
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

︱
韓
国
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
を
対
照
さ
せ
て
読
む

︱

金

恩

愛

は
じ
め
に

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄︵
以
下
﹃
宇
治
拾
遺
﹄︶
は
︑
鎌
倉
時
期
に
成
立
し
た
世

俗
説
話
集
で
あ
る
︒
総
数
一
九
七
の
説
話
の
中
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
隣
爺
型
﹂
の

説
話
は
︑
第
三
話
﹁
鬼
に
瘤
取
ら
る
ゝ
事
﹂
と
︑
第
四
八
話
﹁
雀
報
恩
事
﹂
と

の
二
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
第
四
八
話
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る①

の
で
︑
こ
れ
に
続
き
︑
本
稿
は
第
三
話
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

こ
の
第
三
話
の
特
徴
は
︑
韓
国
昔
話
と
比
べ
て
︑
鬼
が
男
の
瘤
を
取
っ
て
く

れ
る
こ
と
や
︑
男
の
真
似
を
し
た
隣
人
が
瘤
を
取
ら
れ
る
と
い
う
枠
組
み
で
は

共
通
す
る
も
の
の
︑
鬼
と
人
と
の
出
会
い
か
た
に
は
︑
随
分
と
異
な
る
設
定
が

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
男
が
美
し
い
声
で
歌
う
と
ト
ケ

ビ
か
ら
呼
び
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
韓
国
昔
話
設
定
は
︑
日
本
昔
話
や
﹃
宇
治
拾

遺
﹄
に
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
そ
の
か
わ
り
︑
舞
い
や
踊
り
︑
宴
が
不
可
欠
で
あ

る
︒本

稿
は
︑
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
韓
国
昔
話
を
︑

新
た
に
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
昔
話
だ
け
で
な
く
﹃
宇
治
拾
遺
﹄

第
三
話
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
備
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

日
本
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
分
類
と
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
研
究
史
か
ら
み
る
と
︑
例
え
ば
﹃
新
大
系
﹄﹁
類
話
一
覧
﹂

が
ま
と
め
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
第
三
話
に
は
︑
表
現
や
構
成
に
お
い
て
一

致
の
認
め
ら
れ
る
同
話
(
�
)
に
該
当
す
る
事
例
が
な
く
︑
同
話
(
�
)と
し
て
鎌

倉
時
代
の
﹃
五
常
内
義
抄
﹄
だ
け
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
第
三
話
は
従

来
︑
比
較
に
適
し
た
類
似
の
説
話
の
少
な
い
事
例
と
さ
れ
て
き
た
︒
む
し
ろ

﹁
類
話
・
関
連
話
﹂
と
し
て
︑
江
戸
時
代
の
﹃
醒
酔
笑
﹄
﹃
嬉
遊
笑
覧
﹄
な
ど
の

他
に
︑
中
国
の
﹃
産
語
﹄
︑﹃
笑
林
評
﹄
な
ど
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

二
六



と
同
時
に
︑
昔
話
の
存
在
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
昔
話
大
成
﹄
一
九
四
﹁
瘤
取

爺
他
﹂
が
例
示
さ
れ
て
い
る②

︒
要
す
る
に
︑
昔
話
と
の
比
較
研
究
は
︑
説
話
文

学
研
究
の
領
域
で
は
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
と
い
え
る
︒

そ
れ
で
は
︑
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
か
ら
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
に
ど
の
よ
う
に

迫
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
大
島
建
彦
氏
は
︑
日
本
各
地
に
分
布
す
る
﹁
瘤
取
爺
﹂

一
六
〇
余
の
事
例
を
集
め
︑﹁
ほ
ぼ
一
定
の
型
が
ひ
ろ
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
な
ど
の
記
録
と
も
︑
か
な
り
一
致
を
示
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
さ

れ
て
い
る③

︒
と
は
い
え
︑
昔
話
と
説
話
集
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
と
の
関
係
は
︑
そ
う

単
純
で
は
な
い
︒
す
で
に
﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄
で
は
︑
完
成
昔
話
の
﹁
動
物
の

援
助
﹂
に
︑﹃
日
本
昔
話
集
成
﹄
と
﹃
日
本
昔
話
大
成
﹄
で
は
︑
本
格
昔
話

﹁
隣
の
爺
﹂
に
﹁
一
九
四

瘤
取
爺
﹂
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

﹃
日
本
昔
話
通
観
﹄
で
は
︑﹁
隣
の
爺
﹂
型
の
ひ
と
つ
と
し
て
﹁
鬼
の
楽
土

型
﹂・﹁
鼠
の
楽
土
型
﹂・﹁
地
藏
浄
土
型
﹂︑﹁
異
郷
訪
問
型
﹂
と
い
う
亞
型
が
示

さ
れ
て
い
る
︒

私
は
︑
日
本
に
お
け
る
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
採
録
事
例
一
四
七
例
を
確
認
し

