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は
じ
め
に

　

小
川
未
明
の
童
話
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
は
、
大
正
一
〇
年
二
月
一
六
日
か
ら
二
〇
日
に
わ
た
り
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
「
新
童
話
」
欄
に
掲
載
さ
れ

１

、三
か
月
後
に
発
刊
さ
れ
た
童
話
集

『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』（
天
佑
社
、
大
正
一
〇
年
）
の
表
題
作
と
な
っ
た
作
品
で
あ
り
、
未
明
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
戦
後
の
児
童
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
苛
烈
な
未
明

批
判
が
展
開
さ
れ
た
際
に
は
未
明
の
代
表
作
と
し
て
本
作
に
批
判
が
集
中
し

２

、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
を
軸
に
、
本
作
の
物
語
展
開
の
持
つ
意
義
を
再
考
す
る
試
み
が
長
ら
く
な
さ
れ

て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
本
作
は
、
母
親
の
人
魚
が
人
間
を
慈
愛
に
満
ち
た
存
在
と
信
じ
て
子
ど
も
を
託
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
夫
婦
や
町
の
人
間
が
利
得
に
流
さ
れ
娘
の
人

魚
を
不
幸
に
追
い
や
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
母
親
の
人
魚
の
怒
り
や
悔
恨
に
よ
っ
て
町
が
亡
ぶ
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ

３

、
近
代
の
児
童
労
働
や
人
身
売
買
、
貨
幣
経
済
の
ゆ
が
み
な
ど
に
対

す
る
社
会
批
判
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

４

。

　

ま
た
上
笙
一
郎

５

を
は
じ
め
と
し
て
、
本
作
の
モ
デ
ル
や
題
材
、
説
話
や
昔
話
と
の
関
係
を
分
析
す
る
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
堀
畑
真
紀
子
は

６

、「
小
さ
子
」
話
、『
竹
取
物
語
』、

「
竜
宮
童
子
」
な
ど
の
昔
話
と
本
作
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
、
物
語
の
設
定
や
展
開
に
類
似
点
を
多
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、『
赤
い
鳥
』
の
児
童
観
を
反
映
し
た
人
魚
の
娘
の
造
型
や
自

己
犠
牲
を
厭
わ
な
い
母
親
像
、
結
末
に
怨
霊
思
想
を
反
映
さ
せ
て
い
る
な
ど
の
相
違
点
を
、
未
明
の
〈
創
作
的
付
加
〉
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
木
村
小
夜
も
、
未
明
童
話
は
〈（
従
来
の
因
果

話
な
ど
の
―
―
注
渋
谷
）〈
型
〉
を
利
用
し
つ
つ
〉、〈〈
型
〉
を
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
物
語
の
眼
目
が
発
見
さ
れ
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
が

７

、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
未
明
は
本
作
の
典
拠
を
具

体
的
に
示
し
て
は
い
な
い
た
め
、
特
定
の
昔
話
、〈
型
〉
と
の
相
違
点
を
未
明
の
創
作
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
怨
霊
思
想
に
関
し
て
も
、
三
浦
正
雄
が
本

作
の
結
末
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る

８

『
諸
国
里
人
談
』
に
採
録
さ
れ
た
人
魚
の
怨
霊
譚
に
は
、
そ
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
や
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
本
作
に
は
堀
畑
の
取
り
上

げ
る
「
竜
宮
童
子
」
や
、
福
子
な
ど
神
の
授
け
子
を
め
ぐ
る
伝
承
や
民
間
信
仰
と
、
三
浦
の
指
摘
す
る
人
魚
の
怨
霊
譚
と
の
明
ら
か
な
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
作
の
展
開
に

お
い
て
こ
う
し
た
二
つ
の
伝
承
の
類
型
が
重
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
の
意
義
を
こ
そ
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
本
作
で
は
民
間
信
仰
や

昔
話
の
類
型
が
物
語
展
開
を
支
え
る
の
み
な
ら
ず
、
作
中
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
作
の
謂
わ
ば
メ
タ
伝
承
的
性
格
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
堀
畑
が
指
摘
す
る
人
物
造
型
は
、
展
開
や
設
定
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
大
正
期
の
創
作
童
話
と
し
て
書
か
れ
た
本
作
の
、
語
り
の
構
造
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
作
の
語
り
は
、
結
末
部
で
は
老
夫
婦
と
町
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
淡
々
と
語
っ
て
い
く
伝
承
の
語
り
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
く
一
方
で
、
冒
頭
で
は
母
人
魚
に
、

中
間
部
で
は
子
ど
も
の
人
魚
に
寄
り
添
い
、そ
の
痛
切
な
心
情
を
立
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。『
赤
い
鳥
』
な
ど
大
正
期
童
話
の
特
質
と
し
て
、子
ど
も
の
純
粋
無
垢
な
心
を
描
く
と
同
時
に
、

こ
れ
に
向
け
ら
れ
る
親
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
描
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
、
子
ど
も
の
心
理
へ
の
語
り
の
焦
点
化
に
よ
っ
て
実
現
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
９

。
本
作
は
、
昔
話
や
伝
承
の
語
り
と
大
正
期
童
話
の
語
り
と
を
融
合
さ
せ
、
異
界
の
存
在
で
あ
る
人
魚
を
内
側
か
ら
描
い
て
み
せ
て
い
る
点
に
、
そ
の
独
創
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
以
上
の
視
点
に
立
ち
、
ま
ず
は
作
品
世
界
の
内
部
で
伝
承
や
迷
信
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
く
る
か
を
、
人
魚
の
世
界
、
人
間
世
界
の
双
方
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
上
で
、
焦
点

化
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
人
魚
の
心
情
と
結
末
と
の
関
係
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
本
作
が
ど
の
よ
う
な
伝
承
・
昔
話
の
類
型
を
用
い
て
成
立
し
て
い
る
か
を
改
め
て

調
査
し
、
考
察
し
た
上
で
、
近
代
童
話
と
し
て
の
本
作
が
昔
話
や
伝
承
を
構
造
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
込
み
、
か
つ
こ
れ
を
如
何
に
近
代
の
童
話
に
転
換
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
語
り
の

問
題
に
着
目
し
つ
つ
考
察
を
試
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
童
心
主
義
の
文
学
と
言
わ
れ
た
大
正
期
童
話
の
性
質
を
再
考
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

一
　「
伝
承
」
に
よ
っ
て
動
く
大
人
達

　

本
作
は
冒
頭
で
は
母
親
の
人
魚
の
心
内
語
を
地
の
文
に
組
み
込
み
、
そ
の
心
情
に
焦
点
化
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
母
親
の
人
魚
が
我
が
子
の
幸
福
を
願
う
心
情
は
共
感
的
に
読
ま
れ

て
き
た
も
の
の
、「
捨
て
子
」
を
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た

１
０

。
ま
た
い
ぬ
い
と
み
こ
は
、
本
作
を
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
と
比
較
し
た
上
で
、

本
作
の
人
魚
の
世
界
が
具
体
的
な
設
定
に
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
が

１
１

、
こ
れ
は
母
親
の
人
魚
が
な
ぜ
人
間
に
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
た
か
が
不
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
と

も
関
わ
る
点
で
、「
捨
て
子
」
へ
の
批
判
と
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
節
で
は
ま
ず
人
魚
の
母
親
と
彼
女
を
取
り
巻
く
人
魚
社
会
と
の
関
係
を
具
体
的
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
女
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
を
人
間
に
託
す
に
至
る
思
考
の
過
程
を
再
考
す
る
。
そ
の
上
で
、
人
魚
の
子
ど
も
を
拾
っ
た
老
夫
婦
ら
町
の
人
間
の
行
動
原
理
を
分
析
し
、

そ
の
両
者
に
お
い
て
噂
や
伝
承
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

母
親
の
人
魚
は
冒
頭
で
、
岩
の
上
か
ら
夜
の
海
を
眺
め
、
自
分
た
ち
人
魚
の
住
む
北
の
海
を
〈
淋
し
い
景
色
〉
と
批
判
的
に
見
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
〈
い
ろ
〳
〵
な
獣
物
等
と
く
ら
べ
た

ら
、
ど
れ
程
人
間
の
方
に
心
も
姿
も
似
て
ゐ
る
〉
か
わ
か
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
長
い
年
月
の
間
、
話
を
す
る
相
手
も
な
く
〉
魚
や
獣
物
と
と
も
に
、〈
暗
い
、
気
の
滅
入
り
さ
う
な
海

の
中
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
運
命
を
嘆
き
、〈
賑
や
か
な
、
明
る
い
、
美
し
い
町
〉
に
住
む
人
間
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

人
間
は
、
魚
よ
り
も
ま
た
獣
物
よ
り
も
人
情
が
あ
つ
て
や
さ
し
い
と
聞
い
て
ゐ
る
。（
略
）
人
間
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
一
番
や
さ
し
い
も
の
だ
と
聞
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
可
哀
さ
う
な

者
や
頼
り
な
い
者
は
決
し
て
い
ぢ
め
た
り
、
苦
し
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
と
聞
い
て
ゐ
る
。
一
旦
手
附
け
た
な
ら
、
決
し
て
、
其
れ
を
捨
て
な
い
と
も
聞
い
て
ゐ
る
。
幸
ひ
、
私
達
は
、
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み
ん
な
よ
く
顔
が
人
間
に
似
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
胴
か
ら
上
は
全
部
人
間
其
の
ま
ゝ
な
の
で
あ
る
か
ら
（
略
）
其
の
世
界
で
暮
ら
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
度
、
人
間
が
手
に
取

り
上
げ
て
育
て
ゝ
く
れ
た
ら
、
決
し
て
無
慈
悲
に
捨
て
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。

と
人
間
を
〈
や
さ
し
い
も
の
〉
と
信
じ
、〈
せ
め
て
、
自
分
の
子
供
だ
け
は
〉〈
人
間
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
幸
福
に
生
活
〉
し
て
ほ
し
い
と
考
え
、
海
沿
い
の
神
社
の
石
段
に
赤
子
を
産
み
落

