
「
民
話
」
と
「
昔
話
」
「
伝
説
」
に
つ
い
て

小

沢

さ

と

し

　
民
話
、
伝
説
、
昔
話
、
説
話
、
民
潭
、
口
碑
、
お
伽
話
、
童
話
な
ど
と
い
っ
た
、
童
心
的
な
内
容
を
持
っ
た
物
語
を
表
す
言
葉
は
た
く

さ
ん
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
、
民
話
・
昔
話
・
伝
説
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
我
々
は
あ
ま
り
考
え
る
こ
と
も
な
く
気
が

向
く
ま
ま
に
使
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
読
書
離
れ
、
活
字
離
れ
の
昨
今
、
息
を
吹
き
返
し
つ
つ
あ
る
「
民
話
」
や
「
昔
話
」
「
伝
説
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
質
を
し
っ
か
り
理
解
し
き
れ
な
い
ま
ま
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
曖
昧
に
や
り
過
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
最
近
は
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
小
説
、
児
童
小
説
を
問
わ
ず
、
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
中
か
ら
滲
み
出
て
く
る
感
動
を
描
い
た
よ
う
な
作

品
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
乗
っ
た
視
聴
率
や
売
り
上
げ
だ
け
が
目
当
て
で
興
味
本
位
の
奇
妙
な
作
品
ば
か
り
が

目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
の
置
き
土
産
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
飽
き
た
ら
な
い
人
た
ち
は
、
今
な
お
、

い
つ
の
時
代
に
も
不
変
的
な
価
値
を
持
ち
続
け
、
人
気
の
衰
え
な
い
「
民
話
集
」
や
「
伝
説
集
」
「
昔
話
集
」
な
ど
に
そ
の
避
難
場
所
を
求

め
て
い
る
。
民
話
、
昔
話
関
連
の
出
版
も
盛
ん
に
な
り
、
活
字
離
れ
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
静
か
な
ブ
ー
ム
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
。

家
庭
で
、
保
育
園
で
、
学
校
で
、
施
設
で
の
“
読
み
聞
か
せ
”
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
、
か
な
り
の
人
気
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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い
つ
の
時
代
に
も
多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
、
民
話
・
昔
話
・
伝
説
に
つ
い
て
、
そ
の
各
々
の
本
論
に
入
る
前
の
「
自
己
紹
介
」

内
に
絞
っ
て
、
論
文
と
い
う
よ
り
一
編
の
物
語
の
つ
も
り
で
、
各
々
の
姿
を
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
眺
め
な
が
ら
検
証
し
て
み
た
い
。

的
な
案

○
民
話
と
昔
話
・
伝
説
・
世
間
話
の
関
係
に
つ
い
て

　
「
民
話
」
と
い
う
言
葉
は
昭
和
二
十
年
代
に
な
っ
て
、
急
に
勢
い
を
増
し
た
言
葉
の
よ
う
で
、
木
下
順
二
氏
が
昔
話
の
『
鶴
女
房
』
を

再
話
、
脚
色
し
て
民
話
『
夕
鶴
』
と
し
て
世
に
出
し
た
（
昭
和
二
十
四
年
）
あ
た
り
が
き
っ
か
け
の
よ
う
で
あ
る
。
　
”
民
話
と
い
う
言
葉

は
、
民
衆
の
間
に
広
が
っ
た
諸
話
”
と
い
う
意
味
が
一
目
瞭
然
に
読
み
と
れ
る
よ
う
な
、
実
に
素
晴
ら
し
い
呼
び
名
で
あ
る
と
は
思
う
。

　
民
話
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
関
敬
吾
氏
は
、
　
『
笑
話
と
昔
話
』
　
（
岩
崎
美
術
社
・
昭
和
四
十
一
年
）
で
、
　
”
民
話
と
い
う
言
葉
は
、
ひ

と
つ
の
流
行
語
と
な
り
、
昔
話
よ
り
は
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
、
い
ま
や
概
念
が
曖
昧
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
”
と
指
摘
し
て
い
る
。
民
話

『
夕
鶴
』
か
ら
二
十
年
近
く
経
っ
て
も
、
ま
だ
民
話
と
い
う
流
行
語
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
昭
和
四
十
年
代
に

な
っ
て
も
ま
だ
、
民
話
と
い
う
言
葉
は
完
全
に
は
肯
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
民
話
と
は
民
衆
の
間
に
広
が
っ

た
話
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
無
限
大
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
広
い
意
味
を
持
っ
た
言
葉
で
、
厄
介
な
言
葉
で
も
あ
る
。
詳
し
く
と
ら

え
よ
う
と
し
て
も
、
言
葉
の
及
ぼ
す
世
界
が
漠
然
と
し
て
い
て
、
そ
の
使
用
を
迷
わ
せ
る
。
民
間
で
語
ら
れ
た
話
（
物
語
）
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
ご
く
近
い
時
季
を
も
含
め
、
す
べ
て
の
話
が
こ
の
言
葉
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
迷
路
に
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
い
そ

う
で
あ
る
。
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早
川
孝
太
郎
氏
は
民
話
を
単
な
る
話
で
は
な
く
「
民
話
文
学
」
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
踏
み
こ
ん
で
み
た
い
。
ま
ず
民
話
は

「
民
間
に
伝
わ
る
物
語
」
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
ゆ
き
た
い
。
民
話
の
「
話
」
と
い
う
言
葉
を
「
物
語
」
の
意
と
す
る
、
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
を
、
確
認
し
て
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
研
究
者
に
と
っ
て
は
歯
が
ゆ
い
こ
と
と
は
思
う
が
民
話
と
は
民
衆
の
間
に
伝
え
ら
れ
た
単
な
る
話
や
伝
言
で
は
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
物

語
で
、
し
か
も
そ
の
物
語
は
「
昔
の
田
舎
話
（
物
語
）
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
か
ら
始
め
た
い
。
民
話
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
こ
の

肝
心
な
「
昔
」
、
「
田
舎
」
、
「
物
語
」
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
＊
民
衆
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
昔
の
田
舎
話
（
物
語
）
1
1
昔
話
‖
民
話
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
民
話
と
い
う
も
の
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
く
る
と
思
う
。

　
最
近
で
は
一
般
に
、
民
話
は
昔
話
と
伝
説
と
世
間
話
か
ら
成
っ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
民
話
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
世
間
話
。

し
か
し
（
2
）
昔
の
田
舎
話
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
民
話
（
世
間
話
）
、

と
す
る
形
も
有
力
で
あ
る
。
私
は
（
2
）
の
形
の
方
が
矛
盾
も
な
く
実
情
に
あ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
書
物
や
テ

レ
ビ
な
ど
で
は
、
「
日
本
の
民
話
」
と
か
「
こ
ど
も
の
た
め
の
民
話
集
」
と
い
う
よ
う
に
「
昔
の
田
舎
話
」
を
代
表
す
る
言
葉
と
し
て
民
話

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
こ
の
場
合
は
「
昔
の
田
舎
話
」
を
表
す
、
昔
話
・
伝
説
・
民
話
の
中
か
ら
「
昔
」
と
い
う
も

の
を
あ
ま
り
意
識
さ
せ
な
い
無
難
な
名
称
と
思
え
る
民
話
と
い
う
語
が
選
ば
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
今
で
は
「
民
話
」
と
い
う
名
称
そ
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の
も
の
が
決
し
て
近
代
的
で
は
な
い
素
朴
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
“
や
ぼ
っ
た
い
”
感
じ
の
田
舎
の
昔
話
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し

て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
民
話
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
本
来
の
「
昔
話
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

も
一
向
に
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
話
と
い
う
言
葉
を
使
う
に
し
て
も
、
ま
ず
、
同
義
語
同
士
の
民
話
と
世
間
話
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
詳
し
い
検
証
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
で
は
、
伝
説
は
内
容
に
よ
っ
て
、
民
話
の
一
部
と
い
う
感
じ
の
話
も
あ
り
、
ま
た
昔
話
の
一
部
と
い
う
感
じ
を
持
つ
話
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
し
っ
か
り
独
立
は
し
て
い
る
も
の
の
、
昔
の
田
舎
話
を
代
表
す
る
名
称
と
し
て
は
少
し
弱
い
感
じ
は
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
で

「
昔
の
田
舎
話
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
「
民
話
」
か
「
昔
話
」
と
す
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
盛
ん
に
使
わ
れ
始
め
た
「
民
話
」
と
い
う
言
葉
よ
り
、
「
昔
話
」
と
い
う
言
葉
は
、
は
る
か
に
古
い
歴
史

と
実
績
を
持
っ
て
、
み
ん
な
に
親
し
ま
れ
て
き
た
重
い
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
昔
話
と
な
る
と
「
ど
こ
ま
で
が
昔
か
」
と
い
う
物
理
的

な
問
題
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
、
な
ん
と
か
そ
の
「
昔
」
と
い
う
文
字
を
ぼ
か
し
た
呼
び
名
を
と
模
索
し
た
結
果

「
民
話
」
と
い
う
、
な
ん
と
な
く
無
難
な
言
葉
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
昔
々
の
物
語
を
表
現
す
る
の
に
、

「
昔
」
と
い
う
文
字
を
抹
消
し
て
し
ま
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
も
思
う
。
た
と
え
新
し
く
看
板
を
か
け
替
え
て
み
て
も
、
民
話
も
昔
話

