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「
遠
野
物
語
」、
筆
記
さ
れ
た
物
語
と〈
親
し
く
〉　聞
い
た
物
語

―
―
葉
舟
怪
談
に
お
け
る
「
装
い
」
と
し
て
の
声

松　

原　

久　

子

一
、『
遠
野
物
語
』
の
同
時
代
評
か
ら

　

柳
田
國
男
は
『
遠
野
物
語
』（
一
九
一
〇
）
の
序
に
お
い
て
、「
此
話
は
全
て
遠
野
の
人
佐
々
木
鏡
石
君
よ
り
聞
」
い
た
も
の
を
「
筆
記
」
し
、「
一

字
一
句
を
も
加
減
せ
ず
感
じ
た
る
ま
ゝ
を
書
」
い
た
も
の
だ
と
述
べ
た（
１
）。
さ
ら
に
、
訪
れ
た
遠
野
の
風
景
や
生
活
を
紀
行
文
的
に
記
し
な
が
ら
、

本
作
の
内
容
に
つ
い
て
「
目
前
の
出
来
事
な
り
」、「
現
在
の
事
実
な
り
」
と
し
て
い
る
。
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
怪
談
・
奇
談
を
取
り
上
げ
る
に

際
し
、
そ
の
内
容
を
「
現
在
の
事
実
」
だ
と
謳
う
こ
と
で
、『
遠
野
物
語
』
は
む
し
ろ
怪
談
・
奇
談
の
権
威
化
を
図
っ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
柳
田
の
言
説
の
主
旨
は
、
本
書
が
佐
々
木
鏡
石
（
喜
善
）
の
語
っ
た
話
を
「
一
字
一
句
を
も
」
加
筆
・
削
除
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
な
く
筆
記
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
柳
田
は
「
感
じ
た
る
ま
ゝ
」
を
筆
録
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
。
東
北

の
訛
り
を
帯
び
た
口
語
体
で
あ
っ
た
喜
善
の
言
葉
が
、
当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
遠
野
物
語
』

が
喜
善
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ま
ま
に
筆
記
さ
れ
た
書
物
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
だ
。
柳
田
言
う
と
こ
ろ
の
「
一
字
一
句
も
加
減
せ
ず
」
と
い
う

言
葉
は
、
具
体
的
な
地
名
・
人
名
に
至
る
ま
で
喜
善
か
ら
も
れ
な
く
聞
き
出
し
、
自
ら
感
じ
た
ま
ま
を
記
録
し
た
本
書
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

今
日
の
研
究
で
も
、
柳
田
が
主
体
的
な
聞
き
手
と
な
っ
て
喜
善
に
質
問
し
、
地
名
や
人
名
な
ど
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
で
本
書
が
成
立
し
た
こ
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と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
２
）。

事
実
と
寸
分
異
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
度
重
な
る
推
敲
を
経
て
成
立
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
性
格
が
示
唆

さ
れ
た
文
だ
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
本
文
で
は
ほ
と
ん
ど
描
写
さ
れ
な
い
遠
野
の
風
景
の
多
く
が
序
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
本
書
の
成
立
と
遠
野
訪
問
と
の
関
係
も
序
の

な
か
で
示
唆
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
遠
野
物
語
』
の
序
文
は
、
本
書
成
立
の
実
態
と
は
異
な
る
内
容
を
多
く
含
み
、『
遠
野
物
語
』
成
立

の
経
緯
や
刊
行
の
意
味
に
対
す
る
誤
読
・
誤
解
を
生
起
し
や
す
い
。
序
文
が
本
書
の
印
象
や
読
み
の
方
向
性
を
あ
る
程
度
指
示
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、『
遠
野
物
語
』
出
版
当
時
発
表
さ
れ
た
同
時
代
評
は
、
そ
の
多
く
が
序
文
に
強
く
影
響
を
受
け
て
お
り
、
本
書
を
正
当
に
批
評
し

た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

次
に
引
く
の
は
、
島
崎
藤
村
が
『
遠
野
物
語
』
に
宛
て
て
書
い
た
文
章
で
あ
る（
３
）。　

　
『
遠
野
物
語
』
は
昨
年
の
夏
、
柳
田
国
男
君
が
花
巻
の
奥
に
あ
る
遠
野
郷
に
遊
ん
だ
時
、
旅
か
ら
携
へ
帰
つ
た
土
産
話
で
あ
る
。

　

斯
の
物
語
は
、
全
部
遠
い
地
方
の
伝
説
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
著
者
の
序
文
に
も
有
る
や
う
に
斯
う
い
ふ
話
を
聞
き
、

斯
う
い
ふ
土
地
を
見
て
は
、
人
に
話
さ
ず
に
居
ら
れ
な
い
と
い
ふ
ほ
ど
種
々
な
興
味
深
さ
事
柄
で
充
さ
れ
て
居
る
こ
と
や
、
簡
潔
で
誠
実

な
話
し
振
り
か
ら
こ
れ
に
加
へ
た
評
語
序
文
、
題
目
な
ど
が
、
先
づ
私
の
心
を
惹
い
た
。
柳
田
君
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
斯
の
異
色
あ
る
冊
子

は
今
私
の
前
に
あ
る
。
丁
度
私
は
読
み
了
つ
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
し
て
、
著
者
に
対
す
る
や
う
に
、
斯
の
冊
子
に
対
し
て
居
る
そ
の
こ
と
を

話
さ
う
。　

　

藤
村
は
、「
著
者
が
東
北
に
旅
し
て
、
遠
野
と
い
ふ
や
う
な
淋
し
い
地
方
で
得
た
印
象
は
、
巻
頭
の
序
文
の
一
節
に
よ
く
言
い
表
し
て
あ
る
」

と
い
う
言
葉
に
続
け
て
、『
遠
野
物
語
』
序
文
の
一
部
を
引
き
、
柳
田
が
「
去
年
八
月
の
末
」
に
遠
野
の
地
に
訪
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
地
方
の
様
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子
が
紀
行
文
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
部
分
を
示
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

斯
ふ
い
ふ
文
章
を
読
ん
で
、
そ
れ
か
ら
山
の
神
、
姥
神
、
山
男
、
山
女
、
又
は
著
者
の
言
ふ
ご
と
き
マ
ア
テ
ル
リ
ン
グ
の
『
侵
入
者
』

を
想
ひ
起
さ
せ
る
や
う
な
不
思
議
な
、し
か
も
活
き
た
眼
の
前
の
物
語
に
対
す
る
と
、ル
ウ
ラ
ル
、ラ
イ
フ
の
中
に
混
じ
て
見
出
さ
れ
る
『
驚

異
』
と
『
恐
怖
』
と
を
幽
か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
な
気
が
す
る
。　

　