と
す
こ
と
を
決
意
す
る
。

　

母
親
の
人
魚
の
決
意
は
、
自
身
の
住
む
海
の
苛
酷
さ
と
、〈
話
を
す
る
相
手
も
な
く
〉、〈
話
を
す
る
も
の
も
な
い
〉
と
繰
り
返
し
主
張
す
る
孤
独
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
人

間
と
の
比
較
に
お
い
て
人
魚
と
し
て
の
生
活
や
身
体
の
特
質
を
語
る
際
に
は
〈
私
達
〉
と
い
う
主
語
を
繰
り
返
し
用
い
、
人
間
の
話
を
あ
く
ま
で
〈
と
聞
い
て
ゐ
る
〉
と
い
う
伝
聞
で
語
っ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
何
よ
り
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
母
親
の
人
魚
が
こ
の
海
に
た
っ
た
一
人
で
住
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
人
魚
の
群
れ
／
社
会
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

人
魚
の
母
親
が
子
ど
も
を
託
し
た
海
沿
い
の
町
は
、
港
町
、
漁
師
町
で
あ
り
、
母
親
を
含
む
人
魚
た
ち
の
生
活
領
域
と
、
町
の
人
間
の
生
活
領
域
と
は
、
町
の
沿
岸
の
海
に
お
い
て
重
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
母
親
の
人
魚
は
〈
い
つ
も
明
る
い
海
の
面
を
憧
が
れ
て
暮
ら
し
て
〉
お
り
、
自
分
た
ち
人
魚
が
暗
い
海
の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
が
、
海
に
住
み
な
が

ら
昼
間
の
〈
明
る
い
海
の
面
〉
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
人
間
の
漁
師
に
発
見
さ
れ
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て
、
昼
間
の
海
面
に
姿
を
現
す
こ
と
を
避
け
る
人
魚
社
会
の
掟
に
依
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
母
親
の
人
魚
も
ま
た
、
自
分
た
ち
は
す
で
に
長
い
間
海
に
暮
ら
し
て
来
た
の
だ
か
ら
、〈
も
は
や
、
明
る
い
、
賑
か
な
国
は
望
ま
な
い
〉
と
自
ら
赤
子
と
と
も
に
人

間
社
会
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
る
こ
と
自
体
を
も
頑
な
に
抑
制
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
異
類
で
あ
る
自
分
が
人
間
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
を
無
意
識
に
排
除

し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
心
の
内
奥
で
抱
い
て
い
る
人
間
に
対
す
る
怖
れ
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
人
魚
た
ち
は
人
間
を
避
け
て
生
息
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
人
間
と
人
魚
と
の
間
に
か
つ
て
わ
ず
か
な
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
赤
子
の
人
魚
を
拾
っ
た
老
夫
婦
も
赤
子
の
姿

か
た
ち
を
見
て
、〈
話
に
聞
い
て
ゐ
る
人
魚
に
ち
が
ひ
な
い
〉
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
何
世
代
も
前
の
人
魚
と
人
間
と
の
接
触
が
人
魚
社
会
で
も
細
々
と
語
り

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
母
親
の
人
魚
は
こ
れ
を
伝
え
聞
い
て
、〈
人
間
〉
へ
の
憧
憬
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
母
親
の
人
魚
が
お
腹
の
子
ど
も
の
父
親
を
含
め
た
他
の
人
魚
た
ち
を
、

自
分
を
取
り
巻
く
〈
賑
や
か
な
、
明
る
い
〉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
話
し
相
手
と
し
て
認
識
し
得
な
い
事
態
は
、
他
の
人
魚
た
ち
が
〈
魚
や
獣
物
〉
と
同
様
に
自
分
た
ち
の
住
む
環
境
に
自
足
し
て

お
り
、
北
の
海
の
生
活
を
憂
え
て
〈
人
間
〉
に
憧
れ
る
母
親
の
人
魚
の
心
情
を
共
有
し
て
い
な
い
が
た
め
に
起
こ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
心
理
的
な
孤
立
に
よ
っ
て
母
親
の
人

魚
は
、
一
層
〈
人
間
〉
社
会
に
理
想
世
界
を
見
出
し
、
強
い
憧
憬
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
母
親
の
人
魚
は
、
自
身
の
生
活
環
境
に
失
望
し
、
伝
え
聞
い
た
人
間
世
界
に
強
烈
な
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
本
来
人
魚
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
人
間
へ
の

怖
れ
を
無
意
識
に
閑
却
し
、
子
ど
も
を
人
間
に
預
け
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
実
世
界
か
ら
遊
離
し
た
理
想
郷
を
め
ぐ
る
伝
承
を
、
共
同
体
か
ら
孤
立

し
た
存
在
が
自
ら
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
過
剰
に
信
奉
す
る
様
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
赤
子
の
人
魚
を
受
け
取
っ
た
老
夫
婦
や
、
町
の
人
間
た
ち
も
ま
た
、
伝
承
や
迷
信
に
よ
っ
て
動
く
人
々
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

子
ど
も
の
人
魚
は
蝋
燭
屋
の
老
夫
婦
に
育
て
ら
れ
、〈
一
目
其
の
娘
を
見
た
人
は
、
み
ん
な
び
つ
く
り
す
る
や
う
な
美
し
い
器
量
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
中
に
は
ど
う
か
し
て
其
の
娘
を
見
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や
う
と
思
つ
て
、
蝋
燭
を
買
ひ
に
来
た
者
も
あ
り
ま
し
た
〉
と
、
そ
の
美
し
さ
が
町
で
評
判
に
な
る
。
さ
ら
に
人
魚
の
娘
が
描
い
た
蝋
燭
が
よ
く
売
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蝋
燭
屋
は
繁
盛
す
る

の
で
あ
っ
た
が
、
店
の
繁
盛
も
、〈
絵
を
描
い
た
蝋
燭
を
山
の
上
の
お
宮
に
あ
げ
て
其
の
燃
え
さ
し
を
身
に
付
け
〉
る
と
、
安
全
に
航
海
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
〈
い
つ
か
ら
と
も
な
く
み
ん

な
の
口
々
に
噂
と
な
つ
て
上
り
〉、〈
こ
の
話
は
遠
く
の
村
ま
で
響
〉
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
蝋
燭
の
奇
跡
と
蝋
燭
を
描
く
不
思
議
な
娘
に
つ
い
て
の
〈
噂
〉
が
、
香
具
師
を

引
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
は
香
具
師
が
訪
れ
た
原
因
に
つ
い
て
〈
何
処
か
ら
聞
き
込
ん
で
来
ま
し
た
か
、
ま
た
は
、
い
つ
娘
の
姿
を
見
て
、
ほ
ん
た
う
の
人
間
で
は
な
い
、
実
に
世

に
も
珍
ら
し
い
人
魚
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
ま
し
た
か
〉
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
蝋
燭
と
娘
に
関
す
る
人
々
の
〈
噂
〉
に
よ
っ
て
、
香
具
師
が
人
魚
を
買
い
取
り
に
来
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
作
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
が
〈
噂
〉
や
〈
評
判
〉
と
し
て
広
ま
り
、
娘
人
魚
の
運
命
を
左
右
し
て
い
く
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、
こ
の
〈
噂
〉
や
〈
評
判
〉
の
根
源
に
は
、
以

前
か
ら
人
々
に
共
有
さ
れ
て
き
た
伝
承
や
迷
信
の
型
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
お
宮
に
あ
げ
た
蝋
燭
の
燃
え
さ
し
を
お
守
り
と
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
類
型
的
な
信
仰

の
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

１
２

。

　

ま
た
お
爺
さ
ん
は
お
婆
さ
ん
が
お
宮
参
り
の
帰
り
に
拾
っ
て
き
た
赤
子
を
〈
其
れ
は
、
ま
さ
し
く
神
様
の
お
授
け
子
だ
〉
と
し
て
人
魚
を
養
育
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
が
、
こ
う
し
た
口
吻

に
は
、「
桃
太
郎
」「
一
寸
法
師
」「
瓜
子
姫
」
な
ど
、
人
智
を
超
え
た
も
の
か
ら
子
ど
も
の
い
な
い
老
夫
婦
に
赤
子
が
も
た
ら
さ
れ
る
伝
承
を
想
起
し
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

１
３

。

老
夫
婦
が
香
具
師
に
人
魚
を
売
る
こ
と
を
決
意
し
た
際
に
も
、
香
具
師
は
老
夫
婦
に
〈
昔
か
ら
人
魚
は
、
不
吉
な
も
の
と
し
て
あ
る
〉
と
説
き
聞
か
せ
て
大
金
を
示
し
て
お
り
、
す
で
に
富
を

成
し
て
い
る
老
夫
婦
の
心
を
動
か
し
た
の
は
、
大
金
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
第
三
節
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
人
魚
を
凶
兆
と
見
る
迷
信
の
類
型
を
、
彼
等
が
予
め
保
持
し
て
い
た
こ
と
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

老
夫
婦
は
娘
が
買
わ
れ
て
行
っ
た
後
に
、〈
不
思
議
な
こ
と
に
、赤
い
蝋
燭
が
、山
の
お
宮
に
点
つ
た
晩
は
、ど
ん
な
に
天
気
が
よ
く
て
も
忽
ち
大
あ
ら
し
に
な
り
〉、〈
其
れ
か
ら
、赤
い
蝋
燭
は
、

不
吉
と
い
ふ
こ
と
に
な
〉
っ
た
こ
と
に
対
し
、〈
蝋
燭
屋
の
年
よ
り
夫
婦
は
、神
様
の
罰
が
当
つ
た
の
だ
と
い
つ
て
、そ
れ
ぎ
り
蝋
燭
屋
を
や
め
て
し
ま
〉
う
の
で
あ
っ
て
、老
夫
婦
は
事
態
を
〈
神