も
そ
し
て
伝
説
も
、
結
局
、
行
き
つ
く
先
は
「
昔
の
田
舎
話
」
と
い
う
萱
葺
き
屋
根
の
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
昔
話
や
伝
説
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
姿
が
割
合
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
民
話
と
い
う
言
葉
は
ス
マ
ー
ト
な
感
じ
は
す
る
が

「
昔
の
話
」
と
い
う
意
味
合
い
が
ぼ
や
け
て
い
る
。
そ
の
民
話
と
い
う
言
葉
よ
り
さ
ら
に
後
に
出
て
き
た
「
世
間
話
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
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「
昔
の
話
」
と
い
う
感
じ
は
ま
っ
た
く
窺
え
な
い
。
物
語
性
の
な
い
た
だ
の
噂
話
の
よ
う
な
感
じ
し
か
受
け
な
い
。
世
間
話
の
意
味
と
し
て

は
「
最
初
に
何
ら
か
の
意
思
を
持
っ
て
語
ら
れ
た
ま
た
は
創
作
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
然
発
生
的
な
話
の
こ
と
」
で
あ
る
。
い
わ
ば

「
話
し
捨
て
」
、
「
聞
き
捨
て
」
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
そ
ん
な
世
間
話
が
即
、
民
話
や
昔
話
の
要
因
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
当
然
持

っ
て
し
ま
う
。
単
純
な
世
間
話
や
噂
話
が
伝
承
を
重
ね
る
う
ち
に
内
容
に
作
為
が
加
わ
っ
て
変
形
し
て
、
そ
れ
が
「
世
間
話
風
物
語
」
に

な
っ
た
と
い
う
の
な
ら
納
得
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
…
。

　
「
民
話
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
柳
田
国
男
氏
は
、
か
な
り
古
い
資
料
だ
が
、
自
著
『
随
筆
民
話
』
　
（
昭
和
十
八
年
）
の
序
で
“
民
話

と
い
う
言
葉
は
、
気
の
利
い
た
名
だ
と
私
も
思
っ
て
い
る
。
（
と
し
た
上
で
）
た
だ
自
分
た
ち
の
仲
間
に
於
い
て
は
、
昔
話
が
西
洋
で
（
英
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語
の
フ
ォ
ー
ク
テ
イ
ル
の
訳
と
し
て
）
民
間
説
話
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
省
略
し
て
民
潭
と
も
民
話
と
も
訳
し
て
い
る
習
慣
を
知
っ
て
い
る

故
に
今
以
て
そ
の
使
用
を
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
”
と
し
て
民
話
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
使
わ
ず
に
「
世
間
話
」
と
い
う
名
称
を
も

っ
て
民
話
の
意
味
に
当
て
て
い
る
。

　
こ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
“
世
間
話
”
と
い
う
言
葉
は
昭
和
十
八
年
頃
か
ら
柳
田
国
男
氏
が
使
う
よ
う
に
な
っ
て
急
に
使
わ
れ
始
め
た
い

わ
ば
新
参
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ま
で
は
民
話
と
い
う
言
葉
も
細
々
と
使
わ
れ
て
は
い
た
が
、
多
く
は
昔
話
と
い
う
言

葉
が
昔
の
田
舎
話
を
代
表
し
て
い
た
。

　
柳
田
氏
の
い
う
「
世
間
話
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
当
然
昔
話
や
伝
説
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
包
ん
だ
“
世
間
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
昔
の
話
”
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
柳
田
氏
は
昔
の
田
舎
話
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
で
は
な
く
、
総
括



す
る
言
葉
と
し
て
民
話
に
代
え
て
世
間
話
の
語
を
当
て
た
。

　
　
　
　
昔
話
↓
（
民
話
）
↓
世
間
話
。
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
世
間
話
と
い
う
言
葉
は
感
じ
と
し
て
は
、
昔
の
田
舎
話
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
か
ら
は
す
っ
か
り
遠
の
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
ま
で
は
、
民
話
と
い
う
言
葉
も
概
念
も
な
か
っ
た
か
ら
、
昔
の
田
舎
話

は
、
ほ
と
ん
ど
が
昔
話
と
し
て
処
理
さ
れ
て
何
の
不
自
由
も
な
か
っ
た
が
、
明
治
時
代
以
降
は
、
時
代
背
景
や
生
活
環
境
が
変
わ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
話
の
内
容
も
様
変
わ
り
し
て
き
て
、
昔
話
だ
け
で
は
括
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
新
た
に
、
世
間
話
や
噂
話
に
端
を
発
す

る
よ
う
な
、
現
実
に
近
い
物
語
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
西
洋
風
の
不
思
議
な
物
語
も
出
て
き
た
。
こ
ん
な
状
況
に
対
処
す
る
た

め
に
、
昭
和
時
代
に
な
っ
て
民
話
と
同
義
語
の
世
間
話
（
柳
田
氏
）
が
、
同
時
に
民
話
を
構
成
す
る
一
要
素
に
も
な
っ
て
、

　
　
　
　
民
話
‖
昔
話
＋
伝
説
＋
世
間
話

と
い
う
形
を
作
っ
て
、
無
理
や
り
落
ち
着
か
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
話
は
世
間
話
と
同
義
語
で
あ
り
、
そ
の
関
係
が
あ
や
ふ
や

の
ま
ま
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
昔
は
童
心
的
で
昔
の
田
舎
話
は
ほ
と
ん
ど
「
昔
話
」
で
括
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
時
代
が
過
ぎ
て
か
ら
、
昔
話
の
雰
囲
気
を

借
り
た
「
昔
話
風
な
世
間
話
」
も
で
て
き
た
。
さ
ら
に
、
昔
話
に
固
有
名
詞
を
い
く
つ
か
投
げ
入
れ
て
、
実
際
の
出
来
事
の
よ
う
に
見
せ

か
け
て
物
語
を
展
開
さ
せ
る
と
い
う
、
本
来
の
伝
説
の
あ
り
か
た
と
は
一
寸
変
わ
っ
た
現
実
路
線
型
の
伝
説
も
出
て
き
た
。
そ
ん
な
伝
説

群
は
そ
の
出
発
時
点
で
は
昔
話
と
紙
一
重
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
な
っ
て
素
朴
な
世
間
話
に
遊
び
心
が
加
わ

っ
た
程
度
の
軽
い
感
じ
の
「
世
間
話
風
物
語
」
と
も
い
え
る
物
語
も
出
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
民
話
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
世
間
話
と
い
う
家
の
中
に
は
「
世
間
話
風
物
語
」
と
「
昔
話
風
世
間
話
」
と
が
入
り
混
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
民
話
を

6
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構
成
す
る
一
要
素
と
い
わ
れ
て
い
る
世
間
話
と
い
う
言
葉
は
、
単
な
る
世
間
話
、
噂
話
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
と
う
て
い
括
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
列
式
で
表
わ
せ
ば
、

　
　
　
＊
昔
の
田
舎
話
（
物
語
）
‖
昔
話
＋
伝
説
＋
民
話
（
世
間
話
風
物
語
・
昔
話
風
世
間
話
）
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
民
話
は
、
昔
の
田
舎
話
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
世
間
話
を
代
表
す
る
だ
け
の
言
葉
と

な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
民
話
と
世
間
話
は
同
義
語
で
あ
る
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
、
昔
話
、
伝
説
、

民
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
関
係
は
互
角
で
、
お
た
が
い
に
協
力
し
あ
っ
て
各
々
が
昔
の
田
舎
話
を
構
成
す
る
一
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
昔
話
、
伝
説
、
民
話
、
三
つ
の
名
称
の
中
か
ら
民
話
と
い
う
言
葉
が
「
昔
の
田
舎
話
」
を
一
括
す
る
名
称
と
し
て
一
番
多
く
使
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。
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同
閤
凹
（
昔
の
田
舎
話
）
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
民
話
（
世
間
話
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

と
い
う
形
で
あ
る
。
ち
な
み
に
短
編
集
な
ど
の
書
籍
を
出
版
す
る
場
合
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
あ
る
作
品
の
タ
イ
ト
ル
の
中
か

ら
一
つ
を
選
ん
で
そ
の
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
と
す
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
タ
イ
ト
ル
の
民
話
の

代
わ
り
に
昔
話
と
し
て
も
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
伝
説
と
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
少
し
や
ぼ
っ
た
い
感
じ
は
す
る

が
、
ズ
バ
リ
「
昔
の
田
舎
話
」
と
し
て
も
い
い
か
と
思
う
。

　
関
　
敬
吾
氏
は
、
こ
れ
も
か
な
り
古
い
話
に
な
る
が
、
昭
和
十
年
に
『
島
原
半
島
民
話
集
』
と
い
う
本
を
出
し
て
い
る
。
同
じ
内
容
で

昭
和
十
七
年
に
『
島
原
半
島
昔
話
集
』
を
出
し
て
い
る
。
内
容
が
同
じ
な
の
に
、
一
方
は
「
民
話
集
」
、
ま
た
一
方
は
「
昔
話
集
」
と
な
っ



て
い
る
。
こ
こ
で
の
注
目
は
、
昭
和
十
年
に
「
民
話
集
」
と
し
た
も
の
を
七
年
後
に
「
昔
話
集
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
れ