藤
村
の
『
遠
野
』
評
は
、「
簡
潔
で
誠
実
な
話
し
振
り
か
ら
こ
れ
に
加
へ
た
評
語
序
文
、題
目
な
ど
が
、先
づ
私
の
心
を
惹
い
た
」
と
い
う
点
で
、

本
書
の
も
つ
語
り
や
構
成
の
特
徴
に
気
づ
い
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
冒
頭
で
「『
遠
野
物
語
』
は
昨
年
の
夏
、
柳
田
国
男
君
が
花
巻
の
奥
に
あ
る
遠
野
郷
に
遊
ん
だ
時
、
旅
か
ら
携
へ
帰
つ
た
土
産
話
」

だ
と
す
る
の
は
、
序
文
に
引
き
ず
ら
れ
た
誤
読
で
あ
る
。『
遠
野
物
語
』
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
旅
先
か
ら
持
ち
帰
っ
た
話
で
は
な
い
。
藤
村
の
読

み
は
、
あ
く
ま
で
柳
田
の
人
物
像
や
柳
田
自
身
の
研
究
に
対
す
る
興
味
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
喜
善
と
い
う
語
り
手
の
存
在

は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
藤
村
は
『
遠
野
物
語
』
を
、
観
察
力
の
富
ん
だ
旅
行
家
・
柳
田
が
持
ち
帰
っ
た
土
産
話
と
し
て
扱
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
遠
野
地
方
の
印
象
が
「
巻
頭
の
序
文
の
一
節
に
よ
く
言
ひ
表
し
て
あ
る
」
と
し
て
、
序
の
紀
行
文
を
引
用
し
、「
活
き
た
眼
の
前
の
物

語
に
対
す
る
と
、ル
ウ
ラ
ル
、ラ
イ
フ
の
中
に
混
じ
て
見
出
さ
れ
る
『
驚
異
』
と
『
恐
怖
』
と
を
幽
か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
な
気
が
す
る
」

と
も
述
べ
て
い
る
。
藤
村
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
活
き
た
眼
の
前
の
物
語
」
と
は
、
序
文
の
み
に
示
さ
れ
た
紀
行
文
的
描
写
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
。
序
文
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
柳
田
に
よ
る
遠
野
地
方
の
描
写
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
藤
村
の
遠
野
に
対
す
る
解
釈
な
の
で
あ
る
。「
活

き
た
眼
の
前
の
物
語
」
と
い
う
評
言
も
、「
此
は
是
目
前
の
出
来
事
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
導
か
れ
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
版
の
経

緯
や
遠
野
訪
問
の
時
期
か
ら
考
え
て
も
、
本
書
は
実
際
に
目
に
し
た
風
景
や
印
象
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
作
品
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
、『
遠
野
物
語
』
の
序
文
に
引
き
ず
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、『
遠
野
物
語
』
が
喜
善
の
語
り
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
こ
と
を
無
視
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し
た
批
評
と
し
て
、
花
袋
の
文
章（
４
）を

取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

　

異
常
な
る
事
件
必
ず
し
も
異
常
な
る
作
品
を
成
さ
な
い
。
平
凡
な
る
事
件
、
必
ず
し
も
平
凡
な
る
作
品
を
成
さ
な
い
。
異
常
と
平
凡
と

い
ふ
風
に
単
に
材
料
の
上
で
、
現
象
を
区
別
し
て
見
た
く
な
い
。
死
も
妖
怪
も
時
に
由
つ
て
は
神
秘
で
も
何
で
も
な
い
。
異
常
な
る
事
件

も
私
は
平
凡
な
る
事
件
と
し
て
見
た
い
。
又
書
き
度
い
。

　

印
象
主
義
は
、
客
観
的
外
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
を
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
曾
て
言
つ
た
。
印
象
主
義
は
眼
か
ら
入

つ
て
行
つ
た
芸
術
で
あ
る
。
色
彩
を
重
ん
じ
、
刹
那
の
感
じ
を
重
ん
ず
る
の
も
無
理
は
な
い
。　

　

花
袋
は
自
身
の
創
作
姿
勢
を
示
し
た
う
え
で
、
話
題
の
中
心
は
次
第
に
『
遠
野
物
語
』
へ
と
移
っ
て
い
く
。　

	

　

柳
田
君
の
『
遠
野
物
語
』
こ
れ
に
も
さ
う
し
た
一
種
の
印
象
的
の
匂
ひ
が
す
る
。
柳
田
君
曰
く
、『
君
に
は
僕
の
心
持
は
解
る
ま
い
。』

又
曰
く
、『
君
に
は
批
評
す
る
資
格
が
な
い
。』

　

粗
野
を
気
取
つ
た
贅
沢
。
さ
う
言
つ
た
風
が
到
る
処
に
あ
る
。
私
は
其
の
物
語
に
就
い
て
は
、
更
に
心
を
動
か
さ
な
い
が
、
其
物
語
の

背
景
を
塗
る
の
に
、
飽
ま
で
実
際
を
以
て
し
た
処
を
面
白
い
と
も
意
味
深
い
と
も
思
つ
た
。
読
ん
で
印
象
的
、
芸
術
的
の
に
ほ
ひ
の
す
る

の
は
、
其
内
容
よ
り
も
寧
ろ
其
材
料
の
取
扱
方
に
あ
る
。　

　

花
袋
は
、「
書
か
れ
た
」
物
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
印
象
的
の
に
お
い
」
を
評
価
し
て
お
り
、
そ
れ
は
無
意
識
・
無
自
覚

的
な
が
ら
も
『
遠
野
物
語
』
の
核
心
に
迫
る
評
価
た
り
え
た
。『
遠
野
物
語
』
は
、
死
や
妖
怪
、
そ
し
て
神
秘
を
「
客
観
的
外
面
」
つ
ま
り
「
実

際
の
観
察
」
に
よ
っ
て
描
い
た
と
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
は
、
柳
田
の
真
意
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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花
袋
の
『
遠
野
』
評
は
、
あ
く
ま
で
も
自
身
の
批
評
基
準
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
粗
野
を
気
取
つ
た
贅
沢
」
と
い
う
的
外
れ
な
批
評
に
終

始
す
る
。
こ
れ
は
到
底
、『
遠
野
物
語
』
を
正
当
に
評
価
し
た
言
葉
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

　

や
が
て
自
然
主
義
を
代
表
す
る
作
家
と
な
る
藤
村
と
花
袋
が
『
遠
野
物
語
』
の
限
界
を
読
み
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
自
然

主
義
文
学
の
特
異
性
を
示
唆
し
、
二
人
の
作
家
に
対
す
る
評
価
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
要
素
を
孕
ん
で
い
る
。
た
だ
し
こ
の
話
題
は
、
本
稿
の

目
的
と
は
方
向
を
異
に
す
る
た
め
、
別
稿
を
用
意
し
て
触
れ
た
い
と
思
う
。

　