様
の
罰
〉、
す
な
わ
ち
〈
神
様
の
お
授
け
子
〉
に
仇
を
な
し
た
報
い
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

今
度
は
、
赤
い
蝋
燭
を
見
た
ゞ
け
で
も
、
其
の
者
は
き
つ
と
災
難
に
罹
つ
て
、
海
に
溺
れ
て
死
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
／
忽
ち
、
こ
の
噂
が
世
間
に
伝
は
る
と
、
も
は
や
誰
も
、
山
の
上

の
お
宮
に
参
詣
す
る
者
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
か
う
し
て
、
昔
、
あ
ら
た
か
で
あ
つ
た
神
様
は
、
今
は
、
町
の
鬼
門
と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
町
の
人
々
が
赤
い
蝋
燭
が
引
き
起
こ
す
災
厄
を
、
お
そ
ら
く
は
神
の
怒
り
や
祟
り
と
捉
え
て
お
り
、
予
め
共
有
さ
れ
て
い
た
神
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
土
台
と
し
て
、
幸
い
を

も
た
ら
す
神
の
、荒
ぶ
る
神
へ
の
変
貌
を
そ
こ
に
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
民
間
信
仰
を
な
ぞ
る
よ
う
に
こ
れ
が
〈
噂
〉
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
噂
〉
に
恐
怖
し
た
人
々
が
、

町
を
放
棄
し
て
散
り
散
り
に
移
住
し
、
町
の
滅
び
と
い
う
最
後
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
こ
の
結
末
部
の
語
り
の
視
点
に
着
目
し
た
い
。
先
の
引
用
部
や
以
下
の
作
品
掉
尾
で
も
、
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真
暗
な
、
星
も
見
え
な
い
、
雨
の
附マ
マ

る
晩
に
、
波
の
上
か
ら
、
蝋
燭
の
光
り
が
、
漂
つ
て
、
だ
ん
だ
ん
高
く
登
つ
て
、
山
の
上
の
お
宮
を
さ
し
て
、
ち
ら
〳
〵
と
動
い
て
行
く
の
を
見
た

者
が
あ
り
ま
す
。
／
幾
年
も
経
た
ず
し
て
、
其
の
下
の
町
は
亡
び
て
、
失
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

と
語
ら
れ
て
お
り
、
語
り
手
は
結
末
部
で
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
娘
の
人
魚
の
心
情
に
寄
り
添
う
視
点
を
手
放
し
、
町
に
起
こ
る
怪
異
と
人
々
の
様
子
を
単
線
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
伝
承
の
語
り
手
は
、
出
来
事
の
経
緯
を
起
承
転
結
に
即
し
て
簡
潔
に
単
線
的
に
語
る
性
質
を
持
つ
が
、
娘
人
魚
の
心
情
を
離
れ
て
以
降
の
、
町
の
亡
び
の
経
緯
を
端
的
に
語
る
語
り
は
、

こ
の
伝
承
の
語
り
に
変
質
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
期
の
『
赤
い
鳥
』
童
話
の
多
く
は
東
西
の
昔
話
の
再
話
で
あ
っ
た
が

１
４

、
昔
話
の
語
り
を
書
き
言
葉
と
し
て
再
現
し
よ
う
と
す

る
『
赤
い
鳥
』
童
話
の
語
り
の
あ
り
方
は
、
本
作
に
も
通
底
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
老
夫
婦
や
町
の
人
々
は
作
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
〈
噂
〉
や
〈
評
判
〉
と
し
て
共
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
古
く
か
ら
共
有
さ
れ
て
き
た
伝
承
の
枠
組
み
に
照
ら
し
て
判

断
し
、
行
動
す
る
人
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
結
末
部
の
語
り
が
伝
承
の
語
り
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
作
自
体
が
伝
承
や
昔
話
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
承
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
し
た
い
。

二
　
語
り
得
な
い
「
子
ど
も
」
の
人
魚
の
心

　

前
節
で
は
人
魚
の
母
親
が
共
同
体
か
ら
の
孤
立
に
よ
っ
て
伝
承
を
信
奉
す
る
一
方
で
、
老
夫
婦
や
町
の
人
々
が
伝
承
や
〈
噂
〉
を
共
同
体
の
行
動
原
理
と
し
て
共
有
す
る
様
を
見
て
き
た
。

つ
ま
り
本
作
は
伝
承
に
よ
っ
て
動
く
大
人
た
ち
の
両
極
の
あ
り
様
を
抽
出
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
一
方
で
本
作
の
語
り
手
は
、
そ
の
狭
間
で
忘
れ
ら
れ
て
い
く
子
ど
も
の
人
魚
の
心
情
に
も

目
を
向
け
て
い
る
。

　

老
夫
婦
の
も
と
に
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
の
人
魚
は
、
物
心
が
つ
く
と
自
身
を
〈
人
間
並
で
な
い
〉
と
考
え
、〈
姿
が
変
つ
て
ゐ
る
の
で
恥
か
し
が
つ
て
顔
を
出
〉
さ
ず
、
町
の
人
々
と
交
わ

る
こ
と
な
く
、
老
夫
婦
へ
の
恩
返
し
の
た
め
に
家
に
こ
も
っ
て
蝋
燭
の
絵
を
描
く
作
業
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
老
夫
婦
も
〈
う
ち
の
娘
は
、
内
気
で
恥
か
し
が
り
や
だ
か
ら
、

人
様
の
前
に
は
出
な
い
の
で
す
〉
と
、
容
認
し
て
い
る
。
語
り
手
は
二
人
が
娘
の
人
魚
を
〈
大
事
に
育
て
〉
た
と
し
、
娘
の
人
魚
も
〈
よ
く
育
て
可
愛
が
つ
て
下
す
つ
た
ご
恩
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
〉
と
二
人
の
行
為
を
愛
情
と
捉
え
、〈
手
の
痛
く
な
る
の
も
我
慢
し
て
赤
い
絵
具
で
絵
を
描
〉
き
恩
返
し
に
努
め
る
の
で
あ
っ
た
が
、
老
夫
婦
の
行
為
の
背
景
に
は
〈
大
事
に
し
て
育

て
な
け
れ
ば
罰
が
当
る
〉
と
い
う
神
へ
の
怖
れ
が
あ
っ
た
。
老
夫
婦
が
娘
の
人
魚
を
人
間
の
子
ど
も
と
同
様
に
町
の
人
々
の
中
で
育
て
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
娘
を
〈
人
魚
〉、〈
神
様

の
お
授
け
子
〉
と
い
う
自
分
達
人
間
と
は
異
な
る
存
在
と
捉
え
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
人
魚
の
娘
自
身
も
〈
魚
や
、
貝
や
、
ま
た
は
海
草
の
や
う
な
も
の
を
産
れ
つ
き
誰
に
も
習
つ
た
の
で
は
な
い
が
上
手
に
描
〉
く
こ
と
が
で
き
、〈
疲
れ
て
、
折
々
は
月
の
い
ゝ
夜
に
、

窓
か
ら
頭
を
出
し
て
、
遠
い
、
北
の
青
い
青
い
海
を
恋
し
が
つ
て
涙
ぐ
ん
で
眺
め
〉
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
が
海
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
海
の
存
在
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で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
社
会
の
な
か
で
、
独
り
恩
返
し
の
た
め
に
、
つ
ら
い
作
業
に
耐
え
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
の
身
の
上
を
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
娘
人
魚
の
心
情
と
前
章
で
見
た
母
親
の
人
魚
の
思
い
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、娘
人
魚
が
母
親
が
想
定
し
た
よ
う
に
〈
幸
福
に
生
活
〉
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

捨
て
子
を
す
る
際
に
人
魚
の
母
親
は
、
自
分
達
と
異
な
る
種
族
で
あ
る
人
間
へ
の
怖
れ
の
意
識
を
抑
圧
し
て
い
た
が
、
人
間
が
ど
ん
な
に
優
し
く
と
も
、
陸
に
上
が
れ
ば
足
の
な
い
人
魚
は
移

動
の
自
由
を
持
た
な
い
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
子
ど
も
自
身
が
人
間
世
界
に
残
さ
れ
て
在
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
、
想
定
し
得
る
問
題
で
は
な

か
っ
た
か
。
娘
人
魚
の
心
情
を
描
く
な
か
で
、
母
親
の
思
慮
の
浅
薄
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

自
身
の
身
上
に
対
し
て
深
い
悲
し
み
を
抱
え
る
子
ど
も
の
人
魚
は
、〈
海
の
神
様
〉
を
祀
る
神
社
と
の
結
び
つ
き
を
得
る
こ
と
で
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
て
い
く
。
彼
女
の
描
い
た
蝋
燭
を

お
宮
に
あ
げ
る
と
お
守
り
に
な
る
と
い
う
〈
噂
〉
が
立
ち
、
蝋
燭
屋
は
繁
盛
し
て
豊
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
語
り
手
は
蝋
燭
が
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
〈
神

様
の
評
判
は
こ
の
や
う
に
高
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
誰
も
、
蝋
燭
に
一
心
を
籠
め
て
絵
を
描
い
て
ゐ
る
娘
の
こ
と
を
思
ふ
者
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
従
つ
て
其
の
娘
を
可
哀
さ
う
に
思
つ
た

人
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
〉
と
、
神
様
の
〈
評
判
〉
を
支
え
る
蝋
燭
の
製
作
者
で
あ
り
、
過
酷
な
労
働
に
孤
独
に
耐
え
て
い
る
娘
の
人
魚
を
閑
却
す
る
、
町
の
大
人
た
ち
の
軽
薄
さ
に
非

難
の
目
を
向
け
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
〈
噂
〉
が
香
具
師
を
引
き
寄
せ
、
娘
人
魚
は
売
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
自
分
を
売
ら
な
い
で
ほ
し
い
と
泣
き
な
が
ら
訴
え
る
娘
人
魚
に