た
が
︑
そ
の
検
討
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
紙
幅
上
省
く
こ
と
に
し
た
い
︒

日
本
説
話
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
と
昔
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て

中
島
悦
次
氏
が
﹁
こ
の
話
は
多
分
当
時
民
間
に
語
ら
れ
て
い
た
話
を
記
録
し
た

も
の
で
あ
ろ
う④

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
だ
が
︑
第
三
話
を
︑
単
純
に
昔
話
を
そ
の

ま
ま
記
録
し
た
も
の
だ
と
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
﹃
宇
治
拾

遺
﹄
の
説
話
に
お
い
て
︑
昔
話
に
何
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
か
︑
何
が
書
き
換

え
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
大
島
建
彦
氏
は
第
三

話
の
注
釈
に
お
い
て
︑﹁﹁
瘤
取
爺
﹂
の
昔
話
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
慎
重

に
述
べ
て
︑
昔
話
と
説
話
と
が
﹁
型
﹂
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
と
い
う⑤

︒
た
だ
︑

そ
の
後
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
注
釈
に
お
い
て
は
︑
昔
話
と
説
話
と
の
同
一
性
ば
か

り
が
強
調
さ
れ
︑
両
者
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
な
か
っ
た
︒

そ
の
よ
う
な
中
で
︑
周
知
の
こ
の
日
本
昔
話
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
は
﹁
横
座
﹂
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
平
安
貴
族
の
饗
宴

や
︑
時
代
に
流
行
し
た
﹁
一
庭
を
走
ま
は
り
舞
ふ
﹂
猿
楽
が
描
き
加
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る⑥

︒
そ
こ
で
︑
私
は
︑
最
近
ま
で
あ

ま
り
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
韓
国
昔
話
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
宇
治

拾
遺
﹄
の
も
つ
特
質
を
新
た
に
明
ら
か
に
し
た
い
︒

二

昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
に
関
す
る
日
韓
の
研
究
史

さ
て
︑
韓
国
に
お
け
る
﹁
瘤
取
爺
﹂
に
つ
い
て
は
︑
古
く
か
ら
朝
鮮
中
期
詩

文
集
﹃
睡
隱
集
﹄
巻
三
﹁
瘤
戒
﹂
に
類
似
す
る
事
例
の
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る⑦

︒
し
か
し
︑
そ
の
採
録
は
︑
舜
首
痤
と
い
う
日
本
の
僧
侶
か
ら
聞
い

た
と
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
韓
国
固
有
の
伝
承
と
は
言
え
な
い
︒
そ

の
後
︑
韓
国
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
出
典
と
し
て
﹁
旁
㐌
説
話
﹂︵
も
し
く
は
︑

﹁
金
錐
の
話
﹂﹁
金
錐
説
話
﹂
と
も
い
う
︶
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒﹁
旁
㐌
説
話
﹂

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

二
七



は
︑﹃
酉
陽
雜
俎
﹄
続
集
巻
一
﹁
支
諾
皐
上

鬼
神
妖
怪
の
記
録
拾
遺
上
﹂︑

﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
第
四
一
︑﹃
東
史
綱
目
附
巻
﹄﹁
怪
説
弁
證
﹂
な
ど
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
︒
高
木
敏
雄
氏⑧

は
﹁
旁
㐌
説
話
﹂
を
取
り
上
げ
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄﹁
瘤

取
爺
﹂
と
比
較
し
て
︑
次
の
よ
う
な
共
通
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
要
点
を
示

す
と
︑�

山
中
で
鬼
に
遇
う
こ
と
︒

�

鬼
が
集
ま
っ
て
宴
会
を
開
く
こ
と
︒

�

両
人
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
︒

�

そ
の
人
が
顔
面
に
罰
を
受
け
る
こ
と
︒

な
ど
で
あ
る
︒
さ
ら
に
高
木
氏
は
︑﹃
酉
陽
雜
俎
﹄
説
話
の
発
端
﹁
新
羅
国
有
㆓

第
一
貴
族
金
哥
㆒︒
其
遠
祖
云
々
﹂
の
句
が
︑
こ
の
話
の
本
源
地
を
暗
示
す
る
と

し
て
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
と
﹁
同
一
の
起
源
を
有
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑

﹁
朝
鮮
半
島
方
面
﹂
か
ら
一
方
は
中
国
大
陸
へ
と
伝
わ
り
︑
一
方
は
海
を
渡
っ

て
日
本
へ
伝
わ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
︒
ま
た
島
津
久
基
氏
は
﹁
舞
ふ
代
り
に

美
声
で
歌
ふ
だ
け
の
違
い
で
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
説
話
に
一
層
近
い
﹂
と
し
て

﹃
酉
陽
雜
俎
﹄
を
﹁
同
始
源
﹂
も
し
く
は
﹁
類
種
の
説
話
か
ら
の
変
形
に
﹁
打

出
の
小
槌
﹂
の
形
式
を
採
る
如
意
宝
﹂
の
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
来
た
も
の
﹂

と
述
べ
て
い
る⑨

︒
さ
ら
に
野
村
八
良
氏
は⑩

︑﹁
瘤
取
爺
﹂
の
出
典
と
し
て
仏
説

﹁
譬
喩
譚
﹂
か
ら
の
影
響
を
述
べ
た
上
︑
高
橋
亨
氏
の
﹁
瘤
取
﹂
を
取
り
上
げ

﹁﹃
宇
治
拾
遺
﹄
と
﹁
同
一
源
泉
の
物
﹂﹂
と
主
張
し
て
い
る
︒
一
方
︑
日
本
に

韓
国
の
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
︑
高
橋
亨
氏
が
最
初
で

あ
る⑪

︒
そ
の
た
め
︑
韓
国
の
研
究
者
の
中
に
は
︑
﹁
植
民
地
時
代
に
日
本
か
ら

輸
入
さ
れ
た
話
﹂
だ
と
す
る
説⑫

も
あ
る
︒

一
方
︑
韓
国
固
有
の
伝
承
と
み
る
説⑬

も
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
日
韓
の
伝
承
の
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
従
来
の
考
察
は
︑
源
泉
に

つ
い
て
の
言
及
や
出
典
な
ど
︑
影
響
関
係
に
関
す
る
指
摘
を
主
に
し
た
と
い
え

る
︒
私
は
︑
そ
の
よ
う
な
蓋
然
性
に
終
始
す
る
議
論
を
一
旦
留
保
し
て
︑
ま
ず

日
韓
の
比
較
か
ら
始
め
た
い
︒

三

韓
国
昔
話
の
採
録
資
料

崔
仁
鶴
氏
は
︑
韓
国
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂﹁
四
七
六

瘤
取
爺
型⑭

﹂
に
分
類
す

る
︒﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
﹄
︵
以
下
︑
﹃
韓
国
口
碑⑮

﹄︶
に
は
︑
類
系
分
類
�
�

�
︱

�
﹁
ト
ケ
ビ
の
お
か
げ
で
得
を
し
た
人
︑
真
似
し
て
失
敗
す
る
﹂
に
︑
総

数
六
話
︵
⑮
～
⑳
番
事
例
︶
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
昔
話
集
及
び
﹃
韓
国
口

碑
﹄
に
収
録
さ
れ
る
総
数
二
〇
の
採
録
の
報
告
事
例
を
取
り
上
げ
る
と
︑
次
の

よ
う
で
あ
る
︒

①
高
橋
亨
﹁
瘤
取
﹂
﹃
朝
鮮
の
物
語
集
附
俚
諺
﹄
日
韓
書
房
︑
一
九
一
〇
年
︑

一
～
五
頁
︒

②
榎
本
秋
村
﹁
瘤
爺
﹂﹃
世
界
童
話
集
東
洋
の
巻

︱
︵
第
二
部

朝
鮮
童

話
︶﹄
実
業
之
日
本
社
︑
一
九
一
八
年
︑
四
八
～
五
一
頁
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