ば
昔
話
集
と
し
た
も
の
を
新
し
い
民
話
と
い
う
言
葉
に
代
え
る
と
こ
ろ
か
と
思
う
。
い
っ
た
ん
は
民
話
集
に
し
て
み
た
が
、
ず
っ
と
親
し

ん
で
き
た
昔
話
の
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
七
年
も
後
に
出
し
た
方
を
昔
話
集
と
い
う
名
称
に
替
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
関
氏
は
、
こ
の
時
点
で
民
話
と
い
う
名
称
と
昔
話
と
い
う
名
称
の
ど
ち
ら
を
使
う
か
で
悩
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
伺
え
る
。
少
な

く
と
も
こ
の
昭
和
初
期
の
時
代
は
、
民
話
も
昔
話
も
同
義
語
に
使
わ
れ
て
い
て
、
民
話
と
い
う
言
葉
の
勢
い
も
弱
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

結
局
、
こ
の
時
点
で
関
氏
は

　
　
　
＊
民
話
1
1
昔
話

と
捉
え
て
い
て
、
伝
説
も
昔
話
の
範
疇
に
し
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
三
十
四
年
の
『
日
本
民
族
学
体
系
』
　
（
巻
十
）
の
中
で
”
現
在
、
昔

話
と
い
う
こ
と
ば
は
広
義
に
い
わ
ゆ
る
本
格
昔
話
、
笑
話
、
動
物
謹
を
包
括
す
る
言
葉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
が
、
わ
た
し
は
混
乱
を
さ

け
て
狭
義
の
昔
話
の
み
に
「
昔
話
」
と
い
う
こ
と
ば
を
限
定
し
、
民
話
を
口
承
散
文
の
一
般
の
名
称
と
し
て
使
用
す
る
”
と
し
た
。
昔
話

を
狭
義
の
意
に
使
う
と
は
解
る
よ
う
で
解
り
ず
ら
い
が
、
昭
和
三
十
四
年
に
な
っ
て
、
関
氏
も
よ
う
や
く
昔
の
田
舎
話
の
散
文
を
一
括
し

た
呼
び
名
と
し
て
「
昔
話
」
に
代
え
て
「
民
話
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
に
木
下
順
二
氏
が

『
夕
鶴
』
で
民
話
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
か
ら
、
十
年
後
に
関
敬
吾
氏
も
昔
話
か
ら
民
話
へ
呼
び
名
を
変
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

現
在
何
の
気
な
し
に
使
っ
て
い
る
民
話
と
い
う
言
葉
も
、
昭
和
の
中
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
一
般
的
に
広
く
使
わ
れ
始
め
た
こ
と
が
伺

え
る
。
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木
下
順
二
氏
は
「
民
衆
の
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
民
衆
に
よ
っ
て
口
か
ら
口
へ
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
民
間
説
話
一
般
を
民
話
と
す
る
」

と
し
た
。
こ
こ
で
は
「
昔
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
薄
い
が
、
説
話
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
て
そ
の
内
容
が
か
な
り
絞
り
や
す
く
な

っ
て
い
る
。
説
話
と
は
本
来
、
人
が
現
実
の
世
界
か
ら
離
れ
て
異
郷
に
行
っ
た
り
、
異
類
と
の
交
渉
を
可
能
に
さ
せ
た
り
で
き
る
話
の
こ

と
で
あ
り
、
現
実
と
過
去
と
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
不
思
議
な
物
語
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
雰
囲
気

は
多
少
違
う
が
説
話
は
”
物
語
”
や
”
昔
話
”
　
“
お
と
ぎ
話
”
な
ど
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
い
え
る
の
で
、
単
な
る
世
間
話
や
噂
話
で
は
な
い

も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
木
下
氏
は
、
民
間
説
話
（
民
話
）
‖
昔
話
　
と
し
た
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
昔
話
は
文
字
通
り
昔
の
話

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
民
話
の
語
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
木
下
氏
の
い
う
民
話
と
は

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
昔
話
（
物
語
）
や
伝
説
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
木
下
氏
も
そ
の
後
『
日
本
の
民
話
』

（
毎
日
新
聞
社
・
昭
和
三
十
五
年
）
で
は
「
昔
話
は
語
感
か
ら
し
て
も
、
今
で
は
童
話
の
一
分
野
で
し
か
な
い
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
童

話
も
ま
た
民
話
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
し
て
、
「
花
咲
か
爺
」
や
「
一
寸
法
師
」
は
民
話
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
確
か
に
民
間

に
伝
え
ら
れ
た
物
語
の
す
べ
て
が
民
話
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
昔
話
の
二
寸
法
師
」
も
童
話
の
「
一
房
の
葡
萄
」
も
す
べ
て
が
民
話

と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
・
…
。
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現
在
使
わ
れ
て
い
る
意
味
で
の
童
話
と
い
う
名
称
は
大
正
時
代
か
ら
定
着
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
ほ
と
ん
ど
が
昔
話
と
な
っ
て
い

た
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
ま
だ
「
昔
話
」
と
し
て
い
た
が
、
昔
の
話
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ま
り
出
し
た
く
な
く
、
し
か
も
不
思
議
な

物
語
の
場
合
に
は
「
お
伽
話
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
。
こ
の
お
伽
話
と
い
う
言
葉
は
、
昔
の
話
と
い
う
感
じ
を
与
え
な
が
ら
、
そ



れ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
不
思
議
な
言
葉
で
“
し
ゃ
れ
た
言
葉
”
と
し
て
、
一
時
期
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
明
治
時
代
の
初
め
に

出
た
、
小
川
未
明
の
『
赤
い
船
』
と
い
う
童
話
集
は
、
近
代
童
話
の
嘱
矢
と
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
お

と
ぎ
話
集
」
だ
っ
た
。
さ
ら
に
巌
谷
小
波
が
明
治
二
十
五
年
に
「
日
本
昔
話
集
」
（
二
十
四
巻
）
を
出
し
た
が
、
五
年
後
の
明
治
三
十
年
に

は
「
日
本
お
伽
話
」
（
二
十
四
巻
）
を
出
し
て
い
る
。
一
方
は
”
昔
話
”
ま
た
一
方
は
“
お
伽
話
”
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
昔
話
」

と
「
お
と
ぎ
話
」
の
両
方
の
名
称
が
昔
の
物
語
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
私
は
ず
っ
と
「
昔
話
」
は
昔
の

日
本
の
田
舎
を
舞
台
に
し
て
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
野
暮
っ
た
い
話
、
と
と
ら
え
て
、
「
お
伽
話
」
は
昔
話
よ
り
さ
ら
に
不
思
議
な
話
で
、

そ
れ
ほ
ど
田
舎
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
西
洋
風
の
物
語
と
い
っ
た
感
じ
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
や
、
南
西
諸
島
に
は
、
本
土
で
の
昔
話
や
伝
説
と
は
全
く
違
っ
た
、
神
話
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
独
特
で
不
思
議
な

物
語
が
い
く
つ
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
私
の
感
覚
で
は
、
ま
さ
に
「
神
話
的
お
と
ぎ
話
」
と
い
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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木
下
氏
は
、
そ
の
著
書
『
日
本
の
民
話
』
　
（
毎
日
新
聞
社
・
昭
和
三
十
五
年
）
で
、
五
大
昔
話
を
始
め
、
「
大
江
山
」
「
道
成
寺
」
「
天
人

女
房
」
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
物
語
を
民
話
と
し
て
束
ね
、
さ
ら
に
、
「
笑
い
話
」
「
小
話
」
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
民
話
と
位
置
づ

け
て
い
る
。
そ
し
て
「
昔
話
は
民
話
の
一
分
子
で
あ
る
童
話
の
さ
ら
に
そ
の
一
分
子
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
る
（
前
述
）
。
要
す
る
に
昔

話
は
、
民
話
と
い
う
大
き
な
西
瓜
の
中
に
あ
る
一
粒
の
種
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
昔
話
は
歴
史
も

古
く
、
そ
ん
な
に
小
さ
な
存
在
で
は
決
し
て
な
い
。
　
民
話
く
昔
話
　
で
あ
る
と
い
え
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
。

木
下
氏
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
、
現
実
的
に
民
話
と
い
う
も
の
を
見
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
、
時
代
背
景
、
物
語
の
感
じ
方
（
感
覚
）
、



創
作
手
法
な
ど
を
無
視
し
た
一
方
的
な
論
理
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
五
大
昔
話
や
「
大
江
山
」
な
ど
は
、
ず
っ
と
古
い
時
代
か
ら
昔

話
と
し
て
誰
に
も
親
し
ま
れ
存
在
し
続
け
て
き
た
日
本
を
代
表
す
る
昔
話
そ
の
も
の
で
、
こ
れ
が
昔
話
で
な
け
れ
ば
、
日
本
に
昔
話
な
ど

は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
後
に
民
話
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ず
っ
と
親
し
ま
れ
て
き
た
昔
話
を
、
こ
と
さ
ら

民
話
や
童
話
と
す
る
必
要
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
昔
話
と
し
た
方
が
「
は
る
か
昔
の
物
語
」
と
い
っ
た
当
時
の
わ
く
わ
く
し
た
雰
囲
気
も

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
昔
話
と
い
う
素
朴
な
言
葉
が
表
わ
す
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
い
う
も
の
も
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
の