次
い
で
、
泉
鏡
花
の
『
遠
野
物
語
』
評
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。「
近
ご
ろ
〳
〵
、
お
も
し
ろ
き
書
を
読
み
た
り
。
柳
田
國
男
氏
の
著
、
遠
野

物
語
な
り
」
と
書
き
出
さ
れ
る
「
遠
野
の
奇
聞
」
と
題
し
た
文
章
は
、一
見
『
遠
野
』
評
の
ご
と
く
見
え
る
が
、実
は
そ
う
で
は
な
い
。
全
編
『
遠

野
物
語
』
に
対
す
る
皮
肉
で
貫
か
れ
、
鏡
花
の
怪
談
・
奇
談
に
対
す
る
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。　

　

此
の
書
は
、
陸
中
国
上
閉
伊
郡
に
遠
野
郷
と
て
、
山
深
き
幽
僻
地
の
、
伝
説
異
聞
怪
談
を
、
土
地
の
人
が
談
話
し
た
る
を
、
氏
が
筆
に

て
活
か
し
描
け
る
な
り
。
敢
て
活
か
し
描
け
る
も
の
と
言
ふ
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
妖
怪
変
化
豈
得
て
斯
く
の
如
く
活
躍
せ
ん
や
。
（
５
）　

　

鏡
花
に
よ
る
『
遠
野
物
語
』
評
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
は
、
こ
の
「
敢
て
活
か
し
描
け
る
」
と
い
う
言
葉
の
受
け
取
り
方
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
る
。
石
井
正
己
は
、
鏡
花
が
喜
善
の
名
前
に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
話
し
手
で
あ
る
喜
善
の
技
量
よ
り
も
、
柳
田
の
筆
力
を
高

く
評
価
し
た
と
述
べ
る（
６
）。

鏡
花
の
評
を
指
し
て
、「
柳
田
が
筆
で
活
か
し
描
い
た
か
ら
」
こ
そ
、「
妖
怪
・
変
化
が
紙
か
ら
抜
け
出
し
て
目
の
前

で
活
躍
す
る
よ
う
な
躍
動
感
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
評
価
を
石
井
は
読
み
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
違
和
感
が
あ
る
。「
活
か
し
描
け
る
」

と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
、
二
度
目
に
は
「
敢
て
」
と
い
う
語
を
付
し
て
「
活
か
し
描
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
敢
て
」
と
い
う
語
に
は
、「
す

す
ん
で
」「
お
し
き
っ
て
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
鏡
花
は
「
活
か
し
描
け
る
」
と
い
う
行
為
が
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
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こ
の
「
活
か
し
描
け
る
」
と
は
鏡
花
一
流
の
皮
肉
で
あ
る
。
鏡
花
に
よ
る
柳
田
に
対
す
る
皮
肉
は
、
以
下
の
表
現
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

此
の
書
、
は
じ
め
を
其
の
地
勢
に
起
し
、
神
の
始
、
里
の
神
、
家
の
神
等
よ
り
、（
中
略
）
昔
々
の
歌
謡
に
至
る
ま
で
、
話
題
す
べ
て
一

百
十
九
。
附
馬
牛
の
山
男
、閉
伊
川
の
淵
の
河
童
、恐
し
き
息
を
吐
き
、怪
し
き
水
掻
の
音
を
立
て
て
、紙
上
を
抜
け
出
で
、眼
前
に
顕
る
ゝ
。

近
来
の
快
心
事
、
類
少
な
き
奇
観
な
り
。

　

昔
よ
り
言
ひ
伝
へ
て
、
随
筆
雑
記
に
俤
を
留
め
、
や
が
て
此
の
昭
代
に
形
を
消
さ
ん
と
し
た
る
山
男
も
、
又
た
め
に
生
命
あ
る
も
の
と

な
り
て
、
峰
づ
た
ひ
に
日
光
辺
ま
で
、
の
さ
〳
〵
と
出
で
来
ら
む
と
す
る
概
あ
り
。　

　

鏡
花
言
う
と
こ
ろ
の
「
紙
上
を
抜
け
出
で
眼
前
に
顕
る
ゝ
」
と
は
、そ
の
描
写
の
巧
み
さ
や
躍
動
感
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
山
男
が
「
日

光
辺
ま
で
の
さ
〳
〵
と
出
で
来
ら
む
」
よ
う
に
、
妖
怪
変
化
が
赤
裸
々
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
滑
稽
さ
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
紙

上
に
忽
然
と
そ
の
姿
を
現
し
、
書
き
表
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
気
ま
ず
さ
や
恥
ず
か
し
さ
を
説
い
て
い
る
の
だ
。
恐
ろ
し
さ
や
幻
想
性
は
失

わ
れ
て
し
ま
い
、
系
統
立
て
ら
れ
た
妖
怪
の
陳
腐
な
姿
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鏡
花
の
批
評
で
特
徴
的
な
の
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
情
景
ま
で
も
が
現
前
し
て
く
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
点
だ
。　

　

又
此
の
物
語
を
読
み
て
感
ず
る
所
は
、
事
の
奇
と
、
も
の
の
妖
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
其
の
土
地
の
光
景
、
風
俗
、
草
木
の
色
な
ど
を

不
言
の
間あ
い
だに

聞
き
得
る
事
な
り
。
白し

ろ
み望

に
茸
を
採
り
に
行
き
て
宿
り
し
夜
と
あ
る
に
つ
け
て
、
中
空
の
気
勢
も
思
は
れ
、
茸
狩
る
人
の
姿

も
偲
ば
る
。
（
７
）　

　
『
遠
野
物
語
』
の
本
文
に
は
、
奇
事
に
関
わ
る
人
物
や
地
名
、
そ
の
日
時
は
記
さ
れ
る
も
の
の
、
風
景
や
情
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
描
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写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
鏡
花
は
「
不
言
の
間
」
や
「
文
字
の
外
」
か
ら
、
土
地
の
光
景
や
風
俗
、
草
木
の
色
を
と
ら
え
、
読
み
取
る
と

い
う
の
だ
。

　

こ
れ
は
柳
田
に
向
け
た
痛
烈
な
皮
肉
で
あ
る
。
柳
田
の
文
章
か
ら
は
「
事
の
奇
と
、
も
の
の
妖
な
る
の
み
」
し
か
読
み
取
れ
ず
、
そ
の
背
景

と
な
る
べ
き
土
地
の
風
景
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
切
を
描
け
て
い
な
い

柳
田
の
書
き
ぶ
り
を
、
鏡
花
は
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
だ
。

二
、
水
野
葉
舟
に
よ
る
『
遠
野
物
語
』
評

　

水
野
葉
舟
は
、
柳
田
に
喜
善
を
紹
介
し
た
人
物
で
あ
り
、『
遠
野
物
語
』
以
前
に
喜
善
の
語
っ
た
遠
野
の
話
を
文
章
に
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