二
八



③
山
崎
日
城
﹁
瘤
取
物
語
﹂﹃
朝
鮮
の
奇
談
と
伝
説
﹄
ウ
ツ
ボ
ヤ
書
房
︑
一

九
二
〇
年
︑
二
一
〇
～
二
一
三
頁
︒

④
朝
鮮
総
督
府
﹁
三
．
瘤
と
ら
れ
・
瘤
も
ら
ひ
﹂﹃
朝
鮮
童
話
集
﹄
朝
鮮
総

督
府
刊
行
︑
一
九
二
四
年
︑
一
三
～
一
八
頁
︒

⑤
沈
宜
麟
﹁
43
．
瘤
の
あ
る
老
翁
﹂﹃
朝
鮮
童
話
大
集
﹄
漢
城
図
書
︑
一
九

二
六
年
︑
二
〇
四
～
二
〇
七
頁
︒

⑥
中
村
亮
平
﹁
瘤
取
爺
さ
ん
﹂﹃
朝
鮮
童
話
集
﹄
富
山
房
︑
一
九
二
六
年
︑

九
九
～
一
〇
六
頁
︒

⑦
朴
英
晩
﹁
18
．
瘤
取
ら
れ
︑
瘤
も
ら
い
﹃
朝
鮮
伝
来
童
話
集
﹄
ソ
ウ
ル
︑

一
九
三
〇
年
︑
九
九
～
一
〇
三
頁
︒

⑧
朝
鮮
総
督
府
﹁
第
八

瘤
を
取
っ
た
話
﹂﹃
朝
鮮
語
読
本
巻
四
﹄
朝
鮮
総

督
府
刊
行
︑
一
九
三
三
年
︑
一
九
～
三
〇
頁
︒

⑨
李
相
魯
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
﹂﹃
韓
国
伝
来
童
話
読
本
﹄
乙
酉
文
化
社
︑

一
九
六
二
年
︑
一
七
八
～
一
八
三
頁
︒

⑩
李
元
寿
﹁
歌
の
袋
﹂﹃
伝
来
童
話
集
﹄
現
代
社
︑
一
九
六
三
年
︑
二
六
六

～
二
七
七
頁
︒

⑪
崔
仁
鶴
共
編
﹁
瘤
取
に
行
っ
て
︑
瘤
付
け
ら
れ
た
者
﹂﹃
韓
国
伝
来
童
話

全
集
�
﹄
章
原
社
︑
一
九
七
〇
年
︑
六
五
頁
～
七
〇
︒

⑫
任
晳
宰
﹃
昔
話
選
集
﹄
教
学
社
︑
一
九
七
二
年
︑
一
七
七
～
一
八
〇
頁
︒

⑬
崔
仁
鶴
﹁
こ
ぶ
と
り
爺
﹂﹃
朝
鮮
昔
話
百
撰
﹄
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
一

九
七
四
年
︑
一
九
八
～
二
〇
〇
頁
︒

⑭
朴
榮
濬
﹁
ふ
た
つ
の
こ
ぶ
爺
さ
ん
﹂
﹃
韓
国
の
民
話
と
伝
説

古
代
編
﹄

韓
国
文
化
図
書
出
版
社
︑
一
九
七
五
年
︑
七
三
～
七
六
頁
︒

⑮
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
瘤
付
け
ら
れ
た
人
﹂
�
︱

�
京
畿
道
驪
州
郡

⑯
﹁
瘤
付
け
ら
れ
た
話
﹂
�
︱

�
忠
清
北
道
忠
州
市

⑰
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
瘤
付
け
ら
れ
た
話
﹂
�
︱

�
忠
清
北
道
清
州
市

⑱
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
瘤
付
け
ら
れ
た
話
﹂
�
︱

�
忠
清
南
道
唐
津
郡

⑲
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
瘤
付
け
ら
れ
た
話
﹂
�
︱

�
全
羅
北
道
扶
安
郡

⑳
﹁
ト
ケ
ビ
と
瘤
爺
さ
ん
﹂
	
︱

16
慶
尚
北
道
亀
尾
市
長
川
面

以
上
︑
先
に
取
り
上
げ
た
昔
話
集
の
事
例
及
び
︑﹃
韓
国
口
碑
﹄
に
収
録
さ

れ
て
い
る
﹁
瘤
取
爺
﹂
総
数
二
〇
話
の
事
例
の
す
べ
て
ま
と
め
︑︻
表
︼
︹
韓
国

昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
事
例
比
較
表
︺
を
作
成
し
た
︒

四

昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
日
韓
比
較

日
韓
の
伝
承
の
比
較
に
よ
っ
て
︑
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
︒

(
�
)

隣
人
と
の
対
立
関
係

両
国
の
昔
話
は
と
も
に
︑
瘤
の
あ
る
爺
が
山
に
行
き
︑
出
会
っ
た
異
界
の
存

在
に
よ
っ
て
瘤
が
取
り
除
か
れ
る
の
だ
が
︑
真
似
を
し
た
隣
の
爺
は
失
敗
し
︑

も
う
一
つ
の
瘤
も
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
成
が
共
通
し
て
い
る
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質
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︻
表
︼
︹
韓
国
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
事
例
比
較
表
︺︵
○
番
号
は
︑
採
録
報
告
事
例
番
号
を
︑
▲
は
︑
意
図
の
な
い
嘘
を
表
す
︶

