑥
。
そ
い
も
、
一
番
の
尻
の
女
子
が

 
　
　
　
お
な
ご

、「《
主
が
》
行
く
」
ち
ゅ
う

て
⑦
。
そ
し
て
、

 

「
＊
《
主
ぃ
》、
そ
の
、
物も

ん
に
い縫

針
を
ば
、
千
本
買
う
て
呉
れ
ぇ
」
ち
ゅ
う

て
⑧
。
着き

も
ん物

の
縫
う
Ｘ
針
を
千
本
買
う
ち
ぇ
呉
れ
て
、
そ
う
し
て
持
っ

て
行
た
て
、
そ
の
入
り
口
い
立
っ
ち
ぇ
た
い
ば
、
蛇
が
出
て
来
ち
ぇ
、

 

「
＊
《
主
ぃ
》、
虱

し
ら
みょ

う
取
っ
て
呉
れ
ぇ
」
ち
ゅ
う
て
、
そ
の
蛇
が
言

う
て
⑨
。
そ
し
て
そ
の
、
鱗

い
り
こ（
を
）

う
一
つ
持

も
っ
ち
ゃ
げ

上
ち
ゃ
あ
、
針
ょ
う
突
っ
込
み
、

鱗
う
一
つ
持
上
ち
ゃ
あ
、
針
ょ
う
突
っ
込
み
し
て
⑩
。

　
「
わ
ざ
い
（
大
そ
う
）、
そ
の
、
味
わ
あ
（
気
分
）
が
よ
か
」
と
、

蛇
が
言
う
て
⑪
。
そ
し
て
、
千
本
の
針
ょ
う
突
込
う
じ
ぇ
し
も
う
て

⑫
。
そ
し
た
い
ば
、
そ
の
蛇
が
、
堰
口
さ
な
あ
、
駆
込
う
じ
ぇ
行
た

ち
ぇ
そ
ら
、
一い

っ
と
き時

し
た
い
ば
、
死
ん
じ
ぇ
、
浮
い
ち
ぇ
来
た
Ａ
ち
ゅ
う
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ち
ぇ
⑬
。

　

そ
い
じ
ぇ
そ
の
女
子
あ

 
　
　
　
お
な
が

、
戻
っ
ち
ぇ
、
そ
う
し
ち
ぇ
、

「
ど
う
し
ち
ぇ
来
た
か
」
ち
ゅ
う
た
い
ば
、

「
行
た
ち
ぇ
ん
で
（
行
っ
て
見
れ
）。
堰
口
い
、
死
ん
で
浮
い
ち
ぇ
来
た
か

ら
。
そ
し
ち
ぇ
、
打う

っ
ち
ぇ
ー

置
ち
ぇ
来
た
」
ち
ゅ
う
て
、
言
う
た
Ｂ
ち
ゅ
う
⑭
。

　

そ
う
し
ち
ぇ
、
母
と
行
た
ち
ぇ
、
そ
引ひ

き
上
げ
て
、
そ
し
て
、
木
を

拾
う
て
、
焼や

あ
て
、
食
う
た
Ｃ
ち
ゅ
う
て
⑮
。
そ
ご
う
さ
の
む
か
し
⑯（

４
）。

　

こ
の
「
大
蛇
と
千
本
針
」
の
叙
述
は
、
傍
線
部
Ａ
「（
浮
い
ち
ぇ
来
た
）

ち
ゅ
う
ち
ぇ」

Ｂ
「（
言
う
た
）
ち
ゅ
う
」
Ｃ
「（
食
う
た
）
ち
ゅ
う
て」

と

あ
る
よ
う
に
、
伝
聞
の
形
で
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蛇
い
・
女
子
が

・
蛇
が
・
女
子
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
行
為
の
主
体
は
ひ
と
り
し
か

示
さ
れ
ず
、
た
と
え
ば
二
重
点
線
部
Ｘ
「
針
を
千
本
買
う
ち
ぇ
呉
れ
て
」

で
は
、「
呉
れ
て
」
と
い
う
表
現
で
、「
父
が
買
っ
て
」
と
言
わ
ず
、「
買
っ

た
」
行
為
の
主
体
「
父
」
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い（

５
）。

　

叙
述
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
次
の
ａ
～
ｄ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ　
《
…
ち
ゅ
う
て
》
伝
聞
で
あ
る

ｂ　
《
て
（
ち
ぇ
》
終
止
形
文
末
が
少
な
く
、
連
用
形
で
切
れ
ず
に
文
が

　
　

続
い
て
い
る

ｃ　
《
主
が
…
》
会
話
文
が
独
立
し
て
い
な
い

ｄ　

会
話
主
・
主
語
が
一
方
の
み
明
示
さ
れ
る

　
ｃ
に
つ
い
て
、
下
野
敏
見
が
、「
話
の
主
人
公
の
会
話
の
な
か
で
、
い
た

る
所
に
、
語
り
手
が
主
人
公
を
指
す
「
主
ゃ
あ
」
と
言
う
語
が
出
て
く
る
。

こ
れ
は
、「
彼
は
」
の
意
味
で
あ
る
の
で
、
会
話
の
中
に
あ
る
の
は
、
ま
ず

い
。
し
か
し
、
忠
実
に
文
章
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
改
変
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
で
本
書
で
は
、
語
る
ま
ま
に
《
主
ゃ
あ
》
と
記
す
こ
と
に

し
た
。」
と
解
説
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
＊
《
主
が
》《
主
ゃ
あ
》《
主
ぃ
》

と
、
語
り
手
に
と
っ
て
の
地
の
文
と
会
話
文
の
区
別
が
、
現
代
語
の
そ
れ

と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
『
種
子
島
の
昔
話
Ⅰ
』
の
語
り

は
、
B
の
機
能
の
接
続
詞
「
さ
て
」
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
文
の
切
れ
目

自
体
が
少
な
い
。

　

下
野
敏
見
は
、
ｂ
に
つ
い
て
も
ま
た
「
ち
ぇ
式
が
ず
っ
と
つ
づ
い
て
い

く
。」「
こ
の
方
式
は
、
種
子
島
の
昔
話
の
全
部
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
ち
ぇ
」
の
下
に
句
読
点
を
入
れ
て
切
っ
て
い
く

け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
終
止
符
は
な
く
、
最
後
に
一
つ
だ
け
あ

る
、
と
い
う
よ
う
な
語
り
の
形
式
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。」（
解
説　

五

　

資
料
と
し
て
の
特
質
（
１
）
語
り
口
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
な
か
な
か
文
末
に
な
ら
ず
、
連
用
形
で
切
れ
目
な
し
に
つ
ぎ
の

事
柄
に
続
く
。
地
の
文
で
句
点
の
箇
所
は
、
①
か
ら
⑯
。
そ
の
う
ち
、
④

か
ら
⑮
ま
で
⑥
、
⑭
の
二
箇
所
以
外
は
「
ち
ゅ
う
て
」
で
、
こ
の
「
て
」

は
、「
し
て
」
の
「
て
」
す
な
わ
ち
「
ち
ぇ
」
な
の
で
、
完
全
に
切
れ
る
文

末
は
⑨
「
そ
う
じ
ゃ
な
あ
」・
⑭
「
言
う
た
ち
ゅ
う
（
と
い
う
）」
の
二
箇

所
だ
け
に
な
る
。「
終
止
符
の
な
い
語
り
の
形
式
」
に
な
っ
て
い
る
。「
さ

て
」
は
、
文
脈
を
一
旦
切
っ
て
、
逆
向
き
に
話
を
振
り
返
り
、
話
の
場
面

の
時
間
空
間
を
整
序
し
て
、
話
を
仕
切
り
な
お
す
意
味
を
も
つ
。
接
続
詞

「
そ
し
て
」「
そ
し
た
い
ば
」「
そ
う
し
ち
ぇ
」
は
あ
る
が
、
切
れ
目
無
し
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に
次
か
ら
次
へ
話
を
続
け
る
。
こ
の
資
料
1
な
ど
の
述
べ
方
に
、
接
続
詞

「
さ
て
」
が
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
四
〇
）、
岩
倉
市
郎
は
、『
お
き
の
え
ら
ぶ
昔
話
』