城
を
今
風
に
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
い
い
換
え
た
り
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
民
話
は
子
ど
も
向
け
の
話
ば
か
り
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
民
話
の
中
に
は
子
ど
も
に
は
向
か
な
い
話
も
数
多
く
あ
る
。
童
話
は
文
字
通
り
子
ど
も
向

け
で
、
し
か
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幼
年
層
を
対
象
に
し
た
物
語
で
あ
る
か
ら
、
重
な
る
部
分
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
童
話
は
民
話

の
一
部
分
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
え
な
い
。

　
近
代
童
話
は
前
述
の
よ
う
に
、
特
に
大
正
時
代
以
降
、
芸
術
的
、
文
学
的
観
念
の
も
と
で
主
と
し
て
現
代
社
会
を
背
景
に
し
て
創
作
さ

れ
始
め
た
も
の
で
、
そ
の
発
生
時
か
ら
現
代
の
創
作
物
語
で
、
昔
の
田
舎
話
と
し
て
出
発
し
た
民
話
と
は
違
う
時
代
と
世
界
で
成
長
し
た

も
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
民
話
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
世
間
話
　
と
い
う
形
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
前
述
し
た
が
、
こ
の
場
合
は
「
民
話
」
と
い
う
言
葉

は
「
伝
説
」
や
「
昔
話
」
や
「
世
間
話
」
と
い
っ
た
言
葉
の
上
に
位
置
す
る
格
上
の
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
伝
説
」
「
昔
話
」

「
世
間
話
」
は
民
話
の
中
の
一
要
素
、
民
話
の
配
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
話
と
い
う
親
分
の
下
に
伝
説
と
昔
話
と
世
間
話
と
い
う
三
人



の
子
分
が
い
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。
し
か
し
、
柳
田
国
男
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
話
は
言
葉
を
代
え
れ
ば
世
間
話
で
あ
る
。

そ
の
世
間
話
が
同
義
語
で
あ
る
民
話
を
構
成
す
る
一
要
素
と
い
う
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
人
間
が
親
分
と
子
分
と
に
分
か
れ

て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
極
端
に
い
え
ば
民
話
を
わ
ざ
わ
ざ
昔
話
＋
伝
説
＋
世
間
話
と
す
る
こ

と
自
体
が
、
無
用
に
さ
え
思
え
て
く
る
。
昔
の
田
舎
話
1
1
昔
話
1
1
民
話
と
す
る
だ
け
で
も
い
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
さ
て
、
最
近
、
例
え
ば
、
　
『
～
の
民
話
・
伝
説
集
』
、
　
『
～
の
民
話
・
伝
説
・
昔
話
集
』
、
　
『
～
県
の
民
話
・
伝
説
集
成
』
と
い
う
よ

う
な
書
籍
が
、
各
地
で
売
ら
れ
て
い
る
が
、
民
話
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
世
間
話
　
と
い
う
形
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
民
話
、
伝
説
、
昔

話
が
同
等
の
地
位
に
並
ん
で
い
る
こ
と
は
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
『
～
の
民
話
集
』
と
す
る
か
『
～
県
の
民
話
集
成
』
と

で
も
し
な
け
れ
ば
上
下
関
係
が
お
か
し
い
。
し
か
し
実
際
は
こ
の
よ
う
に
同
等
並
び
で
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
同
等
並
び
と
い
う

こ
と
は
、
民
話
、
伝
説
、
昔
話
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
特
長
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
互
角
の
力
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
し
に
他
な
ら

な
い
。
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
　
『
～
の
民
話
と
伝
説
』
　
『
～
の
昔
話
集
』
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
い
く
つ
も
の
本
が
出
て
い
る
が

『
～
の
世
間
話
集
』
と
い
っ
た
本
は
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
や
は
り
”
世
間
話
”
の
語
は
力
が
弱
く
何
処
か
に
隠
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
世
間
話
は
同
義
語
の
民
話
と
い
う
語
の
中
に
隠
れ
て
い
て
、
独
立
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
独
立
が
で
き
た
語
は
昔
話
・
民
話
・
伝
説
で
、
そ
の
三
つ
が
「
昔
の
田
舎
話
」
を
構
成
す
る
要
素
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。

再
度
図
式
に
す
れ
ば
、
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＊
昔
の
田
舎
話
‖
昔
話
＋
伝
説
＋
民
話
（
世
間
話
風
物
語
＋
昔
話
風
世
間
話
）
。

　
　
＊
同
閤
巴
1
1
昔
話
＋
伝
説
＋
民
話
（
世
間
話
風
物
語
＋
昔
話
風
世
間
話
）
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
昔
の
田
舎
話
の
代
わ
り
に
、
今
は
や
り
の
民
話
と
い
う
名
称
に
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

場
合
は
民
話
と
い
う
言
葉
は
「
世
間
話
風
物
語
」
と
「
昔
話
風
世
間
話
」
の
両
方
の
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
昔
の
田
舎
話
」

を
代
表
す
る
言
葉
に
も
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
民
話
と
い
う
言
葉
は
、
昔
話
や
伝
説
と
共
に
「
昔
の
田
舎
話
」
を
構
成
す
る

三
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
形
が
安
定
し
た
適
切
な
形
で
あ
る
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
幼
い
頃
に
親
し
ん
だ
昔
話
（
伝
説
、
神
話
を
含
む
）
は
ど
れ
も
楽
し
く
、
ま
た
不
思
議
な
思
い
で
聞
い
た
し
、
夢

中
に
な
っ
て
読
ん
で
も
き
た
。
ど
の
話
も
単
な
る
世
間
話
や
噂
話
と
は
違
っ
た
独
特
な
味
わ
い
の
あ
る
物
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
昔
々
の
物
語
」
だ
っ
た
こ
と
と
、
現
実
離
れ
し
た
虚
構
の
世
界
へ
誘
わ
れ
た
こ
と
へ
の
興
味
だ
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に

中
に
は
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
な
西
洋
風
の
話
も
あ
り
、
そ
ん
な
話
に
も
夢
中
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
雰
囲
気
的
に
は
「
昔
話
」
で
は
な

く
「
お
伽
話
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
時
、
昔
話
と
い
え
ば
、
現
在
感
ず
る
民
話
よ
り
、
も
っ
と
不
思
議
な
興
味
を
わ
か
せ
る

話
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
昔
話
と
い
う
言
葉
は
そ
ん
な
思
い
を
今
で
も
抱
か
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
大
切
な
「
昔
」
と
い
う
言
葉
を

何
と
か
ぼ
か
そ
う
と
し
て
、
民
話
と
か
民
潭
と
か
世
間
話
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
先
人
た
ち
が
苦
労
し
て
き
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
避
け
て
通

ろ
う
と
し
た
「
昔
の
話
」
こ
そ
が
、
民
話
そ
の
も
の
で
あ
り
、
昔
話
で
あ
り
、
伝
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た
魂
と

も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
今
度
は
、
昔
の
田
舎
話
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
世
間
話

い
と
思
う
。
ま
ず
、
「
世
間
話
風
物
語
」
は
本
来
、

（
世
間
話
風
物
語
・
昔
話
風
世
間
話
）
の
中
身
に
つ
い
て
検
証
を
し
た

（
例
）

「
夕
方
、
野
原
で
草
を
刈
っ
て
い
た
ら
、
急
に
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
、
雨
が
降
っ
て
き
た
。

が
、
す
っ
か
り
濡
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
ま
た
嘘
の
よ
う
に
晴
れ
た
。
き
っ
と
、

始
ま
る
か
ら
だ
」

あ
わ
て
て
木
下
に
逃
げ
こ
ん
だ

こ
れ
か
ら
キ
ツ
ネ
の
嫁
入
り
が

　
こ
の
よ
う
な
、
少
し
の
遊
び
心
（
キ
ツ
ネ
の
嫁
入
り
）
が
加
わ
っ
た
程
度
の
ご
く
素
朴
な
世
間
話
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
の
感
覚

で
は
こ
ん
な
話
こ
そ
が
民
話
（
世
間
話
）
の
原
点
で
あ
り
、
民
話
そ
の
も
の
と
い
え
る
と
思
う
。

　
純
粋
な
世
間
話
の
発
生
の
原
点
は
立
ち
話
、
井
戸
端
話
、
縁
側
話
、
野
良
で
の
話
、
作
業
場
で
の
話
、
も
ら
い
風
呂
で
の
話
、
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
で
話
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
話
か
ら
出
発
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で

聞
か
さ
れ
た
世
間
話
や
噂
話
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
多
少
の
誇
張
や
遊
び
心
が
加
わ
っ
た
、
短
く
て
素
朴
な
田
舎
の
話
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伝
え
ら
れ
る
過
程
で
変
化
し
た
り
、
手
が
加
え
ら
れ
た
り
し
て
世
間
話
風
物
語
に
な
っ
た
も
の
が
多
く
な
り
、
さ
ら

に
そ
の
話
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
加
わ
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
世
間
話
の
庭
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
昔
話
風
世
間
話
に
な
り
、
さ
ら
に
手
が
加