発

端

展

開

結

果

話

主

人

公

異
界
の
存
在

動

機

宴

歌詞

嘘

瘤

︵
瘤
取
ら
れ
・
付
け
ら
れ
た
︶

理

由

①

瘤
を
頬
に
下
げ
た
る
老
爺
・
町

内
の
老
爺
︵
頬
の
下
︶

異
種
異
形
の
妖
怪

偶
然
︵
主
人
公
の
︶
歌
を
聞

く

○

売
る
︵
種
々
の
宝
と
交
換
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

②

正
直
な
お
爺
さ
ん
︵
頬
︶・
不

正
直
で
意
地
悪
い
お
爺
さ
ん

︵
頬
︶

赤
鬼
・
葵
鬼
や
様
々
な
鬼

偶
然
歌
を
聞
く

○

報
償
︵
宝
物
の
箱
︶
・
散
々

殴
り
つ
け
ら
れ
る

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

③

正
直
な
翁
︵
右
顔
︶・
欲
の
深

き
翁
︵
顔
︶

妖
怪

偶
然
歌
を
聞
く

○

報
償
︵
多
く
の
宝
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

④

一
人
の
男
︵
頬
︶・
隣
の
欲
深

い
男

長
丞

夢
の
中
で
︑
長
丞
を
助
け
る

目
が
覚
め
る
と
︑
瘤
が
な
く

な
っ
て
い
る

恩
返
し

⑤

真

面

目

な

老

翁
︵
あ

ご

の

下
︶・
欲
深
い
隣
の
爺

ト
ケ
ビ

偶
然
聴
き
︑
楽
し
く
踊
る

○

売
る
︵
宝
貨
︑
大
き
な
富
者

に
な
る
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑥

片
一
方
に
瘤
も
つ
爺
・

鬼

偶
然
歌
を
聞
く

○

宝
物
と
交
換

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑦

老
人
︵
首
に
長
い
瘤
︶・
後
半

無
し

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

▲

報
償
︵
金
銀
宝
貨
︶

ト
ケ
ビ
の
勘
違
い

⑧

老
人
︵
首
に
大
き
い
瘤
︶・
後

半
無
し

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

▲

報
償
︵
立
派
な
金
銀
宝
貨
︶

ト
ケ
ビ
の
勘
違
い

⑨

爺
︵
頬
︶・
同
じ
村
に
住
む
爺

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

宝
物
と
交
換

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑩

爺
︵
首
︶・
隣
の
村
に
住
む
爺

︵
首
︶

頭
に
角
の
あ
る
ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

○

売
る
︵
宝
物
が
入
っ
た
袋
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑪

爺
︵
片
頬
︶・
隣
の
村
に
住
む

爺

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

宝
物
と
交
換

瘤
を
付
け
ら
れ
る

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質
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⑫