に
、
速
記
に
基
づ
い
て
、
文
と
文
を
接
続
す
る
シ
マ
の
こ
と
ば
「kya

」

を
《
…
と
こ
ろ
が
…
し
た
と
こ
ろ
が
…
ら
…
時
は
…
と
…
な
ら
》
と
標
準

語
訳
し
な
が
ら
も
、
シ
マ
の
昔
話
の
叙
述
の
流
れ
の
整
序
は
そ
こ
に
と
ど

め
て
、
文
末
の
少
な
い
、「kya

」
で
つ
ぎ
つ
ぎ
文
が
繋
げ
ら
れ
て
い
く
叙

述
を
、
そ
の
ま
ま
に
記
録
し
た
。
こ
の
『
種
子
島
の
昔
話
』
の
「
ち
ぇ
」

は
そ
の
『
お
き
の
え
ら
ぶ
昔
話
』
の
「kya

」
と
近
似
の
接
続
助
詞
だ
ろ

う
。

　
「
で
」
で
続
け
て
い
く
区
切
れ
の
な
い
語
り
は
、「
種
子
島
」
だ
け
で
な

く
、
多
い
少
な
い
は
あ
っ
て
も
「
大
山
北
麓
」
に
も
み
ら
れ
る
。
限
ら
れ

た
地
域
の
語
り
方
で
な
い
。
下
野
の
い
う
「
語
り
の
形
式
」
は
、
種
子
島

や
岩
倉
の
お
き
の
え
ら
ぶ
島
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
語
ら
れ
て
い
た
伝
承

の
昔
話
の
語
り
方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。『
お
き
の
え
ら
ぶ

島
』
に
も
、
接
続
詞
「
さ
て
」
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い（

６
）。

終
止
符
の
な
い

語
り
の
「
形
式
」
に
、
接
続
詞
「
さ
て
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

４
、「
さ
て
」
が
入
る
ー
時
間
の
整
序
・
話
の
整
序

　
「
さ
て
」
の
有
無
と
、
そ
の
昔
話
全
体
の
文
体
と
は
連
関
し
て
い
る
よ
う

だ
。「
さ
て
」
が
加
わ
る
と
、
そ
の
前
後
の
叙
述
が
変
わ
る
。
文
字
化
し
た

資
料
２
『
大
山
北
麓
の
昔
話
』

42
き
ろ
松
っ
つ
あ
ん
の
話

（
略
）
そ
か
ま
あ
、
き
ろ
松
っ

つ
あ
ん
は
、
歩
っ
て
み
ゅ
う
か

い
っ
て
歩
か
り
ょ
う
っ
た
と
こ

ろ
が
、
へ
え
か
ら
半
ご
ろ
に

な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
き
ゃ
新
し

い
墓
の
あ
る
所
へ
行
か
れ
た
さ

あ
わ
い
な
。
へ
か
ら
な
あ
、
新

し
い
墓
見
て
行
っ
た
ら
、
暮
れ

て
し
ま
っ
た
け
、
ど
っ
ち
も
行

か
れ
ん
だ
っ
て
な
。
ま
あ
ど
っ

ち
も
行
か
れ
ん
こ
と
へ
暗
ら
に

な
っ
た
が
、
ま
あ
こ
の
墓
へ
、

泊
ま
ら
し
て
も
ら
お
か
い
、
と

思
っ
て
、
い
っ
そ
な
あ
、
だ
ち

が
手
へ
掛
か
っ
た
思
や
あ
、
こ

が
な
、
恐

き
ょ
うて

え
目
を
せ
え
で
も

資
料
３ 

『
子
ど
も
に
語
る
日

　

本
の
昔
話
』

「
朝
日
長
者
と
夕
日
長
者
」

（
略
）
一
方
、
き
ろ
松ま

つ
は
ど
ん

ど
ん
歩
い
て
お
っ
た
ら
、
に

わ
か
に
あ
た
り
が
く
ら
く

な
っ
て
き
た
。
昼
か
ら
日ひ

ぐ暮

れ
ま
で
に
は
ま
だ
半
分
し
か

た
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
に
、

前
に
も
進す

す
め
ず
、
後
帰
り
も

で
き
ん
よ
う
に
な
っ
た
。
見

ま
わ
す
と
、
す
ぐ
そ
ば
に
新

し
い
墓は

か
が
あ
っ
た
の
で
、
き

ろ
松
は
、

 

「
な
あ
、
仏

ほ
と
けさ

ん
、
日
が
暮く

れ
て
動う

ご
か
れ
ん
け
え
、
ひ
と

晩ば
ん
や
ど宿

を
か
し
て
く
だ
さ
れ
よ

う
」
と
た
の
ん
で
、「
お
と
ろ

「
伝
承
の
語
り
」
と
同
じ
話
の
再
話
を
比
較
し
て
、「
さ
て
」
が
加
わ
る
と

周
辺
の
叙
述
が
ど
う
変
化
す
る
か
を
見
る
。

　

上
段
に
資
料
２
「
さ
て
」
の
な
い
「
伝
承
の
語
り
」、
下
段
に
資
料
３

「
さ
て
」
の
あ
る
再
話
を
示
す
。
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え
え
に
、
と
思
っ
て
、
墓
の
門か

ど

へ
、「
こ
の
仏
さ
ん
、
今
夜
動い

ご

か
れ
ん
け
え
一

い
っ
し
ゅ
く

宿
宿
う
貸
し
て

く
だ
さ
れ
え
」
て
っ
て
、
墓
の

門
へ
寝
て
お
ら
は
っ
た
ち
ゅ
う

わ
い
な
。
寝
と
っ
た
と
こ
ろ

が
、
墓
の
石
が
ぐ
ら
ぐ
ら
ぐ
ら

動い
ご

き
だ
い
て
な
、
そ
い
か
ら
、

と
て
も
、
今
夜
取
ら
れ
る
だ
け

え
、
だ
ち
が
手
へ
掛
か
り
ゃ
あ

よ
か
っ
た
い
、
と
思
っ
て
寝
と

ら
っ
た
ら
、
ａ 

白
い
着き

も
ん物

き

て
出
て
、「
き
ろ
松
か
、
き
ろ

松
か
い
」
て
っ
て
言
う
だ
さ
な

わ
い
な
。
そ
っ
で
返
事
ゅ
う
し

た
ら
、「（
ｂ
）
わ
し
が
死
ん
だ

ら
こ
そ
な
、
わ
り
ゃ
こ
が
な

難
儀
ゅ
こ
く
だ
が
、
紅

く
れ
な
いと

い
う

扇
ゅ
う
や
る
け
え
な
、
寒
け

り
ゃ
あ
、『
衣
服
を
授
け
て
下
さ

れ
』
と
言
っ
て
、
天
に
向
か
っ

て
招
き
ゃ
、
着く

る
物も

ん
が
落
っ

て
き
て
着
ら
れ
る
し
、
そ
え

か
ら
、
腹
が
す
き
ゃ
、『
扶ふ

ち持

か
た
あ
、
授
け
て
下
さ
れ
え
』

て
っ
て
天
に
向
か
や
あ
、
食
う

物も
ん

が
落
っ
て
く
る
け
え
、
こ
っ

で
、
こ
り
ょ
う
持
っ
て
さ
や
お

り
ゃ
あ
、
難
儀
ゅ
う
せ
ん
け
え

な
あ
」
て
っ
て
、
去
な
は
っ
て

し
ま
っ
た
。
ｃ 

あ
あ
母
親
だ
っ

た
わ
い
と
思
っ
て
、
ｄ 

居お

ら
っ

た
ら
、
ち
ょ
う
ど
家え

か
ら
の
半

ご
ろ
だ
っ
た
さ
あ
な
わ
い
な
。

　

１ 

そ
か
ら
、
歩
き
ょ
っ
た

ら
村
へ
も
出
る
し
し
て
、
歩

き
ょ
っ
た
ら
ち
ょ
う
ど
わ
が
家

み
た
や
な
、
大
け
な
、
分
限
者

が
あ
る
さ
な
わ
い
な
。
そ
え
か

し
、
お
と
ろ
し
」
と
思
い
な
が

ら
も
、
墓は

か
の
そ
ば
へ
寝ね

る
こ
と

に
し
た
。
寝ね

て
お
っ
た
と
こ
ろ

が
、
に
わ
か
に
墓は

か
が
ぐ
ら
ぐ
ら

動
き
だ
し
た
。「
や
あ
れ
、
情な

さ

け
な
や
。
今
日
ま
で
の
寿

じ
ゅ
み
ょ
う

命
で

あ
っ
た
か
。
な
ら
、
い
っ
そ
あ

れ
た
ち
の
手
に
か
か
っ
て
死
ん

で
し
ま
っ
た
方
が
よ
か
っ
た

か
」
と
、
き
ろ
松ま

つ
が
な
げ
い
て

お
る
と
、
と
う
と
う
墓は

か
い
し石

が
た

お
れ
た
。
そ
う
し
て 

ⓐ
白
い

着き
も
の物

を
着き

た
者も

の
が
ば
ろ
ん
と
出

て
き
て
、「
き
ろ
松
か
、
き
ろ

松
か
」
と
い
い
な
が
ら
近
よ
っ

て
き
た
。

　