対
す
る
老
夫
婦
の
姿
を
、
語
り
手
は
〈
も
は
や
、
鬼
の
や
う
な
心
持
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
年
よ
り
夫
婦
は
何
と
い
つ
て
も
娘
の
言
ふ
こ
と
を
聞
き
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
〉
と
そ
の
心
変
わ
り
の

冷
酷
さ
を
〈
鬼
の
や
う
な
〉
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
強
く
批
判
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
老
夫
婦
の
姿
を
見
て
娘
人
魚
は
、〈
室
の
裡
に
閉
ぢ
こ
も
っ
て
、一
心
に
蝋
燭
の
絵
を
描
〉
く
よ
う
に
な
る
が
、そ
こ
に
は
老
夫
婦
へ
の
さ
ら
な
る
説
得
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
娘
人
魚
の
深
い
失
意
と
悲
し
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
恩
返
し
の
た
め
に
行
っ
て
い
た
蝋
燭
に
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
が
、
老
夫
婦
に
響
く
こ
と
の
な
い
自
身
の
悲
し

み
を
込
め
た
、
一
種
の
自
己
表
現
に
変
化
し
て
行
く
様
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
絵
を
描
き
な
が
ら
娘
は
波
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

月
の
明
る
い
晩
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
娘
は
、
独
り
波
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
身
の
行
末
を
思
う
て
悲
し
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
波
の
音
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
何
と
な
く
遠
く
の
方
で
、
自
分

を
呼
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
の
で
、
窓
か
ら
、
外
を
覗
い
て
見
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
た
ゞ
青
い
青
い
海
の
上
に
月
の
光
り
が
、
は
て
し
な
く
照
ら
し
て
ゐ
る
ば
か

り
で
あ
り
ま
し
た
。（
傍
線
渋
谷
）

　

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
娘
は
以
前
か
ら
、〈
月
の
い
ゝ
夜
〉
に
自
分
が
本
来
産
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
海
を
〈
恋
し
が
つ
て
涙
ぐ
ん
で
眺
め
〉
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
波
の
音
に
、
自

分
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
―
―
お
そ
ら
く
は
同
族
の
人
魚
た
ち
―
―
の
出
現
を
期
待
し
、海
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
傍
線
部
の
表
現
は
、娘
の
人
魚
に
と
っ
て
心
の
拠
り
所
で
あ
っ

た
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
海
が
、
白
々
し
く
自
身
を
突
き
放
す
も
の
に
変
貌
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
月
に
照
ら
さ
れ
る
海
の
表
現
の
対
比
的
な
変
化
に
、
娘
の
人
魚
の
深
い

失
意
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
つ
い
に
人
魚
は
鉄
格
子
の
檻
に
入
れ
ら
れ
て
連
れ
て
行
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、〈
手
に
持
つ
て
ゐ
る
蝋
燭
に
、
せ
き
立
て
ら
れ
る
の
で
絵
を
描
く
こ
と
が
出
来
ず
に
、
夫

れ
を
み
ん
な
赤
く
塗
つ
て
し
ま
ひ
〉、〈
赤
い
蝋
燭
を
自
分
の
悲
し
い
思
ひ
出
の
記
念
に
、
二
三
本
残
し
て
行
つ
て
し
ま
〉
う
の
で
あ
る
が
、
娘
人
魚
が
去
り
際
に
残
し
た
赤
い
蝋
燭
は
も
は
や
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こ
の
店
の
看
板
商
品
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
最
後
に
残
し
た
赤
い
蝋
燭
こ
そ
、
娘
人
魚
の
心
情
を
表
し
た
も
の
、
老
夫
婦
も
、
人
間
世
界
に
送
り
出
し
た
海
の
同
族
も
、

誰
も
自
分
を
救
っ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
無
念
、
悲
し
み
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
娘
が
沖
に
連
れ
出
さ
れ
た
夜
に
、〈
長
い
黒
い
頭
髪
が
び
つ
し
よ
り
と
水
に
濡
れ
て
月
の
光
に
輝
い
て
ゐ
〉
る
女
が
現
れ
、
箱
の
中
か
ら
赤
い
蝋
燭
を
選
び
出
し
、
貝
殻
の
銭
を
残

し
て
去
っ
て
い
き
、〈
大
暴
風
雨
〉
が
起
こ
る
。
さ
ら
に
赤
い
蝋
燭
に
纏
わ
る
災
厄
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
末
の
場
面
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
語
り
手
は
娘

人
魚
か
ら
離
れ
、
町
の
辿
っ
た
顛
末
を
淡
々
と
語
っ
て
い
く
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
娘
の
人
魚
の
行
く
末
や
、
濡
れ
た
髪
の
女
が
何
者
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
力
が
町
を
滅
亡

に
向
か
わ
せ
た
の
か
は
、
不
可
視
の
も
の
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
語
り
手
は
香
具
師
に
連
れ
去
ら
れ
る
瞬
間
ま
で
、
娘
の
失
意
や
悲
し
み
を
語
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
結
末
部
で
一
連
の
災
難
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
赤
い
蝋
燭
が
語
ら
れ

る
際
に
も
、
娘
が
赤
い
蝋
燭
に
込
め
た
情
念
が
喚
起
さ
れ
て
く
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

娘
の
人
魚
は
一
貫
し
て
母
親
の
人
魚
や
老
夫
婦
な
ど
、
親
や
養
育
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
運
命
を
左
右
さ
れ
る
「
子
ど
も
」
と
し
て
の
立
場
に
あ
り
続
け
て
い
る
。
本
作
の
語
り
手
は
、
子

ど
も
の
人
魚
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
そ
の
行
く
末
を
語
る
場
面
で
は
あ
え
て
こ
れ
を
不
可
視
の
も
の
と
し
て
置
く
こ
と
で
、
子
ど
も
の
人
魚
の
心
が
究
極
的
に
は
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
、
次
節
で
は
実
在
の
伝
承
の
類
型
を
本
作
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
を
改
め
て
分
析
す
る
こ
と
で
再
考
し
て
い
き
た
い
。

三
　
重
層
的
に
取
り
込
ま
れ
る
伝
承

　

未
明
は〈
伝
承
説
話
や
、当
時
の
漁
村
と
町
の
生
態
を
参
照
し
て
、こ
の
物
語
り
を
構
成
〉し
た
と
し

１
５

、ま
た
構
想
を
練
る
際
に
は
、郷
里
の
古
城
や
海
沿
い
の
寺
の
風
景
、〈
女
が
漁
夫
を
慕
っ

て
、
海
の
上
を
泳
い
で
来
た
と
い
う
物
語
〉
を
思
い
出
し
た
と
述
べ
て
い
る

１
６

。
こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
上
笙
一
郎
が
、
未
明
の
主
宰
す
る
同
人
雑
誌
『
北
方
文
学
』
に
紹
介
さ
れ
た
新
潟
の

伝
承
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る

１
７

。『
北
方
文
学
』
で
は
「
北
方
の
伝
説
民
謡
」
を
毎
号
載
せ
、
巻
末
の
「
社
告
」
で
〈
北
方
の
伝
説
及
び
民
謡
を
募
集
〉
し
て
お
り
、
本
誌
の
伝

承
へ
の
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
号
（
明
治
四
五
年
六
月
）
の
「
北
方
の
伝
説
民
謡
」
に
載
る
「
人
魚
塚
（
越
後
）」
で
は
、
佐
渡
島
に
住
む
女
が
越
後
の
男
の
も
と
に
明
神
の
常

夜
灯
を
た
よ
り
に
盥
舟
で
毎
夜
通
っ
て
い
た
が
、
男
が
心
変
わ
り
し
常
夜
灯
を
消
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
女
が
溺
れ
死
に
、
人
魚
の
よ
う
な
鱗
の
生
え
た
死
体
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
、
と
い

う
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
伝
承
は
同
時
代
の
様
々
な
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る

１
８

。

　

こ
の
よ
う
に
本
作
は
伝
承
や
昔
話
を
土
台
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
作
が
実
際
に
「
昔
話
」
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言

え
る
。
野
村
純
一
は

１
９

、

『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
に
は
、
な
お
、
本
質
的
に
北
国
に
伝
え
ら
れ
る
口
承
の
も
の
と
比
較
す
る
に
足
る
文
芸
質
と
い
う
か
、
原
質
と
い
う
べ
き
も
の
が
そ
の
ま
ゝ
抜
き
去
り
難
く
残
存
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し
て
お
り
、
加
え
て
そ
れ
に
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
如
く
、
話
の
結
構
そ
の
も
の
に
容
易
に
他
の
昔
話
に
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
要
素
が
多
々
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ

ば
、
未
明
の
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
自
体
が
す
で
に
し
て
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
る
昔
話
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
、
本
作
が
昔
話
の
〈
原
質
〉・〈
パ
タ
ー
ン
〉
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、「
昔
話
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
鈴
木
棠
三
「
対
馬
の
昔
話
（
二
）」（『
旅
と
伝
説
』
昭
和
一
四
年
九
月
、
一
〇
～
二
〇
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
人
魚
と
蝋
燭
」
は
、
本
作
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
蝋
燭
屋
の
爺

と
婆
が
人
魚
の
子
ど
も
を
拾
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
娘
の
人
魚
が
売
ら
れ
た
あ
と
に
、
母
親
の
人
魚
が
蝋
燭
を
買
い
に
来
、
娘
の
乗
せ
ら
れ
た
舟
は
暴
風
雨
で
転
覆
し
て
娘
は
母
親
の
人
魚

と
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
が
、
爺
と
婆
は
も
と
の
貧
乏
に
も
ど
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る