爺
︵
右
頬
︶・
隣
の
爺
︵
左
頬
︶

ト
ケ
ビ

楽
し
く
遊
ぶ
ト
ケ
ビ
群
れ
に

入
っ
て
歌
っ
て
踊
る

○

質

︵
歌
が
︶
上
手
・
下
手

⑬

お
爺
さ
ん
︵
片
方
の
ほ
っ
べ

た
︶・
隣
の
村
に
住
む
爺

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

報
償
︵
宝
物
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑭

爺
︵
右
下
の
顎
︶・
同
じ
村
に

住
む
爺
︵
左
下
の
顎
︶

鬼

鬼
の
宴
を
見
て
我
慢
で
き
ず
︑

仲
間
に
入
っ
て
踊
る

○

質

︵
歌
と
踊
り
が
︶
上
手
・
下
手

⑮

あ
る
人
︵
頬
︶・
あ
る
者

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

勝
手
に
取
っ
て
帰
る

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑯

貧
し
い
金
氏
︵
本
来
︑
歌
が
上

手
︶・
金
持
ち
崔
氏

ト
ケ
ビ

歌
に
ほ
れ
た
ト
ケ
ビ
た
ち
が

集
ま
て
︑
楽
し
く
踊
る

○

報
酬
︵
金
銀
宝
貨
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑰

田
舎
の
農
夫
・
隣
の
人

ト
ケ
ビ

主
人
公
の
歌
に
感
動

ト
ケ
ビ
の
棒
を
も
ら
う

︵
歌
が
︶
上
手
・
下
手

⑱

優
し
い
人
︵
本
来
︑
歌
が
上

手
︶・
隣
の
意
地
悪
い
人

ト
ケ
ビ

歌
を
聴
い
て
楽
し
く
踊
る

○

報
酬
を
要
求
︵
ト
ケ
ビ
の
棒

を
も
ら
う
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑲

あ
る
人
・
隣
の
人

ト
ケ
ビ

偶
然
歌
を
聞
く

○

報
償
︵
お
金
︶

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

⑳

爺
・
隣
の
爺

ト
ケ
ビ

仲
間
に
入
り
︑
歌
い
踊
る

遊び

○

瘤
を
取
ら
れ
る

嘘
・
嘘
が
ば
れ
る

韓
国
の
場
合
︑
⑤
﹃
朝
鮮
童
話
大
集
﹄
⑫
﹃
昔
話
選
集
﹄
な
ど
︑
総
七
話
に

み
え
る
話
末
評
語
の
内
容
を
見
る
と
︑﹁
そ
れ
で
﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
︑
瘤
付

け
ら
れ
た
﹂
と
い
う
話
が
で
き
た
﹂
と
︑
こ
と
わ
ざ
の
由
来
に
関
す
る
説
明
が

あ
り
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
の
話
末
評
語
や⑯

︑
日
本
昔
話
の
よ
う
な
︑
人
を

羨
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
教
訓
と
は
全
く
異
な
る
︒
そ
れ
に
︑
日
本
昔
話

﹁
瘤
取
爺
﹂
の
場
合
は
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
と
同
様
に
︑
主
人
公
の
踊
り
が

上
手
か
下
手
か
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る
︑
と
い
う
事
例
が
は
る
か
に
多
い
︒

つ
ま
り
︑
日
韓
双
方
と
も
主
人
公
と
隣
人
と
の
関
係
が
必
ず
善
悪
の
対
立
を

伴
う
わ
け
で
な
い
こ
と
も
同
様
で
あ
る
︒

(
�
)

異
界
の
存
在
と
の
出
会
い

韓
国
昔
話
で
は
︑
祭
や
宴
の
場
面
が
極
め
て
少
な
い
が
︵︻
表
︼
⑫
⑭
番
事

例
の
み
︶︑
日
本
昔
話
で
は
多
く
の
事
例
に
宴
の
場
面
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
は
鬼
と
男
と
の
出
会
い
か
た
の
違
い
か
ら
発
す
る
︒
韓

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

三
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国
昔
話
は
︑
主
人
公
が
夜
中
に
山
中
で
一
人
に
な
っ
た
時
︑
そ
の
怖
さ
を
抑
え

る
た
め
歌
を
歌
う
︒
す
る
と
︑
偶
然
そ
の
歌
を
聞
い
た
異
界
の
存
在
は
感
動
し
︑

上
手
に
歌
え
る
原
因
に
好
奇
心
を
持
つ
こ
と
が
発
端
と
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
や
日
本
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
で
は
︑
鬼
な
ど
の
宴
が
あ
り⑰

︑

興
に
乗
っ
た
主
人
公
が
積
極
的
に
そ
の
場
に
入
り
込
ん
で
一
緒
に
遊
ぶ
と
い
う

設
定
を
基
本
と
す
る
︒
そ
の
場
合
︑
爺
は
も
と
も
と
歌
や
踊
り
が
好
き
で
あ
り
︑

上
手
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
異
界
の
存
在
を
楽
し
ま

せ
る
方
法
と
し
て
︑
日
本
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
は
歌
や
踊
り
が
中
心
で
あ
る
︒

な
お
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
鬼
た
ち
の
宴
を
見
た
主
人
公
が
︑

﹁
し
か
る
べ
く
神
仏
の
思
は
せ
給
け
る
に
や
︑﹁
あ
は
れ
︑
走
出
て
舞
は
ば

や
﹂
と
思
ふ
を
︑
一
度
は
思
か
へ
し
つ
︒
そ
れ
に
︑
何
と
な
く
︑
鬼
ど
も

が
う
ち
あ
げ
た
る
拍
子
の
よ
げ
に
聞
こ
え
け
れ
ば
︑﹁
さ
も
あ
れ
︑
た
ゞ

は
し
り
い
で
て
︑
舞
て
ん
︒
死
な
ば
さ
て
あ
り
な
ん
﹂
と
思
と
り
て
﹂

と
︑
一
度
は
気
持
ち
を
抑
え
た
も
の
の
︑
結
局
は
鬼
た
ち
の
仲
間
に
入
っ
て
踊

る
と
い
う
︑
鬼
た
ち
の
宴
に
入
り
込
む
ま
で
の
主
人
公
の
心
理
的
曲
折
を
描
い

て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑
様
々
な
人
間
に
深
い
興
味
を
持
っ
て
い
た
編
者
の
﹁
お