き
ろ
松
が
「
は
い
」
と
答
え

る
と
、

 

「
ⓑ
わ
し
は
お
ま
え
の
母
だ
わ

い
や
。
わ
し
が
死
ん
だ
か
ら
こ

そ
な
あ
、
お
さ
な
い
お
ま
え
が

難な
ん
ぎ儀

を
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
に

紅く
れ
な
いと

い
う
扇

お
う
ぎが

あ
る
。
こ
れ
を

や
る
け
え
、
ひ
も
じ
け
れ
ば
天

に
向む

か
っ
て
、『
食た

べ
物も

の
を
さ

ず
け
て
く
だ
さ
れ
』
と
い
う

て
招ま

ね
く
が
え
え
。
寒さ

む
け
り
ゃ
、

『
着
る
物
を
さ
ず
け
て
く
だ
さ

れ
』
と
い
う
て
招ま

ね
け
ば
、
着き

る

も
ん
が
お
り
て
く
る
。
こ
れ
さ

え
持も

っ
て
お
り
ゃ
あ
、
難な

ん
ぎ儀

を

せ
ん
け
え
な
あ
」
と
い
っ
て
、

扇お
う
ぎを

一
つ
に
ぎ
ら
せ
て
く
れ

た
。「
ⓒ
あ
あ
、
母
に
会
え
た

か
」
と
思
う
ま
に
、
ⓓ 

白
い

着き
も
の物

す
が
た
は
ぽ
っ
か
り
消
え

て
、
あ
た
り
は
霧き

り
が
晴
れ
る
よ

う
に
晴
れ
や
か
に
な
り
、
ち
ょ

う
ど
先
ほ
ど
と
同
じ
お
天
と
う

さ
ま
の
高
さ
で
、
暮く

れ
る
に
は

ま
だ
間
が
あ
っ
た
そ
う
な
。

　

１ 

さ
て
き
ろ
松ま

つ
は
、
扇

お
う
ぎを

大だ
い
じ事

に
し
ま
っ
て
歩
き
つ
づ
け

て
い
る
と
、
は
じ
め
て
見
る
村

里
へ
出
た
。
ち
ょ
う
ど
わ
が
家

の
よ
う
に
大
き
な
長

ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
屋や

し
き敷
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ら
、
大
け
な
分
限
者
で
ま
、
手

代
だ
や
ら
な
ん
だ
や
ら
、「
あ

の
駄
飼
い
な
と
、
さ
し
て
も

ら
え
り
ゃ
あ
せ
ん
だ
ら
あ
か
」

て
っ
て
、
頼
ん
だ
ら
、「
ま
、

頼
ん
で
み
た
る
わ
い
や
」
て
っ

て
、
奥
へ
入は

い
て
、
頼
ま
れ
た
ら
、

「
ま
、
ん
な
ら
、
そ
こ
へ
入は

い
ら

し
て
み
や
れ
」
て
っ
て
旦
那
が

言
わ
れ
る
で
、「
こ
れ
、
入
っ

て
み
と
や
」
て
っ
て
、
言
わ

は
っ
た
。
入
て
み
た
ら
、「
丁

寧
げ
な
、
え
え
子
だ
け
、
置
い

た
れ
や
れ
」
て
、
旦
那
が
言
わ

れ
た
だ
が
な
。
そ
か
ら
、
居
っ

て
、「
素
直
で
、
よ
う
言
う
こ

と
聞
い
て
え
え
子
だ
。
わ
り
ゃ

何な
ん

ち
ゅ
う
名
だ
い
や
」
て
っ

て
、
み
ん
な
が
聞
か
っ
た
っ

て
、「
俺お

り
ゃ
あ
こ
が
な
者
だ
け
、

名
っ
て
あ
り
ゃ
あ
せ
ん
け
」て
、

「
世
話
あ
焼
い
て
駄
飼
い
す
る

だ
け
、『
だ
か

4

4

や
だ
か
4

4

や
』
っ

て
ご
せ
え
」
ｅ 

と
言
っ
て
、 

ほ
ん
な
ら
言
わ
は
っ
た
け、
ｆ 

み
ん
な
が
、「
だ
か
4

4

や
だ
か
4

4

や
」

言
っ
て
使
や
あ
、
よ
う
言
う
こ

と
き
く
し
、
え
え
子
だ
さ
あ
な

わ
い
な
。

　

２
そ
え
か
ま
あ、
そ
が
い
し
て、

ｇ 

そ
の
日
か
ら
、
暮く

ら
い
て
、

大お
お

け
ん
な
っ
て
、
そ
え
か
ら、

ち
ょ
う
ど
ま
あ
こ
こ
へ
、
譬
え

で
八や

ば
せ橋

、
ち
ゅ
う
や
な
所
は
、

え
え
、
が
い
な
遷せ

ん
ぐ宮

が
あ
る

だ
っ
て
な
、
そ
っ
で
み
ん
な
が
、

「
え
え
遷
宮
だ
け
え
、
参
ら
あ
。

若わ
け

え
者も

な
あ
ま
た
で
も
、
ま
、
あ

る
だ
け
え
、
年
寄
り
ゃ
み
ん
な

参
て
、
若わ

け
え
者も

ん
が
留
守
う
す
る

だ
」
て
っ
て
、
言
っ
て
み
ん
な

出
ら
れ
る
わ
な
。
ｈ
「
だ
か

よ
、
わ
あ
も
参
ら
あ
や
」「
俺お

い

の
よ
う
な
者
あ
、
参
た
っ
て
い

け
ん
け
え
、
俺お

り
ゃ
あ
家う

ち
ゅ
う
、

留
守
う
す
る
」
っ
て
、
そ
え
か

の
前
を
通
り
か
か
っ
た
の
で
、

き
ろ
松ま

つ
は
、
い
っ
そ
こ
こ
で

使つ
か

っ
て
も
ら
お
う
か
と
い
う
気

に
な
っ
て
、
頭
を
下
げ
て
頼た

の
ん

で
み
た
。

 

「
牛
や
馬
の
世せ

わ話
を
す
る
駄だ

か飼

い
子ご

で
も
え
え
で
す
け
え
、
こ

ち
ら
に
お
い
て
く
だ
さ
ら
ん
か
」

 

「
ま
、
こ
こ
へ
入
ら
し
て
み

い
」
と
そ
の
家
の
番
頭
が
い
っ

て
、長

ち
ょ
う
じ
ゃ

者
に
会
わ
せ
て
く
れ
た
。

「
て
い
ね
い
げ
な
え
え
子
だ
。

お
い
た
れ
や
」
長

ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
こ
と
ば

で
、
き
ろ
松ま

つ
は
そ
の
家
で
は
た

ら
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
上
の

人
の
こ
と
を
聞
い
て
、
裏

う
ら
お
も
て

表
な

し
に
よ
く
は
た
ら
い
た
。

　

け
れ
ど
も
、「
お
ま
え
は
な
ん

ち
ゅ
う
名
前
だ
」
と
聞
か
れ
る

と
、

 

「
お
れ
の
よ
う
な
者も

の
に
名
前
は

あ
り
は
せ
ん
が
な
。
お
れ
は
、

牛
や
ら
馬
や
ら
世せ

わ話
を
す
る

駄だ
か飼

い
子ご

だ
け
え
、『
だ
か
』

と
よ
ん
で
く
だ
さ
れ
」
と
、
ⓔ 

わ
ら
っ
て
す
ま
せ
た
と
。

　

２
さ
て 

ⓕ 

き
ろ
松
は
そ
の

長ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
家
で
、「
だ
か
や
、
だ

か
や
」
と
重

ち
ょ
う
ほ
う

宝
が
ら
れ
て 

ⓖ 

暮く

ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
背せ

た
け丈

も
の
び
て
、
や
が
て
一
人
前
の

若わ
か
も
の者

に
な
っ
た
そ
う
な
。

　