２
０

。
ま
た
山
形
の
昔
話
「
人
魚
」（
武
田
正
編
『
海
老
名
ち
ゃ
う
昔
話
集　

牛
方

と
山
姥
』
海
老
名
正
二
、
昭
和
四
五
年
、
一
四
五
～
一
四
七
頁
）
で
は
、
人
間
に
憧
れ
る
人
魚
が
人
間
に
赤
子
を
託
す
こ
と
に
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
、
結
末
は
、
娘
が

船
に
乗
せ
ら
れ
て
行
っ
た
晩
、
海
は
荒
れ
、
そ
の
後
蝋
燭
も
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
老
夫
婦
も
や
が
て
死
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
お
り
、
結
び
に
〈
ん
だ
ら
、
授
い
た
も

の
を
大
切
に
し
て
育
て
な
く
ち
ゃ
な
ん
ね
〉
と
い
う
教
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

本
作
が
如
何
な
る
昔
話
の
類
型
を
土
台
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
上
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
採
録
例
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
異
界
の
存
在
と
交
わ
る
人
間
の
因

果
応
報
譚
の
形
態
を
持
つ
と
い
う
点
で
物
語
の
大
枠
は
共
有
さ
れ
て
い
る
が
、
対
馬
の
採
録
例
で
は
人
魚
に
仇
を
な
し
た
報
い
を
人
魚
か
ら
受
け
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
山

形
の
採
録
例
で
は
老
夫
婦
が
神
の
授
け
子
を
粗
末
に
し
た
報
い
を
受
け
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
切
に
す
れ
ば
幸
を
も
た
ら
し
、
扱
い
を
間
違

え
れ
ば
厄
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
人
魚
」
で
あ
る
か
、「
神
の
授
け
子
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
微
妙
に
力
点
が
変
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
モ

チ
ー
フ
に
つ
い
て
昔
話
や
伝
承
の
類
型
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
本
作
の
物
語
展
開
や
モ
チ
ー
フ
と
、
作
中
の
人
々
が
共
有
す
る
〈
噂
〉
や
信
仰
と
が
、
ど
の
よ
う
な
実
在
の
昔
話
や
伝
承
を
取

り
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
「
人
魚
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
菊
岡
沾
凉
『
諸
国
里
人
談
』（
寛
保
三
年
）

２
１

に
は
「
人
魚
」
の
項
目
が
あ
り
、

若
狭
国
大
飯
郡
御
浅
嶽
は
魔
所
に
て
、
山
八
分
よ
り
上
に
登
ら
ず
。
御
浅
明
神
の
仕
者
は
人
魚
な
り
と
い
ひ
つ
た
へ
た
り
。
宝
永
年
中
乙
見
村
の
猟
師
、
漁
に
出
け
る
に
、
岩
の
う
へ
に

臥
た
る
体
に
し
て
居
る
も
の
を
見
れ
ば
、
頭
は
人
間
に
し
て
襟
に
鶏
冠
の
ご
と
く
ひ
ら
〳
〵
と
赤
き
も
の
ま
と
ひ
、
そ
れ
よ
り
下
は
魚
な
り
。
何
心
な
く
持
た
る
櫂
を
以
打
け
れ
ば
則
死

せ
り
。
海
へ
投
入
て
帰
り
け
る
に
、
そ
れ
よ
り
大
風
起
つ
て
海
鳴
事
一
七
日
止
ず
。
三
十
日
ば
か
り
過
て
大
地
震
し
、
御
浅
嶽
の
麓
よ
り
海
辺
ま
で
地
裂
て
、
乙
見
村
一
郷
堕
入
た
り
。

是
明
神
の
祟
と
い
へ
り
。

と
い
う
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
浦
正
雄
も
結
末
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る

２
２

。
ま
た
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
発
表
の
二
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
水
島
尺
草
『
古
今

情
話　

怪
談
と
奇
談
』（
信
明
堂
書
店
、
大
正
八
年
）
に
も
こ
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
沖
縄
に
は
、
人
魚
は
〈
海
神
の
子
〉
で
あ
り
、
津
波
を
予
言
し
た
、
捕
ま
え
る
と
子
孫
ま

で
祟
ら
れ
る
、
津
波
が
来
る
と
い
っ
た
伝
承
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

２
３

。
人
魚
は
し
ば
し
ば
神
、
特
に
海
神
と
の
繋
が
り
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
捕
ま
っ
た
人
魚
の
祟
り
で
海
が
荒
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れ
て
共
同
体
が
亡
ぶ
と
い
う
怨
霊
譚
の
類
型
は
、
娘
人
魚
の
情
念
が
託
さ
れ
た
赤
い
蝋
燭
に
よ
っ
て
町
が
滅
ぶ
本
作
の
展
開
と
重
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
作
中
で
香
具
師
や
老
夫
婦
が
共

有
す
る
、
人
魚
は
不
吉
で
あ
る
と
い
う
迷
信
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
が
発
表
さ
れ
た
当
時
は
新
聞
報
道
で
も
、
人
魚
を
目
撃
し
た
、
捕
獲
し
た
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
や
人
魚
に
纏
わ
る
伝
承
が
半
ば
ま
こ
と
し
や
か
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た

２
４

。
た
と
え
ば
明
治
四
五
年
七
月
一
五
日
の
『
帝
国
新
聞
』（
夕
刊
）
に
は
、「
子
を
負
ふ
人
魚
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島
の
南
陽
郡
で
、〈
二
歳
位
の

小
児
を
負
へ
る
人
魚
〉
を
捕
獲
し
た
が
、
古
老
が
人
魚
が
揚
が
る
と
〈
其
里
は
大
災
厄
に
罹
る
の
凶
兆
な
り
〉
と
し
て
祈
祷
の
上
海
に
放
し
た
こ
と
、
ま
た
過
去
に
人
魚
を
捕
獲
し
た
里
が
人

魚
を
石
炭
と
交
換
し
た
と
こ
ろ
、〈
該
里
は
海
嘯
の
難
に
罹
り
て
全
滅
し
た
り
〉
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
海
中
に
棲
む
と
い
ふ　

伝
説
の
人
魚
（
上
）」（『
福

岡
日
日
新
聞
』
大
正
一
四
年
七
月
八
日
）
に
も
、『
諸
国
里
人
談
』
の
「
人
魚
」
と
同
様
の
人
魚
の
怨
霊
譚
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
人
魚
が
共
同
体
に
幸
／
厄
災
を
も
た
ら
す
と
い
う
伝
承
は
、

口
承
の
昔
話
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
新
聞
報
道
に
お
い
て
も
再
生
産
さ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
本
作
に
も
人
魚
に
向
け
ら
れ
た
こ
う
し
た
時
代
意
識
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
「
人
魚
」
の
伝
承
に
「
神
の
授
け
子
」
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
く
の
か
。
次
に
「
神
の
授
け
子
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

柳
田
国
男
は
「
神
に
代
り
て
来
る
」

２
５

に
お
い
て
、〈
七
歳
に
な
る
迄
は
子
供
は
神
さ
ま
だ
と
謂
つ
て
居
る
地
方
が
あ
り
〉、〈
日
本
で
も
神
祭
り
に
伴
ふ
古
来
の
儀
式
に
も
、
童
児
で
な
け

れ
ば
勤
め
ら
れ
ぬ
色
々
の
任
務
が
あ
り
〉、〈
村
の
祭
礼
に
必
ず
小
児
を
馬
に
乗
せ
て
、
行
列
に
加
は
ら
し
む
る
例
が
多
く
、
し
か
も
是
を
祭
の
中
心
と
し
て
居
た
や
う
〉
だ
と
述
べ
て
い
る
。

子
ど
も
は
古
来
よ
り
神
に
近
い
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
本
作
で
は
人
魚
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
特
に
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
う

民
俗
的
文
脈
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

２
６

。

　

飯
島
吉
晴
は
、〈
子
供
は
神
か
ら
の
授
か
り
物
と
さ
れ
た
一
方
で
、
死
産
児
や
異
常
出
誕
児
の
場
合
に
は
家
や
ム
ラ
に
厄
災
や
不
幸
を
も
た
ら
す
鬼
子
と
さ
れ
魔
物
や
異
類
な
ど
の
子
と
み

な
さ
れ
〉、〈
た
だ
ち
に
殺
さ
れ
た
り
川
や
海
な
ど
に
捨
て
ら
れ
る
の
が
普
通
〉
で
あ
っ
た
と
す
る

２
７

。
一
方
で
、
非
常
に
小
さ
い
な
ど
「
異
形
」
の
形
で
生
ま
れ
て
く
る
「
小
さ
子
」
が
特
異

な
力
を
発
揮
す
る
物
語
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
「
小
子
部
栖
軽
」
や
『
竹
取
物
語
』
の
「
か
ぐ
や
姫
」、『
御
伽
草
子
』
の
「
一
寸
法
師
」
な
ど
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る

２
８

。
柳
田
国
男
も
「
昔

話
新
釈
」

２
９

に
お
い
て
、
九
州
の
昔
話
「
ハ
ナ
タ
レ
小
僧
様
」
な
ど
、
水
辺
で
爺
が
女
か
ら
醜
い
子
ど
も
を
授
か
り
大
切
に
育
て
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
は
家
に
福
を
な
す
が
、
爺
が
子
ど
も
を

粗
末
に
扱
い
追
い
出
す
と
、
家
は
も
と
の
通
り
に
貧
し
く
な
る
、
と
い
う
「
竜
宮
童
子
」
の
類
話
を
取
り
上
げ
、〈
水
の
神
か
ら
贈
ら
れ
た
と
い
ふ
童
子
〉
が
〈
醜
い
童
〉
で
、〈
非
常
に
小
さ
〉

い
点
な
ど
を
共
通
項
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
飯
島
が
述
べ
る
よ
う
に
、
昔
話
に
お
い
て
は
〈
霊
童
は
ど
れ
も
異
常
出
誕
児
で
あ
る
が
、
や
が
て
鬼
を
退
治
し
た
り
福
富
や
金
銀
を
も