葉
舟
は
書
簡
を
模
し
た
文
体
で
も
っ
て
、「
こ
れ
は
こ
の
書
（
論
者
注
―
―
『
遠
野
物
語
』）
に
対
す
る
批
評
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
こ
と
わ
っ

た
う
え
で
、『
遠
野
』
に
対
す
る
「
感
想
や
記
憶
を
書
」
い
て
い
る（
８
）。
自
身
が
聞
い
た
喜
善
の
話
の
印
象
と
、
柳
田
の
手
に
よ
る
『
遠
野
物
語
』

を
読
ん
だ
印
象
と
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。　

　

こ
の
断
片
的
の
話
―
―
こ
れ
と
言
ふ
系
統
の
つ
い
て
居
な
い
、
種
々
な
人
の
、
種
々
な
方
向
に
対
す
る
記
憶
が
、
そ
れ
が
、
し
か
も
話

す
人
の
思
ひ
出
す
儘
に
話
し
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
斯
う
一
冊
に
な
つ
た
も
の
を
読
み
了
る
と
そ
の
後
に
遠
野
一
帯
の
生
活
が
彷
彿

と
し
て
横
は
つ
て
居
る
。
僕
は
こ
の
書
を
読
み
了
つ
た
時
に
は
、
一
種
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
僕
は
や
は
り
、
初
め
の
通
り
に
、
フ
エ

ヤ
リ
ー
、
テ
ー
ル
ス
を
聞
く
気
で
読
み
始
め
た
の
に
、
読
み
了
つ
て
し
ま
つ
た
時
に
は
、
山
奥
の
或
る
部
落
の
生
活
が
頭
に
残
つ
て
居
た
、

そ
れ
と
心
付
い
た
時
に
、僕
は
再
び
柳
田
氏
が
「
自
分
の
研
究
し
て
居
る
問
題
に
直
接
有
効
な
材
料
だ
」
と
言
は
れ
た
言
葉
を
思
ひ
出
し
た
、

僕
は
た
〻゙
何
の
中
心
も
な
く
話
し
て
居
る
、
佐
々
木
君
の
話
が
、
柳
田
氏
の
頭
の
中
で
、
立
派
に
順
序
が
立
つ
て
此
遠
野
の
一
縮
図
が
宿
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つ
て
居
た
事
を
感
じ
た
。
（
９
）

　

葉
舟
は
、
喜
善
か
ら
聞
い
た
当
初
は
「
フ
エ
ヤ
リ
ー
、
テ
ー
ル
ス
」
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
話
が
、
柳
田
が
「
一
字
一
句
を
も
加
減
せ
ず
感

じ
た
る
ま
ゝ
を
」「
筆
記
」
し
た
こ
と
で
、「
山
奥
の
或
る
部
落
の
生
活
」
へ
と
変
容
し
た
こ
と
の
驚
き
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
元
は
何
の
中

心
も
な
い
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、
順
序
だ
っ
た
話
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
批
評
は
、
序
文
に
影
響
さ
れ
て
本
書

の
印
象
を
語
っ
て
い
た
藤
村
や
、
自
身
が
も
つ
批
評
基
準
に
拘
泥
し
た
花
袋
と
は
根
本
的
な
違
い
を
も
つ
。
原
話
を
知
り
、
自
身
で
も
筆
録
化

し
た
葉
舟
は
、
柳
田
の
『
遠
野
物
語
』
の
も
つ
違
和
感
に
気
付
き
、
冷
静
な
目
で
そ
の
変
化
を
見
据
え
て
い
る
の
だ
。

　

最
も
注
目
す
べ
き
は
、〈
何
を
語
っ
た
か
〉
で
は
な
く
、〈
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
か
〉
と
い
う
点
を
葉
舟
が
重
く
見
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。〈
ど

の
よ
う
に
語
っ
た
か
〉
と
い
う
方
法
の
違
い
が
、
喜
善
の
話
を
「
フ
エ
ヤ
リ
ー
、
テ
ー
ル
ス
」
に
も
、「
山
奥
の
或
る
部
落
の
生
活
」
に
も
す
る

の
で
あ
る
。

　

実
際
、葉
舟
が
文
章
に
遺
し
た
喜
善
の
話
は
「
山
奥
の
或
る
部
落
の
生
活
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
な
の
は
、葉
舟
の
手
に
よ
る
怪
談
が
、

『
遠
野
物
語
』
と
の
比
較
を
行
う
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
柳
田
研
究
の
傍
流
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。「
ど

の
よ
う
に
語
っ
た
か
」
と
い
う
点
を
重
く
み
た
葉
舟
の
怪
談
は
、
単
独
で
取
り
上
げ
て
論
じ
る
べ
き
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

水
野
葉
舟
は
『
遠
野
物
語
』
成
立
前
後
に
、
喜
善
を
始
め
、
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
聞
い
た
怪
談
話
を
い
く
つ
か
書
き
遺
し
て
い
る
。

　

岩
本
由
輝
は
、
葉
舟
が
遺
し
た
怪
談
に
、『
遠
野
物
語
』
と
共
通
す
る
話
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
二
者
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る）
（1
（

。『
遠
野
物
語
』
は
地
名
や
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
が
明
示
さ
れ
て
い
る
一
方
、
葉
舟
の
文
章
は
固
有
名
詞
を
省
略
し
て

書
か
れ
て
い
る）
（（
（

と
岩
本
は
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、喜
善
と
の
「
会
話
の
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、葉
舟
の
方
が
喜
善
の
「
語

り
口
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
印
象
」
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
石
井
正
己
は
、
喜
善
の
話
が
失
わ
れ
て
い
る
現
在
、
岩
本
の
論
証
が
成
り
た
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
葉
舟
の
話
が
「「
聞
き
た
る
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ま
ま
」
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
、
ど
こ
に
も
な
い
」
と
批
判
す
る
。

　

石
井
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
会
話
の
か
た
ち
で
再
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
葉
舟
の
作
品
が
喜
善
の
話
に
近
い
と
は
言
い
難
い
。
そ

の
根
拠
と
し
て
、『
遠
野
物
語
』
の
一
〇
〇
話
と
共
通
す
る
内
容
の
話
と
し
て
、
葉
舟
が
書
き
遺
し
た
次
の
三
つ
の
作
品
を
挙
げ
た
い）
（1
（

。　

　

①
「
怪
談
（
Ⅱ
）」（『
趣
味
』
一
九
〇
九
・
六
）

　

②
「
狐
に
魅
さ
れ
し
話
の
数
々
」
第
五
話
（『
日
本
勧
業
銀
行
月
報
』
一
九
〇
九
・
一
〇
）

　

③
「
月
夜
峠
」（
泉
鏡
花
序
『
怪
談
会
』
柏
舎
書
楼
、
一
九
〇
九
・
一
〇
）　

　

こ
こ
に
挙
げ
た
作
品
は
、〝
妻
に
化
け
た
狐
を
殺
す
〟
と
い
う
共
通
し
た
筋
を
も
つ
。
し
か
し
展
開
が
少
し
異
な
っ
て
い
た
り
、
登
場
人
物
の