の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
い
る
人
間
理
解
の
独
自
性
﹂
が
読
み
取
れ
て⑱

︑﹃
宇
治

拾
遺
﹄
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
﹁
人
間
の
描
写
の
特
性
が
見
出
さ
れ
る⑲

﹂
と
︑

言
え
よ
う
︒

(
�
)

歌
は
瘤
か
ら
出
る
と
い
う
発
想
と
主
人
公
の
嘘

韓
国
昔
話
で
は
︑
上
手
な
歌
声
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
の
か
と
い
う
︑
異
界

か
ら
の
存
在
︵
ト
ケ
ビ
︶
に
よ
る
質
問
が
あ
り
︑
主
人
公
が
ど
う
対
応
し
た
か

が
基
本
と
な
る
︒

�

﹁
老
爺
は
も
は
や
気
丈
夫
な
れ
ば
︑
さ
れ
ば
と
よ
大
王
の
見
ら
る
ゝ
通
り
︑

我
は
此
の
処
に
大
き
や
か
な
る
瘤
を
持
て
り
︑
こ
れ
こ
そ
我
が
声
溜
め
所
よ

と
答
へ
た
れ
ば
︒
﹂

︵﹃
朝
鮮
の
物
語
集
附
俚
諺
﹄
)

�

﹁
お
爺
さ
ん
は
鬼
共
を
見
て
吃
驚
し
た
が
︑
ふ
と
何
や
ら
思
ひ
付
い
た
と

見
え
て
笑
ひ
な
が
ら
︑
そ
の
鬼
の
頭
に
向
ひ
︑
﹁
私
の
よ
い
声
は
此
顔
の
瘤

か
ら
出
る
の
だ
﹂
と
い
ひ
ま
し
た
﹂︵

﹃
東
洋
の
巻
︵
第
二
部

朝
鮮
童
話
︶﹄
)

�

﹁
爺
は
出
鱈
目
に
﹁
私
の
顔
に
あ
る
大
き
な
瘤
か
ら
此
の
美
し
い
声
が
出

る
の
で
あ
る
﹂
と
答
へ
た
﹂

︵
﹃
朝
鮮
の
奇
談
と
伝
説
﹄
)

�

﹁
あ
ご
の
下
に
付
け
ら
れ
て
い
る
瘤
か
ら
出
ま
す
︒
こ
の
瘤
さ
え
あ
れ
ば

上
手
に
歌
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
﹂
と
言
っ
た
﹂

︵﹃
朝
鮮
童
話
大
集
﹄
)

�

﹁
老
人
は
笑
い
な
が
ら
﹁
首
︵
喉
︶
か
ら
出
る
に
決
ま
っ
た
で
し
ょ
う
﹂

と
言
い
な
が
ら
︑
か
ら
か
ら
と
笑
っ
た
︒
す
る
と
︑
頭
の
ト
ケ
ビ
は
﹁
お
爺

さ
ん
︑
嘘
言
わ
な
い
で
︑
お
爺
さ
ん
の
美
し
い
声
は
き
っ
と
そ
の
大
き
な
瘤

か
ら
出
る
に
違
い
な
い
﹂
と
言
っ
た
﹂

︵
﹃
朝
鮮
伝
来
童
話
集
﹄
)

�

﹁
喉
か
ら
出
る
ん
だ
﹂
と
老
人
が
答
え
た
と
こ
ろ
︑﹁
お
爺
さ
ん
︑
嘘
言
わ

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質
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な
い
で
く
だ
さ
い
︑
普
通
の
声
な
ら
喉
か
ら
出
る
ん
だ
け
と
︑
そ
ん
な
美
し

い
声
は
決
し
て
声
か
ら
出
る
わ
け
な
い
︑
爺
の
そ
の
大
き
な
瘤
か
ら
出
る
じ

ゃ
な
い
で
す
か
﹂

︵﹃
朝
鮮
語
読
本
﹄
)

	

﹁
お
爺
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
に
﹁
こ
れ
を
見
て
︑
こ
こ
に
あ
る
大
き
な
瘤
を