わ
っ
て
「
キ
ツ
ネ
の
嫁
入
り
」
と
い
っ
た
楽
し
い
昔
話
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
現
代
は
都
市
化
が
進
み
、
情
報
過
多
の
時
代
に
な
っ
て
、
民
話
や
昔
話
は
生
ま
れ
に
く
い
環
境
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
環
境
の
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中
で
も
、
明
治
以
降
に
も
い
く
つ
か
の
民
話
や
昔
話
と
い
う
も
の
も
出
現
し
て
い
る
。
現
代
に
生
ま
れ
て
い
る
民
話
も
、
や
は
り
“
昔
の

田
舎
を
背
景
に
し
た
物
語
”
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び
と
は
そ
ん
な
昔
の
田
舎
話
の
呼
び
名
を
小
説
と
も
童
話

と
も
呼
ば
ず
、
民
話
や
昔
話
と
呼
び
、
素
朴
で
穏
や
か
だ
っ
た
昔
の
時
代
を
懐
か
し
が
り
、
そ
の
世
界
へ
引
き
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
私

は
「
昔
の
田
舎
話
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
民
話
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
昔
話
」
の
語
も
併
用
し
て
使
い
分
け
る
の
が
最
善
と
思
っ
て
い
る
。

＊
民
話
（
昔
話
）
と
童
話
の
関
わ
り

　
そ
れ
で
は
、
童
話
と
民
話
の
関
わ
り
は
ど
う
な
る
の
か
。
も
う
一
度
検
証
し
て
み
た
い
。
木
下
順
二
氏
は
「
童
話
は
民
話
の
中
の
一
分

子
」
と
説
い
て
い
る
が
、
民
間
に
伝
え
ら
れ
た
話
が
す
べ
て
民
話
な
ら
、
理
論
的
に
は
当
然
、
童
話
も
民
話
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
最
初

か
ら
民
話
と
し
て
創
作
さ
れ
た
物
語
は
別
に
し
て
、
現
在
の
童
話
を
民
話
と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
大
正
七
年
創
刊
の
鈴
木
三
重

吉
主
宰
の
『
赤
い
鳥
』
で
の
近
代
的
、
芸
術
的
童
話
の
誕
生
以
後
、
童
話
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
垢
抜
け
し
た
「
現
代
の
話
」
と
い
う

意
味
合
い
が
色
濃
く
入
り
こ
み
、
ほ
と
ん
ど
垢
抜
け
の
し
な
い
「
昔
の
田
舎
物
語
」
と
は
な
じ
ま
な
い
面
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
垢
抜
け
し
な
い
素
朴
す
ぎ
る
ほ
ど
の
物
語
こ
そ
が
昔
話
の
魅
力
で
あ
り
、
民
話
の
魅
力
で
あ
る
が
・
…
。
さ
ら
に
現
代
の
童
話

と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
「
芸
術
的
な
」
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
て
、
「
感
動
を
与
え
る
」
と
い
う
要
素
が
極
め
て
大
切
に
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
も
民
話
と
は
大
き
く
違
う
要
素
で
あ
る
。
さ
ら
に
民
話
は
童
心
的
な
物
語
も
多
い
が
子
ど
も
に
は
向
か
な
い
話
も
多
い
。

そ
れ
と
子
ど
も
が
対
象
の
現
代
の
童
話
を
同
列
に
す
る
の
に
も
無
理
が
あ
る
。
童
話
の
内
容
は
現
代
社
会
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
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多
く
、
民
話
の
よ
う
に
昔
の
、
ま
た
は
昔
風
の
素
朴
な
田
舎
の
物
語
ば
か
り
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
近
代
都
市
を
舞
台
に
し
た
リ
ア
ル

な
童
話
も
あ
り
、
取
材
に
基
づ
く
童
話
も
あ
る
。
民
話
と
は
異
質
な
世
界
の
も
の
で
、
童
話
は
や
は
り
童
話
で
あ
る
。
た
だ
、
現
代
に
お

い
て
も
、
民
話
（
昔
話
）
と
い
え
る
物
語
も
生
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
美
南
吉
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
よ
う
な
作
品
は
、
昔
話
で
あ

り
、
ま
た
民
話
で
も
あ
る
が
、
童
話
に
分
類
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
作
品
は
お
そ
ら
く
、
何
ら
か
の
民
話
や
昔
話
の
影
響
を
受
け
て
出
来

上
が
っ
た
物
語
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。
こ
れ
が
作
者
不
明
で
、
い
つ
ご
ろ
世
に
出
て
き
た
作
品
か
も
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
お
そ
ら
く
、

民
話
や
昔
話
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
か
と
思
う
が
、
で
き
た
時
代
（
大
正
時
代
）
や
作
者
ま
で
も
が
分
か
っ
て
い
る
作
品
の
た
め
、
童
話

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
と
思
う
が
、
や
は
り
厳
密
に
は
民
話
で
あ
り
、
昔
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
に
生
ま
れ
、
作
者
も
分
か
る
作

品
は
童
話
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
思
う
が
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
民
話
風
童
話
」
で
あ
り
「
昔
話
風
童
話
」
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
し
か
し
、
そ
の
童
話
と
い
う
名
称
の
意
味
さ
え
も
今
で
は
曖
昧
に
使
わ
れ
て
い
る
。
童
話
は
、
ご
く
小
さ
な
子
ど
も
の
た
め
の
物
語
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
中
学
生
や
高
校
生
向
け
の
話
と
も
な
れ
ば
一
般
に
は
童
話
と
は
い
わ
な
い
。
　
”
少
年
少
女
小
説
”
な
ど
と
い
う

言
葉
も
あ
る
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
呼
び
名
が
な
い
。
童
心
小
説
（
物
語
）
と
で
も
い
い
た
い
が
、
そ
れ
で
も
し
っ
く
り
し
な
い
。
そ
ん
な

童
心
小
説
と
い
っ
た
部
類
ま
で
を
童
話
と
い
う
言
葉
で
括
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
幼
少
児
と
大
人
と
の
中
間
に
い
る
子
ど
も
た
ち
の
物
語

群
を
呼
ぶ
適
当
な
名
称
が
日
本
語
に
は
な
い
の
が
悲
し
い
現
状
で
あ
る
。

○
伝
説
と
は



　
古
い
、
古
い
、
ま
だ
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
村
の
起
源
や
信
仰
、
年
中
行
事
、
風
習
な
ど
、
す
べ
て
が
「
い
い
つ
た
え
」

と
か
「
い
わ
れ
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
伝
説
は
古
く
か
ら
「
あ
る
特
定
の
事
物
を
真
実
の
話
と
し
て
伝
え
た
い
と

い
う
意
志
を
持
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
一
群
の
話
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
科
学
的
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
そ
の
昔
は
、
伝
説
の
中
の
神
秘
的
な
世
界
を
み
ん
な
が
し
っ
か
り
信
じ
て
毎
日
、
神
妙
に
、
つ
つ

ま
し
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
神
秘
的
な
伝
説
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
あ
ち
こ

ち
に
寺
院
や
神
社
が
建
ち
、
地
蔵
や
観
音
像
が
現
れ
、
豊
作
を
感
謝
す
る
村
祭
り
が
生
ま
れ
、
雨
を
願
う
雨
乞
い
行
事
も
始
ま
っ
た
。
日

本
中
に
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
の
ほ
と
ん
ど
が
、
神
秘
的
な
伝
説
の
な
せ
る
業
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

科
学
萬
能
の
現
代
で
も
な
お
、
昔
か
ら
の
信
仰
の
多
く
が
伝
わ
っ
て
、
大
切
に
さ
れ
、
残
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
日
本
に
お
け
る
伝

説
の
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
き
さ
に
は
驚
異
さ
え
を
感
じ
る
。

　
さ
て
、
伝
説
に
は
四
つ
の
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
（
1
）
村
の
起
源
、
年
中
行
事
、
禁
忌
、
風
習
な
ど
を
、
神
秘
の
べ
ー
ル
に
包
み
な
が
ら
も
興
味
深
く
後
世
に
伝
え
て
お
こ
う
と
い
う

　
　
　
　
意
思
を
持
っ
た
、
本
来
の
真
面
目
な
伝
説
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
、
い
ろ
い
ろ
な
民
間
信
仰
を
生
み
出
し
て
日
本
に
お
け
る
信

　
　
　
　
仰
や
行
事
を
切
り
開
き
、
現
代
に
伝
え
て
き
た
。

　
（
2
）
興
味
深
い
昔
話
な
ど
の
中
に
実
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
名
詞
を
投
入
し
て
“
お
ら
が
村
で
の
話
”
に
し
た
り
”
寺
院
や
神
社

　
　
　
　
の
起
源
話
”
に
塗
り
替
え
た
り
し
て
、
あ
た
か
も
事
実
の
話
の
よ
う
に
作
り
代
え
ら
れ
た
い
わ
ば
昔
話
な
ど
か
ら
の
「
転
化
伝

　
　
　
　
説
」
。
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（
3
）
最
初
か
ら
宣
伝
広
告
が
目
的
で
作
ら
れ
た
伝
説
。
こ
の
伝
説
の
場
合
は
、
伝
説
を
送
り
だ
す
側
の
思
惑
、
計
算
、
欲
望
な
ど
が

　
　
　
　
強
く
出
て
い
る
。
こ
の
流
れ
は
平
成
の
現
在
に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
毎
日
、
毎
分
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン

　
　
　
　
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
、
観
光
地
へ
の
誘
致
合
戦
、
企
業
間
で
の
宣
伝
合
戦
は
ま
さ
に
こ
の
伝
説
の
末
路
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
（
4
）
ア
イ
ヌ
や
南
西
諸
島
に
は
、
独
特
な
神
話
的
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
昔
話
（
神
話
）
と
し
て
も
い
い
と
も
思
う

　
　
　
　
が
、
本
土
で
は
味
わ
え
な
い
、
神
話
の
雰
囲
気
を
持
っ
た
不
思
議
な
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
不
思
議
な
物
語
に
よ
っ
て
何

　
　
　
　
ら
か
の
教
訓
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
伝
説
と
も
い
え
る
］
群
で
あ
る
。

　
こ
の
四
つ
の
流
れ
の
あ
る
伝
説
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
証
し
て
見
た
い
。
世
間
話
が
単
な
る
世
間
話
で
は
な
く
、
世
間
話
風
物
語
や

昔
話
風
世
間
話
で
あ
る
よ
う
に
、
伝
説
も
単
な
る
伝
言
で
は
な
く
、
文
字
通
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
ま
た
は
伝
え
よ
う
と
し
た
説
話
、
で

「
ど
う
し
て
も
伝
え
て
お
き
た
い
、
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
い
説
話
」
と
い
う
意
思
が
そ
の
説
の
字
の
中
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
伝
説
は
実
際
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
架
空
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
真
実
性
を
主
張
す
る
と
い
う
、
い
い
意
味
で
の
詐

欺
的
要
素
が
あ
る
の
に
対
し
て
昔
話
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
不
思
議
な
世
界
を
描
い
た
昔
の
空
想
物
語
で
あ
る
。

7
6

1

と
こ
ろ
で
、
講
談
社
発
行
の
『
日
本
の
民
話
』
　
（
平
成
二
年
）
で
は
伝
説
の
分
類
の
例
と
し
て

　
　
　
○
村
の
草
分
け
に
ま
つ
わ
る
長
者
伝
説
、
落
人
伝
説
。

　
　
　
○
鬼
、
天
狗
、
河
童
な
ど
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
伝
説
。

　
　
　
○
ゴ
マ
植
え
ず
、
餅
つ
か
ず
、
門
松
た
て
ず
な
ど
、
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
禁
忌
伝
説
。



○
行
事
、
し
き
た
り
、
地
名
な
ど
の
由
来
伝
説
。

○
歴
史
上
の
実
在
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
説
。

○
そ
の
他
、
築
城
、
落
城
伝
説
。
沈
鐘
伝
説
、
機
織
渕
、

　
ど
。
と
例
に
あ
げ
て
い
る
。

椀
貸
し
渕
伝
説
、
羽
衣
伝
説
、
山
の
背
く
ら
べ
伝
説
、
洪
水
伝
説
、
な

　
伝
説
の
分
類
と
し
て
、
関
　
敬
吾
氏
は
『
日
本
民
族
資
料
事
典
』
　
（
昭
和
四
十
二
年
）
で
、
伝
説
を
「
自
然
伝
説
」
「
歴
史
伝
説
」
「
信

仰
伝
説
」
と
い
う
よ
う
に
三
分
類
し
て
い
る
。
野
村
純
一
氏
ら
は
『
日
本
伝
説
体
系
』
　
（
昭
和
五
十
二
年
）
で
「
自
然
説
明
伝
説
」
「
文
化

叙
事
伝
説
」
と
に
分
類
し
て
い
る
。
柳
田
国
男
氏
は
伝
説
の
内
容
を
「
木
」
「
水
」
「
石
」
「
岩
」
「
塚
」
「
坂
・
峠
・
山
」
「
祠
堂
」
に
分
類

し
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
と
分
類
の
仕
方
は
あ
る
と
は
思
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
説
の
中
身
を
詳
細
に
分
類
す
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
と
な

っ
て
、
そ
の
裾
野
は
拡
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
が
、
伝
説
の
中
に
は
、
昔
話
の
中
に
特
定
の
地
名
や
人
名
な
ど
固
有
名
詞
を
投
げ
入
れ
て
、
よ
り
真
実
の
話
と
思
わ
せ

る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
「
昔
話
の
中
へ
特
定
の
地
名
や
特
定
の
人
物
な
ど
の
固
有
名
詞
が

い
く
つ
か
折
り
こ
ま
れ
た
瞬
間
に
昔
話
は
伝
説
に
姿
を
変
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
「
転
化
伝
説
」
も
含
ん
で
、
伝

説
の
ほ
と
ん
ど
が
架
空
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
真
実
の
話
、
実
際
に
あ
っ
た
事
柄
の
よ
う
に
さ
か
ん
に
説
明
、

伝
言
、
教
訓
、
注
意
喚
起
、
宣
伝
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
風
を
吹
か
せ
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
多
く
の
伝
説
の
姿
で
あ
る
。

　
科
学
的
知
識
や
通
信
機
関
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
に
は
伝
説
の
も
た
ら
す
影
響
が
い
か
に
大
き
い
も
の
だ
っ
た
か
は
想
像
を
は
る

7
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か
に
越
え
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
ん
な
こ
と
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
伝
説
の
中
身
を
分
か
り
や
す
く
し
か
も
大
胆
に
区
分
す
る
と
、

　
　
　
　
伝
説
‖
閨
圏
＋
囹
閨
凹
＋
説
教
、
注
意
喚
起

と
い
う
形
が
成
り
立
つ
。
こ
の
分
野
で
ほ
と
ん
ど
の
伝
説
の
大
ま
か
な
区
分
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
れ
ば
大
変
に
分
か
り
や
す
い
。

こ
の
仕
分
け
で
そ
の
伝
説
の
目
的
が
解
り
、
伝
説
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ほ
と
ん
ど
の
伝
説
は
こ
の
三
つ
の
要
素
の
中
に
繰
り

こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ま
り
に
枝
葉
の
こ
と
を
気
に
し
過
ぎ
て
い
て
も
解
り
に
く
く
な
る
だ
け
で
限
り
が
な
い
。
大
胆
に
し
っ
か
り
そ

の
正
体
を
見
分
け
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
前
述
の
講
談
社
の
『
日
本
の
民
話
』
の
伝
説
の
分
類
を
こ
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
仕
分
け
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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＊
村
の
草
分
け
や
、
落
人
伝
説
は
実
際
の
地
名
や
人
物
を
入
れ
た
国
闇
閨
圏
で
あ
り
、
長
者
伝
説
は
、
奢
る
こ
と
へ
の
敬
言
鐘
の
　
　
－

　
　
　
　
説
教
、
注
意
喚
起
で
あ
る
。

　
　
　
＊
鬼
、
天
狗
、
河
童
な
ど
の
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
、
も
と
も
と
は
昔
話
で
あ
っ
た
も
の
を
具
体
的
な
地
名
や
人
名
な
ど
を
加

　
　
　
　
え
て
伝
説
化
し
た
日
閨
囲
で
あ
る
。

　
　
　
＊
禁
忌
伝
説
は
閨
幽
で
あ
り
閨
圏
で
も
あ
る
。

　
　
　
＊
行
事
、
し
き
た
り
、
地
名
な
ど
の
由
来
伝
説
、
国
閨
園
で
収
ま
る
。

　
　
　
＊
歴
史
上
の
実
在
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
、
こ
れ
も
ひ
っ
き
り
な
し
に
人
名
を
は
じ
め
固
有
名
詞
が
出
て
く
る
話
に
な
っ
て
い

　
　
　
　
て
、
い
か
に
も
真
実
と
思
わ
せ
る
話
が
多
い
。
事
実
に
も
と
つ
い
て
出
来
た
伝
説
と
い
う
こ
と
で
事
実
に
近
い
部
分
も
あ
る
が
、



話
の
内
容
に
よ
っ
て
当
然
、
説
明
、
説
教
、
宣
伝
な
ど
の
要
素
に
区
分
さ
れ
る
。
（
こ
の
伝
説
は
地
名
、
人
名
な
ど
実
在
の
固
有

名
詞
が
幾
つ
も
出
て
く
る
の
が
特
長
）

＊
そ
の
他
、
築
城
、
落
城
伝
説
は
国
關
劃
圏
で
あ
り
園
閨
巴
の
色
合
い
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
沈
鐘
、
椀
貸
し
伝
説
は

閨
四
で
あ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
顧
閨
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
機
織
伝
説
、
羽
衣
伝
説
は
昔
話
に
地
名
、

　
人
名
な
ど
を
入
れ
て
そ
の
地
の
伝
説
に
転
化
さ
れ
た
閨
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
来
は
「
昔
話
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
話
が
、
い
つ
の
間
に
か
転
化
し
て
「
伝
説
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
が
意
外
に
多
い
こ
と
が
分
る
。
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1

　
現
代
は
科
学
万
能
の
時
代
に
な
っ
て
、
す
べ
て
が
科
学
的
に
分
解
さ
れ
て
、
解
明
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
昔
は
そ
の
科
学
の
代
わ
り

が
伝
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
人
々
は
、
占
い
師
を
信
じ
、
伝
説
に
忠
実
に
従
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
中
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
が
生
ま
れ

て
、
そ
の
時
代
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
、
現
代
で
も
信
仰
は
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
科
学
で
は
解
明
で
き
な
い
世
界
で
あ
る
。