台
詞
が
別
の
も
の
だ
っ
た
り
と
、
全
く
同
じ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い）
（1
（

。
な
に
よ
り
、
こ
の
三
作
は
語
り
口
が
違
っ
て
お
り
、
喜
善
の
話
を

そ
の
ま
ま
文
字
に
起
こ
し
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
葉
舟
の
文
章
は
喜
善
の
話
に
近
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
話
者
の
語
り
の
再

現
を
装
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
遠
野
物
語
』
と
比
較
す
べ
き
葉
舟
の
作
品
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
北
国
の
人
」（『
新
小
説
』
一
九
〇
八
・
一
）
で
あ
る
。

「
北
国
の
人
」
は
、
葉
舟
と
佐
々
木
喜
善
と
の
出
会
い
を
記
し
た
も
の
で
、
お
さ
め
ら
れ
た
話
の
う
ち
に
は
『
遠
野
物
語
』
と
共
通
す
る
も
の
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
『
遠
野
物
語
』
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　

石
井
は
「
北
国
の
人
」
を
『
遠
野
物
語
』
と
比
較
し
て
取
り
上
げ
、「
小
説
の
前
半
は
荻
原
（
佐
々
木
）
の
話
を
共
通
語
を
使
っ
て
、
デ
ス
・

マ
ス
体
で
書
い
て
い
た
」
こ
と
か
ら
、「
一
編
の
創
作
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る）
（1
（

。　

　
「
北
国
の
人
」
に
お
い
て
、
葉
舟
と
喜
善
が
初
対
面
の
際
、
葉
舟
が
耳
に
し
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
喜
善
の
言
葉
は
、
聞
き
取
り
づ
ら
か
っ
た

こ
と
を
断
り
つ
つ
も
、
読
者
に
と
っ
て
は
わ
か
る
言
葉
（
共
通
語
）
で
書
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
喜
善
の
言
葉
が
聞
き
取
り
辛
か
っ
た
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状
況
を
読
者
に
説
明
す
る
と
同
時
に
、
話
し
て
い
た
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
書
き
方
の
工
夫
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
先
行
研
究
を
確
か
め
つ
つ
、
水
野
葉
舟
の
怪
談
の
特
徴
を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、
葉
舟
の
怪
談
は
『
遠

野
物
語
』
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
比
較
の
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
、『
遠
野
物
語
』
に
登
場
し
な
い
怪
談
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
。
葉
舟
の
怪
談
を
『
遠
野
物
語
』
研
究
の
比
較
の
対
象
に
留
め
る
の
で
は
な
く
、
作
品
自
体
の
価
値
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
葉
舟
の
手

に
よ
る
怪
談
を
単
独
で
取
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、「
親
し
く
聞
い
た
」
葉
舟
の
怪
談　

　

本
章
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
葉
舟
の
怪
談
作
品
を
取
上
げ
た
い
。
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
主
に

次
の
三
作
品）

（1
（

で
あ
る
。　

　

④
「
怪
夢
」（『
趣
味
』
一
九
〇
八
・
六
）

　

⑤
「
怪
談
（
Ⅰ
）」（『
趣
味
』
一
九
〇
八
・
九
）

　

⑥
「
怪
談
（
Ⅲ
）」（『
勧
銀
月
報
』
一
九
〇
九
・
七
）　

　
「
怪
夢
」
は
、「
ア
ン
ド
リ
ユ
ー
、
ラ
ン
グ
氏
の
集
め
た
話
の
中
の
二
三
を
こ
こ
に
書
い
」
た
も
の
や
、「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
、
ク
ー
パ
ー
氏
の
書

い
た
も
の
」
か
ら
な
る
作
品
で
あ
る
。
本
作
品
は
葉
舟
が
怪
談
収
集
を
始
め
る
き
っ
か
け
や
、
参
考
と
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
葉
舟

に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
グ
ら
は
集
め
た
話
を
で
き
る
だ
け
「
其
儘
書
い
」
て
お
り
、
本
作
は
そ
の
翻
訳
に
あ
た
る
。

　
「
怪
夢
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
怪
談
で
は
、
人
物
の
固
有
名
詞
が
記
述
さ
れ
、
怪
異
が
起
き
た
日
時
や
場
所
な
ど
も
明
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
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な
特
徴
は
、
葉
舟
が
の
ち
に
執
筆
す
る
怪
談
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
葉
舟
の
怪
談
で
は
、
人
物
名
や
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
は
伏
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
日
時
も
「
或
る
夜
」
の
よ
う
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ラ
ン
グ
の
「
怪
夢
」
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
葉
舟
は
ラ
ン

グ
ら
の
著
作
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
を
抽
象
化
し
た
り
ぼ
か
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
翻
訳
を
行
っ
て
い
た
。

　

で
は
、
葉
舟
は
実
作
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
怪
談
作
品
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
執
筆
し
た
作
品
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
怪
談
（
Ⅰ
）」
で
は
六
つ
の
話）
（1
（

	

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
冒
頭
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
前
も
っ
て
断
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
話
は
た
だ
親、

、

、

、

、

、

し
く
聞
い
た
と
言
う
事
に
重
き
を
置
い
た
か
ら
、
話
の
種
類
が
極
く
雑
多
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
、
も
一
つ
、
こ
れ
等
の
話
を
自
分
は
信
じ
て
い
る
。
自
分
の
神
経
は
少
く
と
も
疑
わ
ず
に
聞
き
得
る
。
…
…
と
言
う
事
を
、
断
っ

て
置
き
た
い
。

　

葉
舟
は
「
親
し
く
聞
い
た
」
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、「
親
し
く
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
る
。
こ
の
言
葉
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
葉
舟
が
用
い
る
「
親
し
く
」
と
い
う
語
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
「
怪
談
（
Ⅰ
）」
に
収
録
さ
れ
た
六
つ
の
話
の
う
ち
、
三
つ
の
話
の
導
入
で
「
親
し
く
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
影

の
人
」
と
い
う
話
で
は
、「
こ
れ
は
自
分
の
母
が
親
し
く
話
し
た
話
し
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
。
話
者
は
葉
舟
の
母
で
あ
る
が
、こ
の
「
親
し
く
」

と
い
う
語
は
、
血
縁
で
あ
る
こ
と
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
親
し
く
」
と
は
、
葉
舟
が
母
に
直
接
そ
の

話
を
聞
い
た
と
い
う
程
度
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
鶏
の
声
」
と
い
う
話
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
三
十
七
年
の
七
月
に
、
今
ロ
ン
ド
ン
に
住
っ
て
い
る
高
村
光
太
郎
君
と
、
一
所
に
赤
城
山
に
登
っ
た
時
の
事
で
、
高
村
君
が
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親、