た
ら
し
て
く
れ
た
り
す
る
存
在
と
な
っ
た
り
す
る
。
だ
が
、
子
供
の
扱
い
が
ひ
ど
か
っ
た
り
、
欲
深
い
考
え
を
抱
い
た
場
合
に
は
、
た
ち
ま
ち
元
の
貧
窮
に
戻
っ
て
し
ま
う
〉

３
０

と
い
う
類
型

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
昔
話
に
お
い
て
「
異
形
」
の
子
ど
も
は
し
ば
し
ば
水
と
関
わ
り
を
持
ち
、
超
越
的
な
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
を
神
と
見
な
す
心

性
の
最
も
顕
著
な
表
れ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
類
型
は
人
魚
の
娘
が
蝋
燭
の
奇
跡
や
結
末
の
災
厄
を
引
き
起
こ
す
本
作
の
展
開
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
魚
の

子
ど
も
を
「
授
か
り
子
」
と
見
な
し
、
ま
た
こ
れ
を
香
具
師
に
売
っ
た
こ
と
で
神
罰
が
下
っ
た
と
捉
え
る
老
夫
婦
が
、
判
断
の
根
拠
と
し
て
保
有
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
民
間
信
仰
と
し
て
も
、
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
「
福
子
」「
福
虫
」「
宝
子
」
な
ど
と
呼
び
大
切
に
す
る
習
慣
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
生
瀬
克
己
は
次
の
よ
う
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に
指
摘
し
て
い
る

３
１

。

「
福
子
」
と
い
う
の
は
、「
家
が
栄
え
る
、
お
金
が
で
き
る
、
福
が
舞
い
込
ん
で
く
る
」
な
ど
と
い
う
理
由
で
、
障
害
児
が
「
大
切
」
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
そ
の
子
が
一
家
の

厄
を
背
負
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
」、
あ
る
い
は
「
粗
末
に
す
る
と
家
が
栄
え
な
い
か
ら
」
と
い
っ
た
形
の
意
識
を
背
負
い
込
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、「
福
子
」
と
し
て
障
害
児
を
「
大
切
」

に
す
る
意
識
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
障
害
児
を
否
定
し
、
お
そ
れ
る
意
識
の
「
う
ら
が
え
し
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
そ
こ
で
の
扱
い
は
「
一
生
独
立
し
て
生
活
す
る
こ
と

な
く
、
生
ま
れ
た
家
で
一
生
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
記
述
は
本
作
の
老
夫
婦
の
、
娘
人
魚
の
扱
い
に
つ
い
て
の
注
解
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
、
超
越
的
な
力
を
見
出
し
て
い
く
伝
承
や
習
慣
に
は
、

そ
う
し
た
子
ど
も
を
怖
れ
る
一
方
で
、
抑
圧
し
疎
外
し
て
い
く
意
識
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
第
一
節
、
第
二
節
で
論
及
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

　

本
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
は
、
海
神
の
力
を
負
う
人
魚
の
怨
霊
譚
と
、「
神
の
授
け
子
」
で
あ
る
「
異
形
」
の
子
ど
も
を
め
ぐ
る
伝
承
と
が
重
な
り
合
っ
て
成
立
し

て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
本
作
の
語
り
手
は
冒
頭
で
は
母
親
の
人
魚
に
寄
り
添
い
、
自
身
の
生
活
環
境
を
忌
避
し
理
想
郷
に
思
い
を
馳
せ
る
極
め
て
「
人
間
ら
し
い
」
発
想
を
描
き
出
し
て

い
る
た
め
、
人
魚
の
世
界
の
異
界
性
は
も
は
や
解
体
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
子
ど
も
の
人
魚
の
生
活
が
母
親
の
人
魚
が
期
待
し
た
〈
幸
福
〉
な
生
活
と
は
相
反
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
く
こ
と
で
、
母
親
の
思
慮
の
浅
薄
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
子
ど
も
の
人
魚
は
「
異
形
」
の
子
ど
も
で
あ
る
点
で
人
間
社
会
に
お
い
て
も
孤
立
す
る
存
在
で

あ
り
、
老
夫
婦
や
町
の
人
々
が
娘
人
魚
の
心
情
を
慮
る
こ
と
の
な
い
様
を
語
り
手
は
強
く
批
判
し
て
い
た
。
本
作
は
二
つ
の
類
型
を
重
ね
て
描
き
、
か
つ
人
魚
の
世
界
の
異
界
性
を
解
体
す
る

こ
と
で
、
二
つ
の
伝
承
の
類
型
の
結
節
点
に
い
る
「
子
ど
も
の
人
魚
」
を
こ
そ
、
母
親
の
人
魚
や
老
夫
婦
ら
大
人
た
ち
に
翻
弄
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
異
者
と
し
て
描
き
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
本
節
で
は
、
作
中
の
老
夫
婦
や
町
の
人
々
が
共
有
す
る
伝
承
も
ま
た
、
人
魚
の
怨
霊
譚
、
神
の
授
け
子
譚
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
本
作
は
こ
う
し
た
伝
承
を
行
動
や
判
断
の

基
盤
と
し
て
共
有
す
る
人
々
を
、
さ
ら
に
同
じ
伝
承
の
類
型
で
描
く
入
れ
子
的
な
構
造
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
結
末
部
の
語
り
が
伝
承
の
語
り
を
装
っ
て
い
く
こ
と
と

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
本
作
は
、
町
を
襲
っ
た
災
厄
へ
の
〈
怖
れ
〉
を
契
機
と
し
て
町
の
人
々
が
語
っ
た
物
語
を
、
伝
承
と
し
て
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
装
い
を
持
つ
と
言

え
る
だ
ろ
う
。つ
ま
り
、町
の
人
々
は
移
住
先
で
自
分
達
の
体
験
を
人
魚
の
怨
霊
譚
、神
の
授
け
子
譚
の
類
型
に
当
て
は
め
、「
人
魚
の
子
ど
も
を
大
切
に
育
て
た
間
は
家
に
富
を
も
た
ら
し
た
が
、

香
具
師
に
売
っ
た
こ
と
で
町
に
厄
災
が
も
た
ら
さ
れ
た
物
語
」
と
し
て
語
り
、
そ
れ
が
移
住
先
の
土
地
で
昔
話
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
本
作
は
そ
の
昔
話
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な

形
態
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
本
作
の
語
り
手
は
香
具
師
に
売
ら
れ
て
い
く
ぎ
り
ぎ
り
の
瞬
間
ま
で
娘
の
人
魚
に
寄
り
添
い
、
娘
の
人
魚
が
残
し
た
赤
い
蝋
燭
は
、
彼
女
の
失
意
や
悲
し
み
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
結
末
の
赤
い
蝋
燭
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
厄
災
に
も
、
こ
う
し
た
娘
の
人
魚
の
情
念
が
揺
曳
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
取
り
上
げ
た
人
魚

譚
、
神
の
授
け
子
譚
は
、「
人
魚
」
や
「
子
ど
も
」
を
人
智
を
超
え
た
存
在
と
し
て
扱
い
、
そ
の
内
面
や
心
情
に
寄
り
添
う
こ
と
は
な
い
。
本
作
の
町
の
人
々
が
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
な
ぞ
ら

大学紀要 渋谷.indd   24 19/03/18   10:50



25 境界に立つ「子ども」 ― 小川未明「赤い蝋燭と人魚」論 ―

え
て
町
の
災
厄
を
語
る
物
語
も
ま
た
、
人
魚
の
娘
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
作
は
、
結
末
部
で
は
本
作
の
展
開
の
枠
組
み
が
昔
話
や
伝
承
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、
中
間
部
ま
で
は
人
魚
の
心
情
に
寄
り
添
っ
て
語
る
こ
と
で
、
伝
承
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
し
か
事
態
を
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
人
た
ち
の
認

識
の
浅
薄
さ
を
あ
ぶ
り
出
す
語
り
の
構
造
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
本
作
の
語
り
手
が
、
結
末
部
で
は
娘
の
人
魚
の
視
点
を
離
れ
、
伝
承
の
語
り
に
回
帰
し
て
い
る
意
味
を
問
い
直
す
と
き
、
そ
こ
に
は
、
子
ど
も
の
人
魚
の
内
面
を
結
末
の
決
定
的

な
場
面
に
お
い
て
言
語
化
す
る
こ
と
を
避
け
、
こ
れ
を
語
り
得
な
い
も
の
と
す
る
畏
れ
の
感
覚
が
表
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
町
の
人
々
は
子
ど
も
の
人
魚
の
心
情
を
慮
る
こ
と
な
く
、
結

末
の
災
厄
を
単
に
人
智
を
超
え
た
怖
ろ
し
い
も
の
と
見
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
本
作
の
語
り
手
は
直
前
ま
で
娘
の
人
魚
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
心
情
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
娘
の
人
魚
の

情
念
を
宿
し
た
蝋
燭
が
引
き
起
こ
し
て
い
く
災
厄
を
た
だ
傍
観
す
る
ほ
か
な
い
結
末
の
語
り
の
あ
り
様
に
は
、
寄
り
添
い
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
の
心
へ

の
畏
怖
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
作
は
「
子
ど
も
の
人
魚
」
を
、
伝
承
に
流
さ
れ
、
そ
の
心
情
を
慮
ろ
う
と
し
な
い
作
中
の
大
人
た
ち
に
と
っ
て
の
異
者
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
語
り
手
に

と
っ
て
も
、
理
解
し
語
り
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
異
者
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
魚
の
側
に
寄
り
添
う
語
り
を
取
り
つ
つ
、「
伝
承
」
を
作
中
で
も
、
ま
た
作
品
の
展

開
や
結
末
の
語
り
に
お
い
て
も
重
層
的
に
用
い
る
こ
と
で
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