科
学
万
能
の
現
代
で
す
ら
、
解
明
で
き
な
い
世
界
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
昔
で
は
い
か
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
た
か
が
容
易
に
想
像

で
き
る
。
あ
ら
た
め
て
伝
説
と
い
う
も
の
の
底
知
れ
な
い
脅
威
を
感
じ
て
し
ま
う
。

　
伝
説
は
昔
の
あ
る
時
代
に
、
人
物
、
地
域
、
神
社
、
仏
閣
、
山
岳
、
河
川
、
池
沼
な
ど
を
舞
台
に
上
げ
て
、
あ
る
出
来
事
や
特
定
の
事

物
を
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
信
じ
さ
せ
よ
う
と
仕
組
ま
れ
た
い
わ
ば
マ
ジ
ッ
ク
物
語
で
あ
る
が
現
代
の
我
々
に
は
そ
れ
が
マ
ジ
ッ
ク
と
分

っ
て
い
て
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
真
実
の
話
か
も
？
と
思
わ
せ
る
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
は
あ
わ
た
だ
し
い
現
世
を
忘
れ
て
、
避
難



場
所
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
し
ば
し
現
実
を
離
れ
た
夢
を
見
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
っ
て
い
る
が
、
伝
説
は
そ
ん
な
夢
追
人
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
伝
説
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
物
の
由
来
を
伝
え
る
伝
説
（
説
明
、
伝
達
）
も
多
い
が
、
同
じ
由
来
話
で
も
例
え
ば
「
小
鳥
の
前
世
」

「
猿
の
尻
が
赤
い
わ
け
」
「
亀
の
甲
は
何
故
出
来
た
か
」
「
く
ら
げ
に
骨
が
な
い
わ
け
」
と
い
っ
た
由
来
話
は
、
実
際
の
話
と
は
誰
も
思
わ
な

い
。
真
実
性
を
伝
え
よ
う
と
す
る
伝
説
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
八
重
山
、
宮
古
諸
島
や
北
海
道
の

ア
イ
ヌ
地
方
な
ど
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
思
議
な
興
味
深
い
由
来
話
も
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
昔
話
（
神
話
）
と
交
差
す
る
一

群
で
あ
る
。

8
0

1

○
昔
話
に
つ
い
て

　
昔
話
は
「
最
初
か
ら
創
作
さ
れ
た
、
昔
の
田
舎
を
舞
台
に
し
た
虚
構
の
世
界
の
物
語
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
日
本
の
昔
話
は
、
日
本
独
特
の
物
語
も
多
い
が
、
中
国
を
始
め
、
世
界
各
国
に
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
昔
話
と
同
じ
内
容
や
似

た
内
容
の
も
の
が
意
外
に
多
く
あ
り
、
昔
話
は
国
際
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
で
は
、
江
戸
時
代
頃
ま
で
は
昔
話
の

名
称
は
昔
話
の
ま
ま
で
よ
か
っ
た
が
、
時
代
が
過
ぎ
る
ご
と
に
昔
話
が
枝
分
か
れ
し
て
、
伝
説
や
世
間
話
風
物
語
も
で
て
き
て
、
「
昔
」
と

い
う
言
葉
が
な
ん
と
な
く
邪
魔
に
な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
中
で
一
時
期
「
お
伽
話
」
「
説
話
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
「
昔
」
と
い
う



言
葉
を
隠
し
た
り
し
た
。
そ
ん
な
背
景
が
あ
り
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
頃
に
な
っ
て
昔
話
よ
り
広
義
な
意
味
を
持
た
せ
た
民
話
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
始
め
て
、
本
来
の
昔
話
の
「
昔
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
名
称
か
ら
は
大
分
薄
ら
い
で
き
て
し
ま
っ
た
。

　
昔
話
は
、
本
来
、
ま
ず
自
然
発
生
的
に
使
わ
れ
て
き
た
「
む
か
し
、
む
か
し
」
「
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
」
と
い
う
、
漠
然
と
し
た
言

葉
が
冒
頭
に
き
て
話
が
始
ま
る
昔
の
田
舎
話
で
あ
る
。
電
話
も
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
、
ま
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
な
ど
及
び

も
つ
か
な
か
っ
た
物
静
か
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
大
人
も
子
ど
も
も
、
珍
し
い
昔
話
を
聞
く
こ
と
は
、
最
高
に
楽
し
い
一
時
だ
っ
た
と
想

像
で
き
る
。
語
り
手
が
「
む
か
し
、
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
・
…
」
と
話
し
始
め
た
と
た
ん
に
、
聞
き
手
は
固
唾
を
飲
ん
で
昔
の
、

さ
ら
に
昔
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
ゆ
く
。
「
昔
」
と
い
う
言
葉
は
人
々
を
現
実
の
世
界
か
ら
過
去
の
夢
の
世
界
、
不
思
議
な
世
界

へ
と
誘
う
魔
法
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
昔
話
は
前
述
の
よ
う
に
「
昔
、
あ

る
と
こ
ろ
に
」
と
か
「
昔
、
む
か
し
の
話
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
や
場
所
や
人
名
な
ど
を
ぼ
か
し
た
ま
ま
、
人
々
を
虚
構
の
世
界

へ
と
一
気
に
誘
い
、
不
思
議
な
物
語
が
始
ま
る
。
場
所
や
人
物
を
限
定
し
な
い
た
め
、
一
つ
の
話
が
、
あ
る
特
定
の
場
所
や
人
物
を
指
し

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
江
戸
の
昔
話
は
そ
の
ま
ま
京
の
都
の
昔
話
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
あ
る
特
定
の

効
果
を
演
出
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
「
お
江
戸
は
日
本
橋
の
」
と
か
「
京
は
五
条
の
橋
の
上
」
と
い
う
よ
う
に
実
際
の
地
名
な
ど
を
入
れ

て
、
江
戸
の
雰
囲
気
と
か
京
の
雰
囲
気
な
ど
を
よ
り
効
果
的
に
醸
し
だ
し
、
そ
の
話
の
効
果
を
上
げ
る
場
合
は
多
々
あ
る
。
信
州
の
「
孝

行
猿
」
の
話
の
よ
う
に
、
山
奥
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
さ
ら
強
く
出
し
た
い
時
に
は
、
信
州
の
山
奥
の
～
村
と
出
せ
ば
そ
の
効
果
が
上

が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
特
定
の
事
物
の
宣
伝
効
果
を
ね
ら
っ
た
伝
説
と
は
違
い
、
昔
話
の
内
容
を
盛
り
上
げ
る
た
め
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の
手
段
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
昔
話
は
、
い
か
に
面
白
く
、
い
か
に
楽
し
く
、
い
か
に
悲
し
く
、
い
か
に
恐
ろ
し
く
、

物
語
を
組
み
立
て
、
語
る
た
め
の
工
夫
を
し
て
「
桃
太
郎
」
「
花
咲
か
爺
」
「
舌
切
り
雀
」

な
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
知
っ
て
い
る
昔
話
に
な
っ
て
い
る
。

＊
巌
谷
小
波
の
「
昔
話
」
と
「
お
伽
話
」
に
つ
い
て

そ
し
て
い
か
に
不
思
議
に
と
作
者
や
語
り
手
は

な
ど
見
事
な
昔
話
を
世
に
伝
え
て
き
て
、
今
に

　
と
こ
ろ
で
、
今
知
ら
れ
て
い
る
昔
話
の
多
く
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
巌
谷
小
波
が
、
そ
の
昔
か
ら
全
国
各
地
に
ば
ら
ば
ら
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
昔
話
を
、
収
集
し
て
整
理
、
統
合
、
加
筆
な
ど
を
行
っ
て
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
昔
話
に
し
た
、
い
わ
ば
「
小
波
昔
話
」
と
い

っ
た
色
合
い
の
濃
い
話
と
な
っ
て
い
る
。
昔
話
と
小
波
と
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
小
波
に
も
ふ
れ
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

　
明
治
二
十
五
年
頃
、
巌
谷
小
波
（
明
治
三
年
～
昭
和
八
年
）
は
本
格
的
な
昔
話
の
中
か
ら
”
五
大
昔
話
”
を
初
め
、
各
地
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
内
容
で
伝
わ
っ
て
い
た
昔
話
の
骨
格
を
ま
と
め
て
、
そ
れ
に
自
分
な
り
に
加
筆
、
修
正
を
加
え
て
『
日
本
昔
話
』
二
十
四
巻
を
刊
行

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
は
、
ば
ら
ば
ら
な
内
容
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
主
な
昔
話
が
、
最
大
公
約
数
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
す
っ

き
り
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
小
波
昔
話
」
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
小
波
の
再
話
手
法
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
の
論
議
も
あ
っ
た
が
、
誰
に
も
わ

か
り
や
す
い
昔
話
と
な
っ
て
、
国
定
教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
小
波
昔
話
は
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
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た
。
現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る
主
な
昔
話
の
多
く
は
小
波
の
再
話
再
生
に
よ
る
昔
話
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
小
波
は
、
さ
ら
に
明
治
三
十
年
に
『
日
本
お
伽
話
』
　
（
二
十
四
巻
）
を
明
治
三
十
二
年
に
は
『
世
界
お
伽
話
』
百
巻
を
実
に
九
年
間
に