、

、

、

、

、

、

、

し
く
出
く
わ
し
た
と
言
う
の
で
話
し
て
く
れ
た
話
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
影
の
人
」
冒
頭
と
は
異
な
る
文
脈
で
「
親
し
く
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
親
し
く
」
は
、
葉
舟
と
高
村
光
太

郎
と
の
関
係
を
指
し
示
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
は
な
い
。
ま
た
、
聞
き
手
が
話
者
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
と
い
う
点
で
「
影
の
人
」
と
同
じ
性

質
を
持
つ
が
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
、
光
太
郎
が
怪
異
と
「
出
く

わ
し
た
」
こ
と
に
対
し
、「
親
し
く
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
太
郎
自
身
が
怪
異
の
直
接
の
目
撃
者
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
だ
。

　

つ
ぎ
に
、「
大
入
道
」
と
い
う
話
の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。

　

こ
れ
は
つ
い
こ
の
頃
上
京
し
た
太
田
み
づ
ほ
の
や
君
に
聞
い
た
話
だ
。

　

或
る
時
太
田
君
と
偶
然
窪
田
君
の
家
で
落
ち
合
っ
て
、
そ
れ
か
ら
三
人
で
寄
席
に
行
っ
た
帰
り
が
、
電
車
の
中
で
、
自
分
が
ふ
っ
と
そ

ん
な
話
を
す
る
と
、
太
田
君
は
、

　
「
そ
う
言
う
事
は
あ
る
も
ん
だ
。
僕
も
一
度
親、

、

、

、

、

、

、

、

し
く
出
く
わ
し
た
人
に
話
を
聞
い
た
事
が
あ
る
」
…
…
と
言
っ
て
こ
の
話
を
し
た
。

　

こ
の
導
入
を
経
て
、
物
語
は
怪
談
話
へ
と
移
っ
て
い
く
。
話
者
と
聞
き
手
が
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
話
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
先
の
二
話

と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
例
で
使
わ
れ
て
い
る
「
親
し
く
」
は
、「
影
の
人
」
同
様
、
怪
異
を
直
接
目
撃
し
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
な
お
、
怪
異
の
直
接
の
目
撃
者
は
話
者
の
太
田
で
は
な
い
。
太
田
は
怪
異
を
直
接
目
撃
し
た
と
す
る
人
物
か
ら
話
を
聞
き
、
そ
れ

を
葉
舟
に
対
し
て
話
し
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
は
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
用
い
て
太
田
の
話
を
ま
る
で
再
現
す
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
葉
舟
の
手
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
葉
舟
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
「
親
し
く
」
と
い
う
語
彙
が
登
場
し
て
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い
る
。

　
「
怪
談
（
Ⅰ
）」
で
用
い
ら
れ
た
「
親
し
く
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
文
脈
を
踏
ま
え
る
と
、
⑴
怪
異
の
体
験
者
か
ら
直、

、接
聞
い
た
話
、
⑵
怪

異
を
直、

、接
体
験
し
た
り
目
撃
し
た
り
し
た
話
、と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、こ
こ
で
使
わ
れ
た
「
親
し
く
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
、
怪
異
と
そ
の
目
撃
者
と
の
関
係
性
、
語
り
手
と
聞
き
手
（
葉
舟
）
と
の
関
係
や
距
離
感
が
確
認
で
き
る
。
聞
き
手
で
あ
る
葉
舟
と
の
距
離

を
測
る
も
の
さ
し
と
し
て
、「
親
し
く
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

葉
舟
が
重
き
を
置
い
た
と
い
う
「
親
し
く
聞
い
た
」
と
は
、
こ
の
⑴
に
あ
た
り
、
つ
ま
り
は
葉
舟
自
身
が
利
き
手
の
立
場
と
な
っ
て
、
直、

、接

話
を
聞
い
た
も
の
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
き
に
⑵
を
含
む
怪
談
で
あ
っ
た
。

　
「
怪
談
（
Ⅰ
）」
で
は
、
怪
談
・
奇
談
を
取
り
上
げ
な
が
ら
そ
の
真
偽
を
は
か
る
よ
う
な
、
ま
た
、
価
値
判
断
を
下
す
視
点
を
含
ん
で
い
る
よ

う
な
節
が
あ
る
。

　
「
末
期
の
心
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
怪
異
に
対
し
て
「
あ、

、

、

、

、

り
ふ
れ
た
も
の
だ
」）
（1
（	

と
評
価
し
た
り
、
和
尚
の
話
に
対
し
て
「
自
分
は
こ
れ
を
全
体

と
し
て
信
ず
る
事
は
出
来
な
い
」
と
述
べ
た
り
す
る
な
ど
、
あ
る
価
値
基
準
に
基
づ
く
判
断
に
従
っ
て
、
怪
異
を
取
り
上
げ
る
。「
怪
談
（
Ⅰ
）」

冒
頭
で
は
、「
親
し
く
聞
く
」
こ
と
と
併
せ
て
「
こ
れ
等
の
話
を
自
分
は
信
じ
て
い
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、「
死
ん
だ
姉
」
に
登
場
す
る
宮
の
所
在
が
分
か
ら
ず
、「
聞
き
違
え
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
違
っ
て
い
た
と
せ
ば
何い
ず

れ

訂
正
す
る
」
と
い
う
、
自
ら
の
間
違
い
も
想
定
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
内
容
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
興
味
を

そ
そ
ら
れ
る
怪
異
を
単
に
列
挙
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
信
憑
性
に
も
気
を
配
っ
て
、
葉
舟
は
怪
談
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
怪
異
と
遭
遇
し
た
こ
と
や
、
怪
異
と
か
か
わ
っ
た
人
物
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
、「
親
し
く
聞
い
た
」
こ
と
が
、
話
の
信

用
性
を
高
め
る
た
め
の
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ラ
ン
グ
に
触
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
葉
舟
が
怪
談
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
に
言
及
し
た
が
、「
怪
談
（
Ⅲ
）」
の
冒
頭
で
も

ラ
ン
グ
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ラ
ン
グ
の
著
書
の
中
か
ら
、
怪
談
を
翻
訳
し
」
て
掲
載
し
た
が
、
今
回
取



― 86 ―

り
上
げ
る
の
は
、「
自
分
が
親、

、

、

、

、

、

し
く
聞
い
た
話
の
中
で
面
白
い
と
思
っ
た
の
を
五
六
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、「
怪
談
（
Ⅰ
）」
に

通
じ
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

　
「
怪
談
（
Ⅲ
）」
の
「
若
い
女
」
と
い
う
話
に
お
い
て
、「
こ
れ
は
Ａ
氏
の
近
親
の
人
で
母
さ
ん
と
言
わ
れ
る
人
が
親、

、

、

、

、

し
く
見
た
と
言
う
話
」
と

し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
「
影
の
人
」
と
い
う
話
で
も
、「
親
し
く
」
と
い
う
言
葉
が
冒
頭
部
分
に
登
場
す
る
。