あ
る
日、
長

ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
近
く
の
町

で
遷せ

ん
ぐ
う宮

が
あ
っ
た
。
遷せ

ん
ぐ
う宮

と
い

う
の
は
、
い
い
本ほ

ん
で
ん殿

が
で
き
た

と
き
に
お
宮み

や
さ
ん
の
本
体
を
お

入
れ
す
る
、
つ
ま
り
「
宮み

や
う
つ

し
」
の
お
祭ま

つ
り
の
こ
と
だ
。「
ま

た
と
な
い
遷せ

ん
ぐ
う宮

だ
。
み
ん
な
参ま

い

ろ
う
や
」
と
い
っ
て
、
長

ち
ょ
う
じ
ゃ

者
を

は
じ
め
男

お
と
こ
し
ゅ
う

衆
も
女お

な
ご
し
ゅ
う

子
衆
も
、
家

中
の
人
が
み
ん
な
き
れ
い
に
め

か
し
て
参ま

い
っ
た
。
た
だ
お
嬢

じ
ょ
うさ
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ら
そ
の
家え

に
ゃ
お
嬢
さ
ん
が

あ
っ
て
お
嬢
さ
ん
が
一し

と
り人

、
留

守
う
し
と
ら
は
っ
た
。

　

ｉ 

へ
か
ま
あ
、
ほ
ん
に
、

あ
れ
ほ
ど
な
え
え
遷せ

ん
ぐ宮

だ
遷
宮

だ
っ
て
、
み
ん
な
が
出
だ
っ
た

い
、
ほ
ん
に
、
参
っ
て
み
ゅ

う
か
い
、
と
思
う
や
な
気
に

な
っ
て
な
あ
、
だ
か

4

4

が
い
な
、

そ
い
か
ら、
湯
い
入い

っ
て
、

え
え
よ
う
に
拵
え
て
、
髪
ゅ

う
剃す

っ
て
よ
う
に
拵
え
て
、

そ
か
ら、
門
の
外
へ
出
て
、

「
衣
服
大
小
竜
の
駒
」
て
っ
て
、

そ
の
紅
の
扇
で
招
え
た
ら
、
竜

の
駒
が
、
え
っ
と
衣
服
や
大
小

や
、
負
う
て
降
っ
て
き
て
、
そ

か
ら
、
門
の
外
で
、
え
え
や
あ

に
拵
え
て
大
小
差
い
て
、
そ

が
い
し
て
竜
の
駒
へ
乗
っ
て
、

参
っ
て
、（
３
）
竜
の
駒
だ
け

え
、
街
道
通
る
に
、
ま
こ
と

に
、
い
っ
か
な
様
子
ま
見
に
っ

と
、
ち
ゃ
あ
ん
と
、
乗
っ
た
け
、

ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん

歩
く
し
し
て
、「
い
か
さ
ま
な

ん
と
こ
り
ゃ
あ
、
ど
こ
の
若
殿

さ
ん
だ
ら
あ
か
。
馬
は
な
ん

ち
ゅ
う
馬
だ
ら
あ
か
。
竜
の
駒

ち
ゅ
う
も
ん
だ
ら
あ
か
」
て
っ

て
み
ん
な
が
、
見
て
、
そ
え
か

ま
あ
、
竜
の
駒
だ
け
え
、
階

き
だ
は
し

で
も
何な

ん
で
も
上
が
る
だ
け
え
、

階
上
が
っ
て
お
宮
い
参
っ
て
、

い
っ
か
な
若わ

け
い
衆
見
っ
と
、
参

ん
が
ひ
と
り
、
る
す
番
に
の
こ
っ

て
お
っ
た
。

ⓗ 

だ
か
も
、
お
れ
の
よ
う
な
者も

の
が

参
っ
た
っ
て
し
よ
う
が
な
い
、
と

思
っ
て
の
こ
っ
て
い
た
が、
ふ
と、

ⓘ
「
ほ
ん
に
、『
遷せ

ん
ぐ
う宮

だ
、
遷せ

ん
ぐ
う宮

だ
』
い
う
て
、
み
ん
な
が
あ
れ
ほ

ど
よ
ろ
こ
ん
で
出
て
い
っ
た
が
、

お
れ
も
参ま

い
っ
て
み
よ
う
か
い
」
と

い
う
気
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
湯ゆ

に
は
い
っ
て
ふ
だ

ん
の
垢あ

か
を
す
り
落お

と
し
、
髪か

み
を

と
と
の
え
て
門
を
出
た
。
そ
し

て
紅

く
れ
な
いの

扇
お
う
ぎを

取と

り
出
し
、
空
を

あ
お
い
で
、「
さ
ず
け
て
く
だ
さ

れ
、
衣い

ふ
く服

、
大
小
、
竜

り
ゅ
うの

駒こ
ま

」

と
い
い
な
が
ら
、
扇

お
う
ぎで

天
を
招ま

ね

い
た
。
す
る
と
ま
だ
見
た
こ
と

も
な
い
り
っ
ぱ
な
馬
が
一
頭
、

雲
を
け
っ
て
お
り
て
き
た
。
背せ

中な
か

に
は
り
っ
ぱ
な
着き

も
の物

や
大
小

の
刀
を
負お

う
て
い
る
。
だ
か
は

門
の
内
で
さ
っ
と
着き

が
え
る
と

大
小
の
刀
を
腰こ

し
に
さ
し
、
ひ
ら

り
と
馬
に
と
び
乗の

っ
た
。

　

ⓙ 

そ
の
と
き
お
嬢

じ
ょ
うさ

ん
は
、

「
は
て
、
馬
の
音
が
し
た
が
、
ま

あ
だ
れ
だ
ろ
う
。
家
に
は
だ

れ
も
お
ら
ん
は
ず
だ
が
」
と
、

障し
ょ
う
じ子

を
開あ

け
て
、
だ
か
の
出
て

い
く
す
が
た
を
ち
ら
っ
と
見
た

と
。

　

３
さ
て
竜

り
ゅ
うの

駒こ
ま

は
、
街か

い
ど
う道

行
く
に
も
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
と

り
っ
ぱ
に
歩
く
。
道
を
行
く
人

た
ち
が
、「
あ
れ
、
あ
れ
、
ど

こ
の
若わ

か
と
の殿

さ
ん
だ
ろ
う
か
。
い

か
さ
ま
り
っ
ぱ
な
お
人
だ
。
あ

れ
が
竜

り
ゅ
うの

駒こ
ま

ち
ゅ
う
も
ん
だ
ろ

う
か
」
と
見
と
れ
て
い
る
中
を
、

竜り
ゅ
うの

駒こ
ま

は
お
宮み

や
の
高
い
階き

ざ
は
し段

で

も
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
と
上
が
っ
て

行
っ
た
。
き
ろ
松ま

つ
は
わ
き
見
も

し
な
い
で
お
宮み

や
を
お
が
む
と
、

ま
っ
す
ぐ
家
に
帰
っ
て
、
い
つ

も
の
だ
か
に
も
ど
っ
て
お
っ
た
。
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て
拝
ん
で
、ま
た
降
っ
て
戻
る
。

 
「
ま
あ
今
日
は
、
珍
し
い
も
ん

見
た
」
て
っ
て
、
み
ん
な
が

言
っ
て
話
い
て
、
戻
っ
て
こ
ら

れ
る
衆
が
、「
だ
か

4

4

よ
わ
い
も
、

参
ら
あ
て
っ
て
参
ら
だ
っ
た

が
、
珍め

っ
ら
し
い
物
う
、
今
日

は
見
て
き
た
と
み
い
」「
ど
が

な
も
ん
で
」「
ま
こ
と
に
『
ど

こ
の
若
殿
さ
ん
だ
ら
あ
か
』

て
っ
て
、
み
ん
な
が
見
た
が
、

若
殿
さ
ん
が
ま
こ
と
に
、『
馬

は
、
竜
の
駒
ち
ゅ
う
も
ん
だ
ら

あ
か
い
や
』
て
っ
て
、
見
て
、

と
う
と
う
、
わ
り
ゃ
ま
あ
、
ほ

ん
ん
に
だ
か

4

4

や
参
ら
あ
で
見
な

ん
だ
だ
か
」「
え
え
物
う
見
て

ご
ざ
っ
た
の
う
」
て
っ
て
、
け

え
、だ
か

4

4

は
言
っ
と
る
し
な
あ
、

け
え
、
戻
り
ゃ
戻
る
者も

ん
が
そ
が

言
う
。

　

ｊ 

そ
っ
か
ら
、
お
嬢
さ
ん

は
、
あ
あ
こ
の
地じ

げ下
に
ゃ
あ
、

　

お
祭ま

つ
り
か
ら
も
ど
っ
て
来
る

人
た
ち
は
、

 

「
ま
あ
、
今
日
は
め
ず
ら
し
い

も
ん
を
見
た
」

 

「
だ
か
よ
、
お
ま
え
も
参ま

い
り
ゃ

あ
よ
か
っ
た
の
に
」
と
口
ぐ
ち

に
い
う
そ
う
な
。

 

「
ふ
ん
、
ど
が
な
も
の
を
見
た
だ
」

 