渡
っ
て
刊
行
し
た
。
こ
の
時
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
波
も
昔
話
と
い
う
語
と
お
伽
話
と
い
う
語
と
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
五
年
頃
に
は
昔
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
「
昔
話
」
の
語
を
使
っ
て
み
た
も
の
の
、
小
波
も
や
は
り
、
何
で
も
昔
話
に
し
て
し
ま

う
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
た
の
と
、
特
に
世
界
に
広
が
っ
て
い
る
昔
の
話
は
、
日
本
の
田
舎
話
と
い
う
雰
囲
気
と
違
っ
て
い
た
し
、
昔
の
田

舎
の
物
語
で
は
括
れ
な
い
不
思
議
な
話
も
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
「
お
伽
話
」
の
語
を
使
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

小
波
も
明
治
三
十
年
頃
に
は
「
昔
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
お
伽
話
（
噺
）
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
特
に
世
界
の
楽
し
い
不
思
議
な
話
を
日

本
の
田
舎
話
を
意
味
す
る
昔
話
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
た
も
の
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
も
「
お
伽
話
」
と
い
う

言
葉
は
適
切
な
言
葉
だ
っ
た
と
思
え
る
。

　
民
話
と
い
う
言
葉
は
英
語
の
フ
ォ
ー
ク
テ
イ
ル
の
訳
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
テ
イ
ル
の
訳
と
し
て
は
「
お

伽
話
」
で
も
よ
か
っ
た
か
と
私
は
思
う
。
こ
の
頃
か
ら
「
昔
話
の
昔
と
は
何
時
ま
で
の
こ
と
か
」
と
い
う
疑
問
と
「
世
界
中
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
、
奇
想
天
外
の
物
語
」
と
日
本
で
の
「
昔
の
田
舎
話
」
と
を
区
別
す
る
た
め
に
「
説
話
」
や
「
お
伽
話
」
の
語
を
使
う
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
小
波
が
後
世
に
残
し
た
課
題
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
日
本
以
外
の
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る

物
語
を
呼
ぶ
の
に
「
お
伽
話
」
と
い
う
言
葉
に
王
様
が
出
て
き
た
り
、
皇
女
様
が
出
て
き
た
り
鼻
の
長
い
魔
法
使
い
の
お
婆
さ
ん
が
出
て

き
た
り
す
る
物
語
も
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
「
お
伽
話
」
と
す
る
の
が
一
番
分
か
り
や
す
い
と
思
う
。
こ
の
場
合
で
も
、

西
洋
風
の
不
思
議
な
物
語
が
大
正
時
代
以
後
に
出
て
き
た
場
合
に
は
、
お
伽
話
と
す
る
よ
り
童
話
と
す
る
方
が
よ
い
か
と
も
思
う
が
、
お
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伽
話
と
い
う
言
葉
も
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
○
昔
話
‖
（
日
本
の
）
昔
の
田
舎
話
　
　
○
お
と
ぎ
話
‖
（
西
洋
風
の
）
不
思
議
な
物
語

　
さ
て
、
も
と
も
と
昔
話
は
、
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
る
物
語
も
多
く
、
ま
し
て
、
誰
が
創
作
し
た
も
の
か
も
ほ
と
ん
ど
分
ら
ず
、
し
か

も
物
語
が
さ
ま
ざ
ま
に
枝
分
か
れ
も
し
て
い
る
上
に
、
内
容
は
虚
構
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
話
が
原
話
か
も
分
ら
な
い
場
合
が
多
い
。

た
だ
原
話
そ
の
も
の
は
、
思
っ
た
よ
り
は
面
白
く
な
い
話
が
多
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
は
原
話
と
い
う
姿
を
求

め
て
、
留
め
て
お
く
の
は
欠
か
せ
な
い
仕
事
で
は
あ
る
。
し
か
し
昔
話
を
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
す
る
者
は
、
ほ
と
ん
ど
が
子
ど
も
た
ち

で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
、
よ
り
面
白
く
、
よ
り
悲
し
く
、
よ
り
不
思
議
な
物
語
を
歓
迎
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
再
話
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
。
「
再
話
」
「
原
話
の
保
存
」
ど
ち
ら
の
作
業
も
大
切
な
車
の
両
輪
で

あ
る
。

　
小
波
は
再
話
に
力
を
入
れ
た
が
、
そ
の
他
に
も
「
児
童
人
形
劇
」
の
普
及
や
各
地
で
「
昔
話
の
口
演
」
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て
、
そ

れ
ま
で
は
地
方
区
だ
っ
た
昔
話
を
全
国
区
に
押
し
上
げ
た
。
そ
の
功
績
は
大
で
あ
る
。
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＊
神
話
に
つ
い
て

　
「 _
話
」
は
創
作
物
語
で
あ
り
、
虚
構
の
世
界
を
描
く
と
い
う
点
で
は
、
昔
話
中
の
昔
話
と
い
え
る
が
、
内
容
が
国
土
や
文
化
、
果
て

は
宇
宙
に
ま
で
及
び
、
あ
る
い
は
人
類
の
始
ま
り
な
ど
を
語
る
神
々
の
物
語
な
ど
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
話
が
多
く
、
し
か
も
あ
ま
り



に
も
唐
突
過
ぎ
て
昔
話
か
ら
は
一
応
は
切
り
離
し
て
語
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
日
本
に
お
け
る
神
話
は
一
般
に
は
『
古
事
記
』
　
『
日
本
書

紀
』
　
『
風
土
記
』
　
『
古
語
拾
遺
』
　
『
延
喜
式
』
な
ど
の
古
代
文
献
に
あ
る
神
々
の
物
語
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
有
名
な
イ
ザ
ナ
ギ
、

イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
に
よ
る
国
造
り
の
話
、
天
の
岩
屋
戸
の
話
、
ス
サ
ノ
ウ
命
の
大
蛇
退
治
の
話
、
海
幸
、
山
幸
の
話
な
ど
唐
突
な
が
ら
心
躍

ら
せ
る
話
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
そ
ん
な
本
格
的
な
神
話
の
他
に
も
、
ア
イ
ヌ
地
方
の
カ
ム
イ
ユ
ー
カ
ラ
や
宮
古
、
八
重
山
諸
島
、
沖
縄
な
ど
の
島
々
に
は
、
本
土
の
物

語
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
、
独
特
で
不
思
議
な
神
話
的
物
語
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
山
の
背
く
ら
べ
」
「
ダ
イ
ダ
ラ
ホ
ウ
シ
」
「
赤
神
と
黒
神
」
「
天
人
女
房
」
「
三
輪
山
神
話
」
「
蛇
婿
入
り
」
「
豊
玉
姫
神
話
」
な
ど
民
間

信
仰
に
も
と
つ
い
た
神
話
の
雰
囲
気
を
持
つ
”
神
話
風
昔
話
”
も
各
地
で
か
な
り
多
く
語
ら
れ
て
き
て
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
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民
間
信
仰
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

○
結
び
と
し
て

　
近
頃
で
は
民
話
の
中
に
汽
車
や
タ
ク
シ
ー
が
登
場
し
た
り
、
税
務
署
の
役
人
を
煙
に
ま
い
た
り
す
る
「
現
代
版
民
話
や
昔
話
」
も
で
き

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
果
た
し
て
民
話
や
昔
話
な
の
か
の
検
証
を
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
幽
霊
タ
ク
シ
ー
」
の
話
な
ど
は
民

話
と
い
う
よ
り
怪
談
話
で
あ
り
、
税
務
署
の
役
人
話
は
そ
の
背
景
を
昔
の
田
舎
の
話
に
し
て
「
遊
び
心
」
が
加
わ
れ
ば
民
話
と
い
え
る
が
、

大
都
会
の
中
で
の
話
で
あ
れ
ば
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
噂
話
と
な
っ
て
し
ま
う
。
民
話
や
伝
説
は
や
は
り
昔
の
田
舎
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
に
も
研
究
者
な
ど
が
苦
労
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
「
む
か
し
」
と
い
う
時
間
の
区
切
り
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
「
昔
」
を
考
え
る
上
で
大
切
な
こ
と
は
、
物
理
的
な
時
間
の
問
題
で
は
な
く
、
物
語
の
背
景
と
内
容
の
問
題
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
背
景
が
昔
で
あ
っ
て
、
内
容
が
素
朴
で
、
や
ぼ
っ
た
い
田
舎
で
の
物
語
で
あ
れ
ば
昔
話
で
あ
り
民
話
で
あ
る
と

い
え
る
。
何
処
ま
で
が
昔
か
と
い
う
時
間
的
な
こ
と
で
、
悩
む
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
今
で
も
平
安
時
代
風
の
昔
話
が
生
ま
れ
る
し
、

江
戸
時
代
の
昔
話
も
大
正
時
代
の
民
話
も
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
我
々
は
民
話
や
昔
話
を
媒
体
に
し
て
、
い
つ
で
も
昔
に
戻
っ
て
、
素
朴
で
温
か
か
っ
た
田
舎
人
の
息
づ
か
い
の
す
る
原
風
景
の
中
に
入

っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
を
代
え
れ
ば
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”
今
と
な
っ
て
は
昔
、
む
か
し
の
人
間
社
会
の
原
風
景
が
見
ら
れ
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
民
話
や
昔
話
の
世
界
だ
け
で
あ
る
”
　
　
1

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