　

こ
れ
は
Ｓ
氏
と
言
う
学
生
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
が
、
こ
う
言
う
幽
霊
が
あ
る
。

　

影
の
よ
う
な
人
だ
。
影
の
よ
う
な
人
が
偶
然
と
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
人
が
あ
る
。（
こ
れ
は
、
自
分
は
信
ず
る
。
自
分
の
近
親
の
も
の

に
も
そ
れ
を
見
た
と
親、

、

、

、

、

し
く
話
し
た
の
を
聞
い
た
事
が
あ
る
位
だ
。）

　

こ
こ
で
は
、「
Ｓ
氏
と
い
う
学
生
か
ら
聞
い
た
話
」
の
信
憑
性
を
保
証
す
る
裏
づ
け
と
し
て
、「
自
分
の
近
親
の
も
の
に
も
そ
れ
を
見
た
と

親、

、

、

、

、

、

し
く
話
し
た
の
を
聞
い
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
怪
異
を
「
見
た
と
親
し
く
話
し
た
」
人
が
い
る
こ
と
が
、
怪
談
の
真
偽
を
判
ず
る

材
料
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、「
怪
談
（
Ⅲ
）」
の
冒
頭
で
は
、「
前
口
状
」
と
し
て
、
読
者
か
ら
怪
異
譚
を
集
め
よ
う
と
い
う
旨
の
希
望
を
書
い
て
い
る
。

　

で
、
序
言
の
つ
い
で
に
、
自
分
は
読
者
諸
君
に
こ
う
言
う
事
を
希
望
す
る
。
自
分
は
今
、
或
目
的
を
以
て
少
し
く
こ
の
種
の
話
を
集
め

て
見
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
企
に
つ
い
て
は
、
広
く
世
間
の
話
も
聞
き
た
く
思
う
。
そ
れ
で
も
し
諸
君
の
中
で
、
よ
い
話
を
お
持
ち

の
方
は
、
独
り
蔵
し
て
し
ま
わ
れ
ず
に
、
手
紙
で
な
り
、
又
近
い
処
の
方
な
ら
ば
自
分
の
家
を
お
訪
ね
下
さ
る
な
り
し
て
、
話
し
て
聞
か

し
て
戴
き
た
く
思
う
。
た
だ
し
、
も
し
手
紙
を
下
さ
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
件
を
決
し
て
文
学
的
に
修
飾
せ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
希
望
し
ま
す
。

自
分
の
望
む
の
は
名
文
が
拝
見
し
た
い
の
で
は
な
く
、
よ
い
お
話
を
集
め
た
い
の
で
す
。
で
、
な
る
可
く
事
実
を
ま
げ
ぬ
よ
う
、
誇
張
し
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て
凄
味
を
付
け
よ
う
と
せ
ら
れ
ぬ
よ
う
。（
こ
れ
は
却
っ
て
す
ご
く
な
く
な
る
も
の
で
す
か
ら
。）
御
注
意
を
希
望
し
ま
す
。

　

葉
舟
は
怪
異
を
集
め
る
に
あ
た
り
、「
近
い
処
の
方
な
ら
ば
自
分
の
家
を
お
訪
ね
下
さ
る
な
り
し
て
、
話
を
聞
か
し
て
戴
き
た
」
い
と
述
べ
て

い
る
。
直
接
会
っ
て
話
を
聞
き
た
い
と
い
う
希
望
に
は
、「
親
し
く
聞
」
く
こ
と
を
重
視
す
る
葉
舟
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、

も
し
手
紙
で
あ
れ
ば
、「
文
学
的
に
修
飾
せ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
凄
み
の
あ
る
「
名
文
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
が

ま
げ
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

　

葉
舟
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
誰
か
が
体
験
し
た
怪
異
譚
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、「
誇
張
し
て
凄
み
を
付
け
」
た
文
章

で
は
、
そ
の
事
実
性
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
葉
舟
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

し
か
し
、
事
実
譚
と
し
て
の
怪
談
収
集
を
目
論
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
葉
舟
怪
談
が
ま
っ
た
く
創
作
色
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
①
か
ら
③
の
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
喜
善
の
話
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
、
内
容
や
表
現
が
異
な
る
作
品
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
共
通
し
て
「
会
話
の
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
」）
（1
（	

た
め
に
、
そ
れ
が
本
当
に
あ
っ
た
や
り
と
り
の

よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
怪
談
（
Ⅰ
）」
の
「
鶏
の
声
」
で
は
、
高
村
光
太
郎
君
か
ら
聞
い
た
怪
談
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
夜
に
鶏
の
声
を
聞
く
と
い
う
怪
異
に
出
く

わ
し
た
と
き
の
出
来
事
が
語
ら
れ
、
茫
然
と
し
た
光
太
郎
の
姿
が
描
出
さ
れ
る
。

　

全
く
心
が
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。
道
を
迷
っ
た
筈
は
な
し
と
は
思
う
が
、全
く
途
方
に
く
れ
て
し
ま
っ
て
、地じ
べ
た辺

に
座
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

座
っ
て
じ
っ
と
気
を
落
ち
付
け
た
。
も
の
の
三
十
分
も
そ
う
し
て
い
た
ろ
う
。
そ
こ
で
立
ち
上
っ
て
歩
る
き
出
し
た
が
、
も
う
鶏
の
鳴
く

声
は
し
な
か
っ
た
。

　

と
言
っ
て
、
高
村
君
は
こ
う
つ
け
足
し
た
。
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「
こ
れ
は
な
ん
だ
ね
、
幻
覚
と
か
言
う
も
の
の
、
声
を
聞
く
方
だ
ね
。
…
…
そ
れ
で
や
っ
と
地
獄
谷
の
家
に
た
ど
り
付
い
た
が
、
そ
の
時

は
も
う
夜
の
十
二
時
過
ぎ
一
時
ご
ろ
だ
っ
た
。
そ
し
て
道
も
別
段
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
」

　

注
目
す
べ
き
は
、
怪
異
の
顛
末
を
引
き
受
け
て
、
語
り
手
と
し
て
の
光
太
郎
自
身
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
怪
異
が
起
こ
っ
た
赤
城
山
か

ら
場
面
が
急
転
し
、
怪
談
を
語
る
光
太
郎
と
、
そ
れ
を
聞
く
葉
舟
と
い
う
２
人
の
構
図
が
現
出
す
る
の
だ
。
い
か
に
も
光
太
郎
が
話
し
終
え
た

か
の
よ
う
な
演
出
に
よ
っ
て
、
活
字
を
追
う
読
者
の
耳
に
ま
で
語
り
手
の
声
が
響
く
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

柳
田
は
、
喜
善
か
ら
聞
い
た
遠
野
の
怪
談
を
扱
う
に
あ
た
り
、
取
り
上
げ
た
も
の
を
「
目
前
の
出
来
事
な
り
」
と
し
、「
此
書
は
現
在
の
事
実