「
ど
こ
の
若わ

か
と
の殿

さ
ん
か
知
ら
ん

け
ど
、
ま
こ
と
に
り
っ
ぱ
な
お

人
が
お
参ま

い
り
し
な
は
っ
た
」

 

「
男
で
も
ほ
れ
つ
く
よ
う
な
男

ぶ
り
だ
。
そ
れ
に
乗の

っ
と
る
馬

の
み
ご
と
な
こ
と
、
あ
れ
が
竜

り
ゅ
う

の
駒こ

ま
ち
ゅ
う
も
ん
だ
ろ
う
」

　

だ
か
は
「
そ
り
ゃ
、
え
え
も

ん
見
た
の
う
」
と
、
知
ら
ん
顔

で
あ
い
づ
ち
を
打う

っ
た
が
、
も

ど
る
者も

の
が
も
ど
る
ご
と
に
同
じ

こ
と
を
い
う
て
聞
か
せ
た
。

　

一
方、 

Ⓚ 

家
の
お
く
で
は
、

お
嬢

じ
ょ
うさ

ん
が
具ぐ

あ
い合

が
悪わ

る
く
な
っ

て
寝ね

こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
何
日

た
っ
て
も
、
ま
く
ら
か
ら
頭

が
あ
が
ら
ん
。
医い

し
ゃ者

に
見
せ

て
も
さ
っ
ぱ
り
よ
く
な
ら
ん

の
で
、
易え

き
し
ゃ者

を
よ
ん
で
み
て

も
ら
っ
た
と
こ
ろ
が
、 

（
略
）

誰
も
だ
れ
居
ら
ん
は
ず
に
、

馬
の
音
が
し
た
が
ま
あ
、
と

思
う
て
、
ち
ょ
い
っ
と
の
ぞ

い
て
見
な
は
っ
た
ら
、
ｋ 

具

合
が
悪
な
っ
て
や
、
そ
っ
か

ら
な
ん
ぼ
う
医
者
あ
か
か
っ

た
っ
て
治
り
ゃ
あ
せ
ず
、
え

え
易
者
来
て
占
っ
て
も
ら

わ
っ
た
ら
、 

（
略
）

資
料
２
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
―
大
山
北
麓
の
昔
話
』
東
伯
町
、
谷
口

は
つ
に
よ
る
「
き
ろ
松
っ
つ
あ
ん
の
話
」

資
料
３
『
子
ど
も
に
語
る
日
本
の
昔
話
①
』
稲
田
和
子
稿
本
、「
朝
日

長
者
と
夕
日
長
者
」
で
あ
る（

７
）。

　

稲
田
浩
二
・
福
田
晃
編
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
４　

大
山
北
麓
の
昔
話

（
以
下
『
叢
書
』）』
は
、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
か
ら
四
十
四
年

（
一
九
六
九
）、
大
谷
女
子
大
・
親
和
女
子
大
の
学
生
を
率
い
て
の
共
同
調

査
と
、
学
生
に
よ
る
採
話
・
基
礎
的
な
翻
字
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
資
料
３
の
再
話
は
、
資
料
２

に
あ
げ
た
稲
田
浩
二
編
『
叢
書
』
を
で
は
な
く
、
翻
字
資
料
に
近
い
原
話

原
稿
を
手
元
に
行
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
谷
口
は
つ
の
テ
ー
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プ
を
聞
き
な
が
ら
の
作
業
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
本
の
他
の
話
が
、
再
話
の
原
本
を
、
民
間
伝
承
の
会
『
昔
話
研
究
』

や
未
来
社
『
と
ん
と
昔
が
あ
っ
た
け
ど
』『
す
ね
こ
た
ん
ぱ
こ
第
一
・
二
集
』

な
ど
の
書
名
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
朝
日
長
者
と
夕
日
長

者
」
は
、
巻
末
に
「
稲
田
和
子
稿
本
」
と
あ
る
。

　

再
話
本
に
「
さ
て
」
は
、
１
２
３
の
箇
所
に
入
っ
て
い
る
。
１
２
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
そ
か
ら
」「
そ
え
か
ら
ま
あ
、
そ
が
い
し
て
」
を
、「
さ
て
」

に
か
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
③
は
、
接
続
詞
の
入
っ
て
な
い
と
こ
ろ
で
、

文
の
途
中
、
読
点
を
句
点
に
変
え
て
、
文
末
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
文
を

切
っ
て
、
段
落
を
か
え
、
そ
の
冒
頭
に
「
さ
て
」
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
さ
て
」
２
の
前
後
、『
叢
書
』
の
《「
だ
か
や
だ
か
や
っ
て
ご
せ
え
と

言
っ
て
」、
を
「
わ
ら
っ
て
す
ま
せ
た
と
。」
主
人
公
の
「
い
っ
た
」
行
為

を
意
味
づ
け
る
表
現
で
言
い
換
え
て
い
る
。《
ｅ
言
っ
て
、
ほ
ん
な
ら
言

わ
は
っ
た
け
、
ｆ
み
ん
な
が
、「
だ
か
や
だ
か
や
」
言
っ
て
使
や
あ
、
よ

う
言
う
こ
と
き
く
し
、
え
え
子
だ
さ
あ
わ
い
な
。》
を
、《
ⓕ
重
宝
が
ら
れ

て
》
と
ま
と
め
て
い
る
。
２
そ
え
か
ま
あ
、
ｇ
そ
が
い
し
て
、
そ
の
日
か

ら
、
暮
ら
い
て
、
大
け
ん
な
っ
て
、
そ
え
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
ま
あ
こ
こ
へ
》

を
、《
２
さ
て
、
ⓕ
き
ろ
松
は
》
と
、
接
続
詞
を
「
さ
て
」
に
か
え
、
主

人
公
を
明
示
し
、
前
文
の
《
ｆ
え
え
子
だ
さ
あ
わ
い
な
》
を
ま
と
め
て
こ

こ
に
入
れ
込
ん
で
、《
背
丈
も
伸
び
て
、
や
が
て
一
人
前
の
若
者
に
な
っ

た
そ
う
な
。》
と
、
こ
と
が
ら
に
つ
な
が
り
を
つ
け
て
い
る
。
時
間
的
に

順
序
だ
て
、
文
を
切
っ
て
、
段
落
が
え
を
し
て
、
次
の
段
落
の
最
初
に
は

「

あ
る
日
」
を
い
れ
て
い
る
。

　
「
さ
て
」
を
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
再
話
は
、
文
を
切
り
、
場
面
の
時
間
・

空
間
を
整
序
し
て
い
る
。「
さ
て
」
の
有
無
は
、
単
独
の
変
化
で
な
い
。

叙
述
の
整
序
と
「
さ
て
」
の
有
無
は
、
連
動
し
て
い
る
。

　

ｈ
か
ら
ｉ
の
箇
所
、
ｉ
の
直
前
、「
そ
え
か
ら
…
留
守
う
し
と
ら
は
っ

た
。」
は
、
下
野
の
翻
字
は
句
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
挿
入
部
分
で
、《
ｈ

「
留
守
う
す
る
」
っ
て
、》
は
、《
ｉ
へ
か
ま
あ
、
ほ
ん
に
…
》
に
つ
な
が

り
、
文
は
切
れ
ず
、
続
い
て
い
る
。
再
話
の
ほ
う
は 

、
挿
入
が
な
い
の

で
、
お
嬢
さ
ん
の
文
を
、
ｈ
の
前
に
出
し
て
、「
て
」
で
な
く
、「
が
」（
逆

接
）
で
つ
な
げ
、
先
ほ
ど
ま
で
行
か
な
い
と
言
っ
て
い
た
き
ろ
松
が
行
く

気
に
変
わ
っ
た
状
況
を
、「
ふ
と
」
と
い
う
副
詞
で
文
脈
を
整
理
し
て
い

る
。

　

ｊ
も
、
だ
か
の
参
拝
と
お
嬢
さ
ん
が
だ
か
を
見
か
け
る
時
間
が
前
後

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、『
叢
書
』
は
そ
の
ま
ま
だ
が
、『
再
話
』
は
、
ｊ
を

3
さ
て
の
ま
え
に
出
し
て
、
一
貫
し
た
時
間
の
整
合
性
を
つ
け
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
か
え
っ
て
ｊ
か
ら
ｋ
へ
お
嬢
さ
ん
が
だ
か
を
見
初
め
て
具
合

が
悪
く
な
っ
た
話
の
運
び
が
見
え
な
く
な
り
、
そ
こ
に
接
続
詞
「
一
方
、」

を
入
れ
る
必
要
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

　