未
明
は
大
正
期
に
、本
作
と
同
じ
く
、虐
げ
ら
れ
た
子
ど
も
の
情
念
が
共
同
体
に
災
い
を
も
た
ら
す
か
に
見
え
る
結
末
を
持
つ
作
品
を
複
数
書
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
黒
い
旗
物
語
」（『
日

本
少
年
』
大
正
四
年
四
月
）
は
、
あ
る
北
の
港
町
に
〈
乞
食
〉
の
少
年
と
老
人
が
訪
れ
る
が
、
人
々
は
彼
等
に
つ
ら
く
あ
た
り
、
や
が
て
二
人
は
嵐
の
海
に
飲
ま
れ
る
。
そ
の
後
沖
に
黒
い
旗

を
掲
げ
た
〈
幽
霊
船
〉
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を
着
、
真
珠
や
珊
瑚
を
持
っ
た
子
ど
も
が
現
れ
、
店
を
回
っ
て
着
物
や
食
べ
物
と
交
換
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
が
、
人
々

は
真
珠
や
珊
瑚
を
奪
っ
て
吹
雪
の
中
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
後
に
町
は
大
火
事
で
〈
一
軒
も
残
ら
ず
焼
き
払
は
れ
て
し
ま
〉
う
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
最
後
に
現
れ
る
珊
瑚
を
持
っ
た
少

年
は
、〈
幽
霊
船
〉
に
乗
っ
て
戻
っ
て
き
た
〈
乞
食
〉
の
少
年
の
幽
霊
で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
冷
た
く
追
い
払
わ
れ
〈
泣
き
乍
ら
去
つ
て
〉
い
っ
た
少
年
の
無
念
の
思

い
が
、
結
末
の
災
厄
に
は
揺
曳
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
娘
と
大
き
な
鐘
」（『
赤
い
鳥
』
大
正
一
三
年
七
月
）
は
、
北
国
の
村
で
、
寺
の
鐘
を
撞
く
寺
男
が
病
気
で
鐘
を
撞
け
な
く
な
り
仕
事
を
追
わ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
寺
男
の
娘
の
必
死

の
説
得
に
村
人
も
和
尚
も
耳
を
貸
さ
ず
、
娘
は
病
に
効
く
と
い
う
赤
い
睡
蓮
の
花
を
取
り
に
行
き
、
池
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
以
後
、
そ
の
鐘
を
撞
く
と
嵐
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
雨

乞
い
の
時
の
み
撞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
冒
頭
で
語
り
手
は
、〈
雨
乞
を
す
る
の
に
は
、
村
の
人
達
は
、
男
と
な
く
、
女
と
な
く
、
お
寺
に
集
つ
て
、
供
養
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
い
ま
ゝ
で
の
自
分
達
の
先
祖
の
悪
か
つ
た
こ
と
を
、
真
心
こ
め
て
お
詫
を
す
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
ゝ
に
、
哀
れ
な
話
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
〉
と
語
り
始
め
て
お
り
、
村
人
が
世
代
を
超
え
て
娘
に
対
し
て
抱
き
続
け
て
い
る
罪
悪
感
が
、
こ
の
物
語
が
語
り
継
が
れ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
未
明
童
話
に
は
、
虐
げ
ら
れ
た
子
ど
も
の
情
念
に
よ
っ
て
共
同
体
に
災
い
が
起
こ
る
と
い
う
物
語
を
、
伝
承
と
し
て
語
る
作
品
の
系
統
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の

作
品
は
共
通
し
て
、
結
末
で
は
主
人
公
の
子
ど
も
の
視
点
を
離
れ
、
共
同
体
の
辿
っ
た
末
路
を
の
み
語
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
点
は
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
に
も
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
が
、

本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
場
合
に
は
、
伝
承
を
作
中
の
大
人
た
ち
の
行
動
原
理
と
し
て
も
取
り
込
む
こ
と
で
、
結
末
の
災
厄
を
大
人
た
ち
へ
の
批
判
と
し
て
描
く
だ

け
で
な
く
、
子
ど
も
の
心
情
に
寄
り
添
お
う
と
し
て
も
、
そ
の
結
末
を
伝
承
の
立
場
か
ら
し
か
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
語
り
手
自
身
の
畏
怖
の
感
覚
の
表
現
に
引
き
上
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に

こ
そ
、
未
明
の
代
表
作
と
し
て
の
達
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
赤
い
鳥
』
等
大
正
期
の
童
話
や
童
謡
は
、
童
心
主
義
の
文
学
運
動
と
見
な
さ
れ
て
き
た

３
２

。
こ
れ
は
未
明
を
は
じ
め
、
鈴
木
三
重
吉
、
北
原
白
秋
ら
大
正
期
の
童
話
童
謡
運
動
を
担
っ
た

作
家
が
、
子
ど
も
を
純
真
無
垢
で
、
鋭
く
豊
か
な
感
性
を
持
つ
存
在
と
見
な
し
、
こ
れ
を
養
い
表
現
す
る
の
が
童
話
や
童
謡
で
あ
る
と
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
う
し
た
童
心
主
義
は
子

ど
も
を
理
想
化
し
、
大
人
の
愛
玩
の
対
象
に
留
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
古
田
足
日
は

３
３

、〈
童
心
〉
に
は
児
童
観
と
〈
創
作
の
態
度
・
方
法
〉

の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、〈
童
心
と
い
う
こ
と
ば
を
創
作
主
体
と
限
定
〉
す
る
な
ら
、
大
正
期
の
〈
説
話
的
な
多
く
の
作
品
は
そ
の
レ
ッ
テ
ル
に
該
当
し
な
い
〉
の
で
は
な

い
か
と
疑
義
を
示
し
て
い
た
。『
赤
い
鳥
』
の
投
稿
童
話
に
子
ど
も
が
書
い
た
作
品
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
童
話
は
基
本
的
に
は
大
人
が
創
作
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も

で
は
な
い
大
人
が
子
ど
も
の
心
、
子
ど
も
の
世
界
観
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
得
る
か
、
と
い
う
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

未
明
自
身
は
、
童
話
の
創
作
は
〈
作
者
で
あ
る
私
が
ま
た
子
供
の
心
持
に
立
ち
帰
つ
て
〉
な
す
べ
き
も
の
で
、〈
子
供
の
心
〉
を
失
わ
な
い
こ
と
を
童
話
作
家
と
し
て
の
自
身
の
資
質
と
し

て
３
４

、
多
く
の
評
論
で
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
た
。
一
方
で
未
明
は
、
大
人
は
〈
子
供
の
感
情
を
蹂
躙
し
、
脅
威
し
、
あ
る
時
は
殆
ん
ど
其
の
存
在
す
ら
も
無
視
し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
し

か
し
、
子
供
は
、
つ
ひ
に
其
れ
に
対
し
て
訴
ふ
る
言
葉
を
も
た
な
か
つ
た
〉
と
し
、
子
ど
も
を
現
実
社
会
で
最
も
抑
圧
さ
れ
る
存
在
と
見
た
上
で
、
声
を
持
た
な
い
子
ど
も
の
〈
代
弁
者
〉
と

し
て
そ
の
現
実
を
告
発
す
る
こ
と
を
、
自
己
の
作
品
の
一
つ
の
目
的
と
し
て
主
張
し
て
い
る

３
５

。

　

未
明
に
と
っ
て
、
童
心
主
義
の
童
話
は
大
人
が
す
べ
て
把
握
し
愛
玩
し
う
る
子
ど
も
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
語
り
得
な
い
〈
童
心
〉
を
如
何
に
描
く
か
と
い
う
葛
藤
の
表
現
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
特
に
、
虐
げ
ら
れ
た
子
ど
も
に
対
し
て
共
同
体
が
無
意
識
に
抱
え
て
い
る
罪
悪
感
や
、
子
ど
も
の
心
を
大
人
が
安
易
に
言
語
化
す
る
こ
と
へ
の
畏
れ
の
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
未
明
の
童
話
表
現
は
、
童
心
主
義
の
文
学
と
し
て
の
大
正
期
童
話
を
再
評
価
す
る
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

本
文
註
釈

1	

第
四
回
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
日
の
夕
刊
は
〈
新
聞
記
事
差
止
め
の
当
否
を
論
じ
た
が
、
今
度
は
更
に
発
売
禁
止
と
来
た
〉（
二
〇
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
第
一
面
）
と
さ
れ
、
高
橋
美
代
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（『
小

川
未
明
童
話
論
』
新
評
論
、
昭
和
五
〇
年
）、
読
者
が
本
作
の
全
文
を
通
読
し
た
の
は
初
刊
の
童
話
集
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
天
祐
社
の
初
刊
収
録
本
文
を
本
文
と
し
て
引
用

す
る
。
な
お
、
初
出
本
文
か
ら
表
記
等
の
改
変
は
あ
る
が
、
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
書
き
換
え
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

2	

古
田
足
日
「
近
代
童
話
の
崩
壊
―
―
そ
の
一
例
と
し
て
の
「
あ
す
も
お
か
し
い
か
」」（『
小
さ
い
仲
間
』
昭
和
二
九
年
九
月
三
〇
日
）、い
ぬ
い
と
み
こ
「
小
川
未
明
」（『
子
ど
も
と
文
学
』
中
央
公
論
社
、昭
和
三
五
年
）

な
ど
。
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3	

木
村
小
夜
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
そ
の
周
辺
」（『
福
井
県
立
大
学
論
集
』
平
成
一
九
年
七
月
）、
三
浦
正
雄
「『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
を
め
ぐ
る
考
察
」（『
近
代
文
学
研
究
』
平
成
二
二
年
四
月
）
な
ど
。

4	

菅
忠
道『
日
本
の
児
童
文
学
１　

総
論
』（
大
月
書
店
、昭
和
三
一
年
）、伊
原
洋
次
郎「
未
明
文
学
と
社
会
批
判
―
―「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」を
中
心
に
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇
』平
成
二
七
年
三
月
）