な
り
」
と
こ
と
わ
っ
た
こ
と
で
、
取
り
上
げ
た
怪
談
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
同
時
に
、
喜
善
と
い
う
語
り
手
の
声
を
消
し
、
怪
異
を
ラ

ベ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
「
フ
エ
ヤ
リ
ー
、
テ
ー
ル
ス
」
を
「
山
奥
の
或
る
部
落
の
生
活
」
へ
と
変
化
さ
せ
た
。
そ
れ
が
、
柳
田
な
り
の
真
実
ら

し
さ
の
保
証
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
鏡
花
の
批
評
に
あ
る
よ
う
に
、
幻
想
性
が
失
わ
れ
、
陳
腐
さ
が
勝
る
結
果
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。

　

柳
田
が
真
実
ら
し
さ
を
保
証
す
る
た
め
に
喜
善
の
語
り
口
を
削
除
し
た
一
方
で
、
む
し
ろ
喜
善
の
声
を
装
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
味
を
生

ん
だ
の
が
葉
舟
で
あ
っ
た
。
葉
舟
は
語
り
手
の
声
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、怪
談
を
や
り
取
り
す
る
卑
近
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
現
前
さ
せ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
葉
舟
の
手
に
よ
る
遠
野
怪
談
に
限
ら
ず
、
多
数
の
怪
談
で
見
ら
れ
る
彼
な
り
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
葉
舟
は
「
親

し
く
聞
い
た
」
話
者
の
声
を
装
う
こ
と
で
、
真
実
味
を
保
証
し
な
が
ら
も
「
フ
エ
ヤ
リ
ー
、
テ
ー
ル
ス
」
と
し
て
幻
想
性
を
残
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
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注

１　

柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』（
自
費
出
版
、
一
九
一
〇
・
六
）

２　

石
井
正
巳
は
「
草
稿
本
「
遠
野
物
語
一
」
の
書
き
入
れ
」（『
遠
野
物
語
の
誕
生
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
・
八
、
六
九
～
九
〇
頁
）
に
お
い
て
、『
遠

野
物
語
』
の
草
稿
本
に
は
、
あ
と
か
ら
書
き
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
数
字
や
地
名
が
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
遠
野
物
語
』

は
主
体
的
な
聞
き
手
で
あ
る
柳
田
な
し
に
は
、
成
立
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

３　

島
崎
藤
村
「『
遠
野
物
語
』」（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
柳
田
国
男
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
六
・
五
）
二
七
九

～
二
八
〇
頁
（
初
出
、「
中
学
世
界
」
一
九
一
〇
・
七
）

４　

田
山
花
袋
「
事
件
」、「
印
象
主
義
」、「
印
象
に
富
ん
だ
書
」（『
定
本	

花
袋
全
集
』
第
一
五
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
三
七
・
一
）
三
四
九
～
三
五
〇

頁
（
初
出
、「
イ
ン
キ
壺
」（『
文
章
世
界
』
五
巻
九
号
、
一
九
一
〇
・
七
））

５　

泉
鏡
花
「
遠
野
の
奇
聞
」（『
鏡
花
全
集
』
第
二
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
・
一
一
月
）
四
六
二
～
四
七
〇
頁
（
初
出
、「
新
小
説
」
一
九
一
〇
・

九
月
、
一
一
月
）

６　

石
井
正
巳
「
Ⅸ	

泉
鏡
花
と
『
遠
野
物
語
』」（『
遠
野
物
語
の
誕
生
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
・
八
）
二
七
〇
～
二
九
九
頁

７　

前
掲
５
、
四
六
五
頁

８　

水
野
葉
舟
「
遠
野
物
語
を
読
み
て
」（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
柳
田
国
男
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
六
・
五
）

二
八
五
～
二
八
七
頁
（
初
出
、「
読
売
新
聞
」
一
九
一
〇
・
一
二
・
一
八
、
別
刷
一
面
）

９　

前
掲
８
、
二
八
六
頁

10　

岩
本
由
輝
「
二
、
聞
き
た
る
ま
ま
―
水
野
葉
舟
の
『
遠
野
物
語
』」（『
追
補
版
も
う
一
つ
の
遠
野
物
語
』、
刀
水
書
店
、
一
九
九
四
・
二
）
三
八
～

六
八
頁

11　

固
有
名
詞
だ
っ
た
も
の
が
「
某
村
」
や
「
或
る
人
」
な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

12　

①
か
ら
⑥
ま
で
の
葉
舟
の
テ
ク
ス
ト
は
全
て
『
遠
野
物
語
の
周
辺
』（
横
山
茂
雄
編
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
に
よ
っ
た
。
な
お
、「
怪

談
」（
Ⅰ
）
か
ら
（
Ⅲ
）
の
初
出
タ
イ
ト
ル
は
ど
ち
ら
も
「
怪
談
」
で
あ
る
が
、『
遠
野
物
語
の
周
辺
』
に
お
い
て
、「
怪
談
」
に
は
便
宜
的
に
（
Ⅰ
）
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～
（
Ⅸ
）
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
倣
っ
た
。
引
用
箇
所
の
傍
点
は
、
こ
と
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

13　
『
遠
野
物
語
』
の
一
〇
〇
話
と
葉
舟
の
①
・
②
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
展
開
の
比
較
は
、
前
掲
10
の
岩
本
論
文
に
詳
し
い
。

14　

前
掲
２
、
三
二
～
三
三
頁

15　

前
掲
12
に
同
じ
。

16　

六
つ
の
話
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
文
壇
関
係
者
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
、
そ
う
で
な
い
者
は
頭
文
字
な
ど
を
用
い
て
名
前
が
伏
せ
ら

れ
て
い
る
。

一
、
死
ん
だ
姉
（
佐
々
木
鏡
石
君
の
話
）

二
、
鶏
の
声
（
高
村
光
太
郎
君
が
話
し
て
く
れ
た
話
）

三
、
影
の
人
（
自
分
の
母
が
親
し
く
話
し
た
話
し
、
自
分
も
変
な
事
に
出
逢
つ
た
）

四
、
大
入
道
（
太
田
み
づ
ほ
の
や
君
に
聞
い
た
話
）

五
、
壁
の
顔
（
Ｃ
―
君
と
言
ふ
友
人
の
話
し
た
話
、
Ｓ
―
君
か
ら
も
聞
い
た
）

六
、
末
期
の
心
（
或
る
人
が
話
し
て
く
れ
た
も
の
）

17　

引
用
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。

18　

前
掲
10
に
同
じ
。

〔
付
記
〕
本
論
引
用
は
、
旧
漢
字
は
全
て
新
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
本
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
ル
ビ
は
一
部
を
除
き
省
略
し
た
。

	

（
博
士
後
期
課
程
）