時
間
が
、
整
序
さ
れ
た
叙
述
の
な
か
で
、
場
面
の
描
き
方
に
も
変
化
が

見
ら
れ
る
。
登
場
人
物
の
行
為
が
、
話
の
枠
外
の
視
点
で
整
理
さ
れ
て

い
る
。「
さ
て
」
１
の
少
し
前
、
亡
母
と
の
対
面
の
場
面
で
、
再
話
本
は
、

傍
線
部
ａ
亡
母
の
出
現
を
《
ⓐ
白
い
着
物
を
着
た
者
が
ば
ろ
ん
と
出
て

き
て
（
以
下
傍
線
引
用
者
）」
と
「
着
た
者
」
と
し
て
い
る
。『
叢
書
』
は

《
ａ
白
い
き
も
ん
着
て
で
て
》
で
あ
る
。
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《
ⓑ
「
わ
し
は
お
ま
え
の
母
だ
わ
い
や
。」》
と
、『
叢
書
』
に
な
か
っ
た
こ

と
わ
り
を
再
話
は
入
れ
て
い
る
。

《
ｃ
あ
あ
母
親
だ
っ
た
わ
い
》
が
《
ⓒ
「
あ
あ
、
母
に
会
え
た
か
」》
に
。

《
ｄ
居
っ
た
ら
》
が
、《
ⓓ
白
い
着
物
姿
は
ぽ
っ
か
り
消
え
て
あ
た
り
は
霧

が
晴
れ
る
よ
う
に
晴
れ
や
か
に
な
り
、》
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　

反
対
に
『
叢
書
』
の
ほ
う
の
語
り
手
に
着
目
す
る
と
、『
叢
書
』
の
語

り
手
は
、「
白
い
着
物
を
着
た
者
」
と
い
わ
ず
、《
ａ
白
い
き
も
ん
着
て
で

て
》
と
言
う
。『
再
話
』
が
前
も
っ
て
《
ⓑ
「
わ
し
は
お
ま
え
の
母
だ
わ

い
や
。」
と
こ
と
わ
り
を
入
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
わ
り
な

し
に
、
い
き
な
り
《
ｃ
母
親
だ
っ
た
わ
い
》
と
主
人
公
が
言
う
。『
叢
書
』

の
語
り
手
は
、
亡
母
の
出
現
を
奇
異
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
話
を

語
っ
て
お
ら
ず
、
出
来
事
を
語
る
目
線
は
「
き
ろ
松
」
が
母
を
見
る
目
線

と
変
わ
る
所
が
な
い
。
語
り
手
は
、
登
場
人
物
と
出
来
事
に
対
し
て
話
を

設
定

4

4

し
て
語4

り
お
こ
し
て
い
る
の
で
な
い
。
立
ち
位
置
は
、
話
の
外
に
な

い
。

　
「
き
ろ
松
っ
つ
ぁ
ん
の
話
」
が
終
始
話
の
内
側
で
語
ら
れ
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
語
り
は
じ
め
の
《
昔
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
な
あ
、
朝
日
長
者
と

い
う
、
大
け
な
長
者
が
あ
っ
た
さ
あ
な
わ
い
。》
以
来
、
語
り
手
は
登
場

人
物
や
出
来
事
を
対
象
化
し
て
語
り
進
め
て
も
き
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
こ
で
、
登
場
人
物
が
見
て
い
る
対
象
を
語
り
手
自
身
も
見
た
と

い
う
語
り
方
を
さ
せ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
自
身
に
き
ろ
松
の
「
母
」
を

「
見
た
」
と
い
う
実
感

4

4

を
伴
な
っ
た
記
憶
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
そ
う
な
」

と
伝
聞
で
あ
る
か
ら
、
聞
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
の
認
識
も
あ
る
は

ず
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
語
り
手
谷
口
は
つ
に
あ
る
「
見
た
」
記
憶
の

実
感

4

4

で
あ
る
。
場
面
を
見
た
の
で
な
く
、
場
面
の
な
か
で
き
ろ
松
の
「
母
」

を
き
ろ
松
と
同
じ
目
線
で
は
つ
は
「
見
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
実
感
が
、

谷
口
も
含
め
て
「
伝
承
の
語
り
手
」
と
括
ら
れ
る
人
々
に
あ
る
一
定
の
感

覚
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

８
）。

　

こ
の
感
覚
は
、“
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
見
た
こ
と
だ
”
と
な
り
、
矛
盾

す
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
話
を
外
側
か
ら
整
序
す
る
観
点
を
持
た
な

い
叙
述
の
上
で
、
話
の
内
側
を
行
く
語
る
人
・
聞
く
人
に
と
っ
て
矛
盾
は

必
ず
し
も
認
識
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。《
着
た
者
》
と
言
わ
ず
《
着
て
で
て
》

と
述
べ
る
語
り
手
に
出
来
事
を
振
り
返
り
、
話
を
仕
切
り
直
す
観
点
は
な

い
。
次
々
目
の
前
に
現
れ
る
景
色
を
、
ひ
た
す
ら
言
葉
に
し
続
け
る
。
叙

述
の
仕
方
が
異
な
る
再
話
に
な
る
と
、
そ
の
記
憶
の
実
感
は
消
え
て
な
い
。

５
、「
さ
て
」
に
つ
い
て

　
「
さ
て
」
に
話
を
戻
す
と
、『
お
は
な
し
の
ろ
う
そ
く
』
の
ほ
か
、
瀬
田

貞
二
『
日
本
の
む
か
し
ば
な
し
』・
松
谷
み
よ
子
『
松
谷
み
よ
子
の
む
か
し

む
か
し
』・
お
ざ
わ
と
し
お
『
日
本
の
昔
話
』
な
ど
、
多
く
の
読
者
を
も
つ

昔
話
読
み
物
の
大
半
に
「
さ
て
」
は
あ
る（

９
）。

　

昔
話
の
研
究
・
調
査
が
広
範
囲
に
進
め
ら
れ
た
昭
和
四
十
年
代
以
降
、

昔
話
の
童
話
・
再
話
も
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
は
異
な
る
様
相
を
呈

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
研
究
や
資
料
を
踏
ま
え
た
書
き

換
え
が
な
さ
れ
、
話
し
柄
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
登
場
人
物
の
行
動
契
機
な
ど
、
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な
か
っ
た
話
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
、
四
十
年
代
以
降

の
昔
話
童
話
・
再
話
は
、
そ
れ
ま
で
の
坪
田
譲
治
や
木
下
順
二
ら
の
そ
れ

と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
あ
げ
た
再
話
本
は
、
聞
き
書
き

か
ら
起
こ
し
た
再
話
で
あ
る
。
文
字
化
を
経
て
は
い
る
が
、「
語
り
に
即

し
た
翻
字
を
企
図
し
た
」『
叢
書
』
が
記
し
た
谷
口
は
つ
の
語
り
と
再
話

を
含
め
た
現
代
の
語
り
の
叙
述
の
相
異
は
、
再
話
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
再
話
者
と
い
う
個
人
や
現
代
の
語
り
の
あ
り
方
等
を
越
え
た
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
「
さ
て
」
を
使
わ
な
い
明
治
十
年
生
ま
れ
の
谷
口
は
つ
の
語
り
か
ら
、

「
さ
て
」
を
つ
か
う
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）『
子
ど
も
の
た
め
の
昔
話
』

へ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
さ
て
」
を
多
用
す
る
現
代
の
昔
話
の
語
り
ま
で
、

昔
話
の
叙
述
変
化
の
背
景
に
は
、
昔
話
も
ま
た
、
話
し
言
葉
・
書
き
言
葉

を
相
互
に
越
境
し
て
変
化
し
た
近
代
日
本
語
の
叙
述
の
交
代
と
い
う
流
れ

の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
終
止
符
の
な
い
未
整
序

の
叙
述
形
式
で
い
ま
だ
語
ら
れ
て
い
た
昔
話
が
、
こ
の
時
期
お
よ
そ
昭
和

四
十
年
代
前
後
、
新
し
い
叙
述
形
式
に
取
り
込
ま
れ
て
語
り
口
を
変
え
て

き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
再
話
や
童
話
が
よ
り
昔
話
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
一
方
で
、
昔
話
は
質
的
変
化
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
節
目
の
時
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

区
切
れ
が
明
確
な
、
文
末
の
多
い
、
整
序
さ
れ
た
再
話
の
叙
述
で
な
け

れ
ば
、「
さ
て
」
は
使
わ
れ
な
い
。「
さ
て
」
に
起
因
し
て
、
昔
話
の
文
体

に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
で
な
い
が
、
昔
話
の
叙
述
変
化
が
、
そ
れ