な
ど
。
木
村
小
夜
は
、
本
作
に
町
の
経
済
的
繁
栄
か
ら
自
滅
に
至
る
経
緯
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
（
注
三
参
照
）、
絵
蝋
燭
の
量
産
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
本
作
の
結
末
の
よ
う
に
嵐
の
増
加
や

町
の
滅
亡
を
ま
で
引
き
起
こ
す
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

5	
上
笙
一
郎
『
未
明
童
話
の
本
質
―
―
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
の
研
究
」』
勁
草
書
房
、
昭
和
四
一
年

6	

堀
畑
真
紀
子
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
論
―
―
伝
承
説
話
の
影
響
と
創
作
的
付
加
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
平
成
一
二
年
二
月

7	

注
三
参
照
、
二
八
頁

8	

注
三
参
照

9	

鈴
木
三
重
吉
「
ぽ
ッ
ぽ
の
お
手
帳
」（『
赤
い
鳥
』
大
正
七
年
七
月
）
な
ど
。

10	

菅
忠
道
、
伊
原
洋
次
郎
な
ど
（
注
四
参
照
）。
菅
忠
道
は
、
母
親
の
人
魚
の
子
ど
も
の
扱
い
に
は
封
建
的
児
童
観
が
見
ら
れ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

11	

注
二
参
照

12	

た
と
え
ば
成
田
山
新
勝
寺
の
光
明
堂
や
出
世
稲
荷
、岐
阜
県
の
千
代
保
稲
荷
の
献
灯
台
に
は
、献
灯
台
に
供
え
た
蝋
燭
の
燃
え
さ
し
を
持
ち
帰
り
、自
宅
の
仏
壇
や
神
棚
で
用
い
る
よ
う
に
促
す
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
一
〇
年
、
一
七
～
一
八
頁
）「
安
産
祈
願
」
の
稿
で
は
、〈
安
産
に
霊
験
の
あ
る
社
寺
の
灯
し
か
け
の
短
い
ろ
う
そ
く
〉
を
持
ち
帰
る
習
俗
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

13	

本
多
真
由
美
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、〈
老
夫
婦
の
信
仰
は
、
人
魚
の
母
親
が
人
間
を
無
条
件
に
信
頼
し
て
い
る
姿
に
類
似
し
て
い
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
（「
小
川
未
明
の
世
界
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』」『
活
水
日
文
』

昭
和
六
三
年
三
月
、
二
三
頁
）。

14	

拙
稿
「『
赤
い
鳥
』
の
文
体
改
革
―
―
童
話
／
綴
方
の
相
互
交
流
を
視
点
と
し
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
二
九
年
五
月
）
で
詳
述
し
て
い
る
。　
　
　

15	

昭
和
二
七
年
一
一
月
三
〇
日
に
帝
国
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
た
、
未
明
の
「
思
い
出
の
一
端
」
と
い
う
文
章
の
一
部
が
、
未
明
の
娘
で
あ
る
岡
上
鈴
江
著
『
父

小
川
未
明
』（
新
評
論
、
昭
和
四
五
年
、
二
〇
〇
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
引
用
し
た
。

16	

小
川
未
明
「
私
の
一
転
機
」『
週
刊
朝
日
』
昭
和
三
三
年
五
月
、
六
三
巻
二
一
号
奉
仕
版
、
二
〇
〇
頁

17	

注
五
参
照

18	

五
十
嵐
力
「
人
魚
塚
」（『
趣
味
の
伝
説
』
二
松
堂
書
店
、
大
正
二
年
）、
木
村
恒
「
人
魚
塚
」（『
恋
の
伝
説
』
四
方
堂
、
大
正
五
年
）
な
ど
。

19	

野
村
純
一
「
近
代
文
学
と
口
承
文
芸
―
―
昔
話
に
関
し
て
」『
国
学
院
雑
誌
』
昭
和
四
九
年
一
一
月
、
二
一
九
頁

20	

鈴
木
棠
三
『
川
越
地
方
昔
話
集
』（
民
間
伝
承
の
会
、
昭
和
一
二
年
）
の
入
間
郡
で
採
集
さ
れ
た
昔
話
、「
田
蜷
長
者
」
も
、
よ
り
簡
略
的
で
は
あ
る
が
ほ
ぼ
同
内
容
の
昔
話
で
あ
る
。

21	

『
日
本
随
筆
大
成　

新
装
版
』（
第
二
期
二
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
九
年
、
四
二
七
頁
）
を
参
照
し
た
。

22	

注
三
参
照

23	

喜
舎
場
川
石
「
琉
球　

八
重
山
島
に
於
け
る
人
魚
の
話
」（『
旅
と
伝
説
』
昭
和
四
年
五
月
）、
宮
城
信
男
「
石
垣
島
よ
り
」（『
女
性
と
経
験
』
昭
和
三
二
年
三
月
）
な
ど
。

24	

「
人
魚
を
捕
獲
す
」（『
名
古
屋
新
聞
』
大
正
二
年
二
月
一
一
日
）、「
小
坪
に
人
魚
現
る
」（『
北
陸
タ
イ
ム
ス
』
大
正
四
年
七
月
一
六
日
）、「
人
魚
の
様
な
怪
魚
」（『
秋
田
魁
新
報
』
大
正
八
年
一
一
月
一
二
日
）
な
ど
。

25	

柳
田
国
男
「
神
に
代
り
て
来
る
」（『
教
育
問
題
研
究
』
大
正
一
三
年
一
一
月
、
引
用
は
『
小
さ
き
者
の
声
』（
ジ
ー
プ
社
、
昭
和
二
五
年
、
四
一
～
四
二
頁
）
に
依
っ
た
。）

26	

未
明
は
「
私
を
憂
鬱
な
ら
し
む
」（『
未
明
感
想
小
品
集
』
創
生
堂
、
大
正
一
五
年
、
四
一
四
～
四
二
二
頁
）
に
お
い
て
、
中
学
時
代
に
下
宿
し
て
い
た
家
に
、
足
に
障
害
が
あ
り
歩
く
こ
と
の
で
き
な
い
主
婦
と
、
芸
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妓
に
な
る
予
定
の
女
の
子
が
住
ん
で
お
り
、
主
婦
が
毎
日
家
で
針
仕
事
を
し
て
い
る
様
子
を
、
人
魚
の
よ
う
な
〈
凄
味
〉
が
あ
り
、〈
気
味
悪
〉
く
感
じ
た
と
書
い
て
お
り
、
障
害
者
を
彼
岸
的
存
在
と
し
て
怖
れ
る
、

今
日
的
に
は
差
別
的
な
視
線
が
、
こ
の
評
論
を
書
い
て
い
る
時
点
で
も
あ
る
種
の
耽
美
主
義
的
情
感
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
上
笙
一
郎
は
、
こ
の
母
子
が
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」

の
人
魚
の
親
子
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
、
未
明
本
人
か
ら
確
認
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
注
五
参
照
）。

27	

飯
島
吉
晴
「「
福
子
」
の
民
俗
学
的
系
譜
」（『
天
理
大
学
人
権
問
題
研
究
室
紀
要
』
平
成
二
三
年
三
月
、
五
一
～
六
一
頁
）
に
よ
る
。
ま
た
、
神
谷
養
勇
軒
『
新
著
聞
集
』（
寛
延
二
年
、『
日
本
随
筆
大
成　

新
装
版
』

第
二
期
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
九
年
、
三
五
一
頁
）
の
「
異
形
の
赤
子
」
に
は
、〈
延
宝
六
年
に
、
泉
州
さ
か
ひ
の
夷
島
に
、
面
三
ツ
、
手
足
六
ツ
あ
る
、
赤
子
を
す
て
置
た
り
し
を
、
大
坂
道
頓
堀
の
芝
居
に

出
し
て
、
諸
人
に
見
せ
侍
り
し
。
か
ゝ
る
異
形
の
者
、
い
に
し
へ
も
、
折
に
は
有
し
と
か
や
〉
と
あ
り
、
本
作
と
同
様
に
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
見
世
物
に
売
る
と
い
う
こ
と
も
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

28	

堀
畑
真
紀
子
は
『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』（
角
川
書
店
、
昭
和
六
一
年
）
を
ふ
ま
え
て
「
小
さ
子
」
話
の
展
開
の
パ
タ
ー
ン
と
本
作
の
比
較
を
行
い
、
多
く
の
点
で
類
似
点
が
見
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、〈
異
常
に
小

さ
な
子
供
と
し
て
出
現
す
る
〉
と
い
う
点
を
本
作
と
異
な
る
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
（
注
六
参
照
）。

29	

柳
田
国
男
「
昔
話
新
釈
」『
旅
と
伝
説
』
昭
和
五
年
四
月
、
一
〇
～
一
一
頁

30	

注
二
七
参
照

31	

生
瀬
克
己
編
『
障
害
者
と
差
別
語
―
―
健
常
者
へ
の
問
い
か
け
』
明
石
書
店
、
昭
和
六
一
年
、
八
～
九
頁

32	

菅
忠
道
『
日
本
の
児
童
文
学
１　

総
論
』（
注
四
参
照
）

33	

古
田
足
日
「
童
心
主
義
の
諸
問
題
」『
新
選
日
本
児
童
文
学　

①
大
正
編
』
小
峰
書
店
、
昭
和
三
四
年
、
三
三
七
～
三
三
八
頁

34	

小
川
未
明
「
私
が
童
話
を
書
く
時
の
心
持
」（『
未
明
感
想
小
品
集
』
注
二
六
参
照
、
一
四
六
～
一
四
九
頁
）

35	

小
川
未
明
「
子
供
は
虐
待
に
黙
従
す
」『
芸
術
の
暗
示
と
恐
怖
』
春
秋
社
、
大
正
一
三
年
、
四
六
～
五
二
頁

＊
引
用
に
際
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
や
傍
点
は
省
略
し
た
。
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