ま
で
に
も
講
話
や
童
話
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
た
「
さ
て
」
を
、
昔
話
の
再

話
に
使
用
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

６
、
近
代
の
欧
文
体
・
現
代
の
昔
話

　

明
治
の
昔
話
読
み
物
に
「
さ
て
」
は
少
な
く
な
い
が
、
巌
谷
小
波
の

『
日
本
昔
噺
』
叢
書
は
こ
と
さ
ら
に
多
い
。『
家
庭
お
伽
話
』
は
、
各
篇
西

洋
と
日
本
も
の
を
二
話
ず
つ
掲
げ
、
例
え
ば
第
十
九
篇
で
は
吉
岡
向
陽
が

「
青
髭
」・
高
野
斑
山
（
辰
之
）
が
「
鵜
取
兵
衛
」
と
分
担
す
る
な
か
、
毎

回
で
は
な
い
が
、
と
も
に
一
話
に
つ
き
数
回
の
「
さ
て
」
を
使
っ
て
い
る

）
（（
（

。

佐
々
木
喜
善
の
『
江
刺
郡
昔
話
』『
東
奥
異
聞
』『
和
賀
郡
昔
話
』『
聴
耳

草
紙
』
も
同
様
で
あ
る
。
明
治
期
刊
行
の
講
話
・
読
み
物
の
悉
く
が
「
さ

て
」
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
馬
渕
冷
佑
（
文
章
作
成
）・
森
林

太
郎
（
推
敲
）
の
『
日
本
お
伽
集
』、
馬
渕
冷
佑
・
水
田
光
の
『
お
伽
文

学
』
は
、
さ
て
を
使
っ
て
い
な
い
。
大
正
期
に
入
っ
て
、
大
塚
講
話
会
の

テ
キ
ス
ト
『
実
演
お
話
集
』
や
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
に
も
、
見
た
限
り
「
さ

て
」
の
例
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面
ご
と
に
番
号

を
ふ
る
な
ど
、「
さ
て
」
に
替
わ
る
文
章
整
理
の
手
段
は
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　
「
さ
て
」
は
、
明
治
以
前
に
も
、
美
辞
麗
句
が
文
脈
を
つ
な
ぐ
江
戸
の

人
情
本
・
浮
世
草
子
・
仮
名
草
子
、
そ
し
て
室
町
物
語
草
子
に
も
あ
っ
た

こ
と
ば
で
あ
る

）
（（
（

。
明
治
政
府
が
実
用
重
視
の
文
章
教
育
を
提
唱
す
る
な
か
、

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
林
多
一
郎
・
中
島
操
の
『
小
学
作
文
方
法
』
は
、

実
用
を
重
ん
じ
、
江
戸
の
戯
作
風
の
美
辞
麗
句
を
廃
し
て
、
欧
文
体
の
文
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字
の
用
法
・
文
体
を
謳
い
な
が
ら
、
模
範
文
例
は
、
江
戸
以
来
の
実
用
的

文
章
で
、
そ
こ
に
も
「
さ
て
」
は
あ
る

）
（（
（

。
接
続
詞
「
さ
て
」
は
、
文
章
整

序
を
示
す
に
易
い
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

昭
和
四
十
年
代
は
こ
れ
よ
り
百
年
後
に
な
る
が
、
再
話
は
、
室
町
・
江

戸
の
草
子
も
の
や
巌
谷
小
波
ら
の
講
話
・
読
み
物
に
あ
っ
た
「
さ
て
」
を

使
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
明
治
政
府
が
提
唱
し
よ
う
と
し
た
文
体
の
整
序

を
体
現
し
た
。
一
方
、
未
整
序
の
文
体
は
、
こ
う
し
た
巌
谷
小
波
の
講
話

と
も
明
治
政
府
の
実
用
重
視
の
文
章
教
育
に
も
紛
れ
ず
、
伝
承
者
の
語
る

昔
話
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
、四
十
年
代
の
時
期
ま
で
と
ど
め
ら
れ

た
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
四
〇
）
岩
倉
市
郎
は
、
シ
マ
の
こ
と
ば
「kya

」

を
標
準
語
訳
し
な
が
ら
も
『
お
き
の
え
ら
ぶ
昔
話
』
に
整
序
さ
れ
な
い
叙

述
で
昔
話
を
記
録
し
た
。
昭
和
四
十
年
代
は
、
そ
の
整
序
さ
れ
な
い
叙
述

が
い
ま
だ
残
っ
て
も
お
り
、
消
え
始
め
も
し
た
時
代
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

接
続
詞
「
さ
て
」
の
有
無
は
、「
伝
承
の
語
り
」
か
否
か
を
二
分
す
る

も
の
さ
し
で
な
い
。「
さ
て
」
は
、
語
り
手
が
叙
述
に
あ
る
整
序
を
加
え

て
い
る
こ
と
を
示
す
目
印
の
一
つ
で
あ
る
。

　

資
料
５ 

に
掲
げ
た
『
小
学
国
語
読
本　

尋
常
科
用
巻
一
』
の
「
シ
タ

キ
リ
ス
ズ
メ
」
に
は
、「
さ
て
」
も
「
さ
て
」
以
外
の
接
続
詞
も
な
い
。

説
明
・
断
わ
り
・
理
由
付
け
・
内
心
の
説
明
も
な
い
が
、『
種
子
島
』
の

「
雀
の
恩
返
し
」（
資
料
６
）
の
語
り
口
は
跡
形
も
な
い
。

　

伝
聞
・
区
切
れ
の
な
い
叙
述
・
主
語
の
不
提
示
が
、
伝
承
の
語
り
の
叙

述
の
特
徴
で
あ
る
と
、〈
２
、「
さ
て
」
の
な
い
語
り
・『
昔
話
研
究
資
料

叢
書
』
の
記
録
〉
で
述
べ
た
。
資
料
６
の
伝
承
の
語
り
に
あ
る
三
つ
の
特

徴
が
、
資
料
５
の
教
科
書
の
昔
話
に
は
な
い
。　

資
料
５

（
略
）
シ
タ
キ
リ
ス
ズ
メ
、
オ
ヤ
ド　

ハ　

ド
コ　

ダ
①
。
シ
タ
キ

リ
ス
ズ
メ
、
オ
ヤ
ド　

ハ　

ド
コ　

ダ
②
。「
オ
ジ
イ
サ
ン
、
ヨ
ク

　

キ
テ　

ク
ダ
サ
イ
マ
シ
タ
。」「
サ
ア
、
オ
ア
ガ
リ　

ク
ダ
サ
イ
。」

ス
ズ
メ
　
ハ
、
オ
ホ
ヨ
ロ
コ
ビ　

デ
、
オ
ジ
イ
サ
ン　

ヲ　

オ
ザ
シ
キ

ヘ　

ト
ホ
シ
マ
シ
タ
③
。
ス
ズ
メ
　
ガ
、
オ
ジ
イ
サ
ン　

ニ
、　

イ
ロ

イ
ロ　

ゴ
チ
ソ
ウ
ヲ　

シ
マ
シ
タ
④
。
オ
ホ
ゼ
イ　

デ
、
ニ
ギ
ヤ
カ　

ニ　

オ
ド
リ
マ
シ
タ
⑤
。
オ
ミ
ヤ
ゲ　

ニ　

ツ
ヅ
ラ　

ヲ　

ア
ゲ
マ
シ

タ
⑥
。
オ
ジ
イ
サ
ン
　
ハ
、
タ
イ
ソ
ウ　

ヨ
ロ
コ
ビ
マ
シ
タ
⑦
。「
サ

ヤ
ウ
ナ
ラ
。」「
サ
ヤ
ウ
ナ
ラ
、
ゴ
キ
ゲ
ン　

ヨ
ウ
。
マ
タ　

オ
イ
デ　

ク
ダ
サ
イ
。）

（（
（

」

資
料
６

（
略
）
そ
し
て
、
そ
い
か
ら
尋
ね
て
行
く
事
で
し
た
が
、「
雀
よ
、
雀
」

ち
ゅ
う
て
、
何
っ
時
も
、
声
を
掛
け
通
し
し
て
、
遠
か
所
ま
で
尋
ね
て

行
た
て
、
や
っ
と
で
尋
ね
着
い
て
な
あ
①
。
そ
い
か
ら
、
一
生
懸
命

そ
れ
、
雀
に
可
愛
が
ら
れ
て
、
爺
さ
ん
は
、
そ
し
て
も
う
、「
暇
を
せ

ん
ば
じ
ゃ
」
と
言
う
て
②
。「
爺
さ
ん
、
ど
う
し
て
も
、
来
年
の
春
は

な
あ
。
ま
た
遊
び
に
来
て
呉
れ
ぇ
」
ち
ゅ
う
て
③
。「
必
ず
来
る
か
ら
」

と
言
う
て
④

）
（（
（

。

　

現
代
の
昔
話
の
担
い
手
が
受
け
た
昭
和
初
期
の
学
校
教
育
は
、
こ
の
よ

主　
　

語

主　
　
　

語

主　
　

語
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う
な
教
科
書
文
の
昔
話
を
昔
話
と
教
え
、
人
々
は
、
こ
れ
を
暗
誦
し
て

育
っ
た
。
伝
承
の
語
り
が
、
伝
承
さ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
「
家
庭
」

で
は
、
翻
訳
も
の
の
昔
話
集
や
童
話
昔
話
が
読
ま
れ
て
き
た
。
学
校
言
語
・

翻
訳
言
語
の
浸
透
が
、
区
切
れ
の
な
い
未
整
序
の
文
体
を
、
書
か
れ
た
昔

話
だ
け
で
な
く
、
語
る
昔
話
か
ら
も
遠
ざ
け
つ
つ
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。

　

叙
述
交
替
以
前
の
未
整
序
の
終
止
符
の
な
い
語
り
に
お
い
て
、
例
え

ば
『
種
子
島
』
の
「
大
蛇
と
千
本
針
」
で
は
、「
死
ん
じ
ぇ
、
浮
い
ち
ぇ

来
た
」
大
蛇
の
姿
は
、
語
り
手
・
聞
き
手
共
に
確
か
に
そ
れ
を
見
、
そ

の
出
来
事
を
体
験
し
た
記
憶
が
密
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
、
担
い
手
と
担
わ
れ
る
場
の
交
替
を
う
け
て
叙
述
が
整
序
さ
れ
る

と
共
に
、
現
代
の
昔
話
は
、
語
り
手
・
聞
き
手
双
方
に
と
っ
て
体
験
の

記
憶
を
伴
わ
な
い
間
遠
な
も
の
に
質
を
か
え
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

注（
１
） 

藤
田
浩
子
『
か
た
れ　

や
ま
ん
ば　

第
一
～
五
集
』（
一
九
九
六
～

二
〇
〇
三　

藤
田
浩
子
の
語
り
を
聞
く
会
）
な
ど
、
語
る
人
の
た

め
の
テ
キ
ス
ト
や
語
る
現
場
で
「
さ
て
」
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

「
さ
て
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
昔
話
の
叙
述
―
『
さ
て
』」
の
あ

る
叙
述
・
な
い
叙
述
」（
小
澤
俊
夫
喜
寿
記
念
論
文
集
『
昔
話
研
究

の
諸
相
』
二
〇
〇
七
）
に
述
べ
た
。

（
２
） 

稲
田
浩
二
・
福
田
晃
『
大
山
北
麓
の
昔
話
』
一
九
七
〇
ソ

 

下
野
敏
見
『
種
子
島
の
昔
話
Ⅰ
』
一
九
八
〇

 

小
堀
修
一
『
那
珂
川
流
域
の
昔
話
』
一
九
七
五
ソ

 

丸
山
久
子
『
陸
奥
二
戸
の
昔
話
』
一
九
七
五
ソ　

 

武
田
正
『
飯
豊
山
麓
の
昔
話
』
一
九
七
三
ソ

 

以
上
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
』
ソ
ソ
ノ
シ
ー
ト
付　

三
弥
井
書
店

（
３
） 

佐
々
木
徳
夫
『
み
ち
の
く
昔
話
集
一
・
二
集
』
一
九
九
四
・
一
九
九
五

　

日
立
市
科
学
文
化
情
報
財
団

（
４
） 

下
野
敏
見
「
大
蛇
と
千
本
針
」『
種
子
島
の
昔
話
Ⅰ
』
一
九
八
〇　

（
５
） 「
も
ん
に
い
針
千
本
」（
下
野
敏
見
編
『
日
本
の
民
話
三
十
三　

種

子
島
の
民
話
第
一
集
』
一
九
六
二
未
来
社
）
で
、「
父
親
は
さ
っ
そ

く
町
へ
出
て
針
を
千
本
買
い
、
娘
に
そ
れ
を
持
た
せ
て
田
に
つ
れ

て
行
き
ま
し
た
。
蛇
は
、
き
の
う
い
た
と
こ
ろ
に
と
ぐ
ろ
を
ま
い

て
待
っ
て
い
ま
し
た
。
父
親
は
、「
今
つ
れ
て
来
と
う
」
と
娘
を
前

に
お
し
や
っ
て
お
い
て
、
も
ど
っ
て
行
き
ま
し
た
。」
と
あ
る
。

（
６
） 「kya

」
に
つ
い
て
も
前
掲
論
文
に
記
し
た
。

（
７
） 

資
料
２
は
、（
注
２
）
に
掲
げ
た
『
大
山
北
麓
の
昔
話
』、
資
料
３

は
、
稲
田
和
子
・
筒
井
悦
子
『
子
ど
も
に
語
る
日
本
の
昔
話
』

一
九
九
五　

こ
ぐ
ま
社
所
収
の
も
の
で
あ
る
。「
朝
日
長
者
と
夕

日
長
者
」
は
、
こ
れ
よ
り
前
、
稲
田
浩
二
・
稲
田
和
子
『
日
本
昔

話
百
選
』（
一
九
七
一　

三
省
堂
）
に
再
話
さ
れ
て
お
り
、「
さ
て
」

を
含
め
て
数
箇
所
異
な
る
。

（
８
） 

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
第
三
十
二
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
発

表
時
の
前
半
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
大
会
シ
ン
ポ
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ジ
ウ
ム
で
、
齊
藤
純
氏
の
発
言
に
、
小
澤
俊
夫
氏
の
「
昔
話
の
原

風
景
」
と
い
う
こ
と
ば
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。「
原
風
景
」
と
は
こ

の
「
記
憶
」
に
見
え
る
風
景
だ
ろ
う
か
。

（
９
） 
東
京
子
ど
も
図
書
館
「
お
は
な
し
の
ろ
う
そ
く
」
全
二
十
五
冊
『
雨

の
ち
晴
』・
瀬
田
貞
二
『
日
本
の
む
か
し
ば
な
し
』
一
九
九
八　

の

ら
書
房
・
お
ざ
わ
と
し
お
『
日
本
の
昔
話
』
一
九
九
五　

福
音
館
・

『
松
谷
み
よ
子
の
む
か
し
む
か
し
』
一
九
七
三　

講
談
社

（
10
） 

巌
谷
小
波
（
上
田
信
道
校
訂
）『
日
本
昔
噺
』
二
〇
〇
一　

平
凡
社
・

吉
岡
向
陽
・
高
野
斑
山
『
家
庭
お
伽
話
』
一
九
〇
七　

春
陽
堂

（
11
） 

仮
名
草
子
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
十
四
』
一
九
九
一　

岩
波

書
店
・
浮
世
草
子
『
同
七
十
八
』・
室
町
物
語
草
子
集
『
日
本
古
典

文
学
全
集
六
十
三
』
小
学
館

（
12
） 

出
仕
を
賀
す
る
文

 

冷
気
相
募
候
処
賢
兄
益
御
勉
励
奉
粛
賀
候
次
に
賎
鯫
無
異
消
光
候

条
御
降
神
被
下
度
候
箸
偖
尊
契
去
月
中
某
県
之
徴
に
応
じ
何
官
拝

命
被
成
候
趣
何
賀
歟
過
之
是
多
年
御
研
究
之
功
を
奏
す
る
所
な
り

随
分
為
国
家
御
尽
力
可
被
候
右
は
祝
辞
申
陳
度
恐
々
不
尽

 

　

十
一
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

某
拝

 

　
　
　

某
尊
契

 

　
　
　
　
　
　

文
案
下

 

（
林
多
一
郎
・
中
島
操
『
改
正
小
学
作
文
方
法
』
明
治
十
年
）

 

斉
藤
利
彦
校
注
『
教
科
書
・
啓
蒙
文
集　

新
日
本
古
典
文
学

大
系　

明
治
編
十
一
』
二
〇
〇
六　

岩
波
書
店
よ
り
引
用

（
13
） 『
文
部
省　

小
学
国
語
読
本　

尋
常
科
用
巻
一
』
一
九
三
二　

大
阪

書
籍

（
14
） 

前
掲　

下
野
敏
見
『
種
子
島
の
昔
話
Ⅰ
』

（
こ
ば
や
し
・
み
さ
こ
／
昔
話
研
究
土
曜
会
）