見
て
み
て
︑
こ
こ
か
ら
美
し
い
歌
が
出
る
ん
だ
﹂
と
︑
平
気
で
言
っ
た
﹂

︵﹃
韓
国
伝
来
童
話
読
本
﹄
)




﹁
お
爺
さ
ん
は
︑
ト
ケ
ビ
は
こ
の
瘤
っ
て
︑
何
だ
か
分
か
ら
な
い
は
ず
だ

か
ら
︑
歌
が
入
っ
た
袋
だ
と
言
っ
た
ら
面
白
が
る
か
も
⁝
と
思
っ
た
︒﹁
友

よ
︑
私
の
歌
が
出
て
来
る
と
こ
ろ
を
教
え
て
あ
げ
る
よ
︑
私
の
歌
は
︑
こ
の

歌
の
袋
︵
瘤
︶
か
ら
出
て
く
る
ん
だ
﹂

︵﹃
伝
来
童
話
集
﹄
)

�

﹁
お
爺
さ
ん
は
威
張
り
な
が
ら
﹁
こ
れ
を
見
て
︑
こ
こ
に
ぶ
ら
下
げ
て
い

る
瘤
を
︑
こ
こ
か
ら
︵
歌
が
︶
出
る
ん
だ
﹂
と
︑
瘤
を
指
し
た
﹂

︵﹃
韓
国
伝
来
童
話
全
集
﹄
)

10

﹁
他
の
人
よ
り
歌
が
上
手
い
の
は
︑
こ
の
瘤
か
ら
そ
の
歌
声
が
出
る
か
ら

だ
よ
﹂
実
際
ト
ケ
ビ
た
ち
が
見
て
み
る
と
︑
他
の
人
に
は
付
い
て
い
な
い
瘤

が
あ
っ
て
歌
も
上
手
だ
か
ら
︑
瘤
か
ら
歌
が
出
て
来
る
と
言
う
彼
の
話
は
確

か
だ
と
思
っ
た
﹂

︵﹃
韓
国
口
碑
�
︱

�
﹄
)

韓
国
昔
話
は
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
︑
歌
声
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
か
と
尋
ね

る
ト
ケ
ビ
に
対
し
て
︑
主
人
公
は
︑
歌
声
は
瘤
か
ら
だ
と
嘘
を
言
っ
て
い
る
︒

そ
れ
に
︑
ト
ケ
ビ
は
嘘
を
そ
の
ま
ま
信
じ
︑
宝
物
を
も
っ
て
瘤
を
買
い
求
め

て
い
る
︒
主
人
公
の
異
界
の
存
在
に
怖
が
ら
ず
︑
平
気
で
嘘
を
言
い
︑
自
分
の

利
益
を
得
よ
う
と
す
る
行
動
か
ら
︑
主
人
公
の
も
つ
ト
ケ
ビ
に
対
す
る
印
象
が

読
み
取
れ
る
︒

韓
国
ト
ケ
ビ
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
李
元
寿
氏
は
﹁
歌
の
袋
﹂︵
︻
表
︼
⑩
番
事

例
︶
の
解
説
に
お
い
て
︑﹁
外
国
の
化
け
物
よ
り
も
人
間
的
で
︑
無
邪
気
な
面

が
あ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
︑
ト
ケ
ビ
は
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
よ
り
も
︑
面
白
く
て

親
し
い
も
の⑳

﹂
と
し
︑
ト
ケ
ビ
は
一
般
に
︑﹁
い
た
ず
ら
を
好
み
︑
人
を
惑
わ

し
て
嫌
が
ら
せ
も
す
る
も
の
の
︑
う
ま
く
付
き
合
う
と
︑
そ
の
霊
験
な
力
で
財

宝
を
も
た
ら
す
な
ど
奇
跡
的
な
助
け
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る㉑

﹂
存
在
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
任
晳
宰
氏
は
︑
韓
国
説
話
の
中
に
登
場
す
る

ト
ケ
ビ
の
特
徴
に
つ
い
て
︑

宝
物
を
限
り
な
く
持
っ
て
︑
願
う
も
の
な
ら
何
で
も
出
て
来
る
︵
魔
法

の
︶
棒
を
持
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
食
べ
は
お
酒
を
飲
ん
で
楽
し
く
遊
ぶ
の

が
好
き
で
︑
人
間
と
は
親
し
い
関
係
だ
が
︑
人
に
よ
く
騙
さ
れ
る
間
抜
け

な
面
も
あ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
裏
切
ら
れ
た
ら
お
返
し
は

す
る
も
の
の
︑
そ
の
報
復
の
手
段
や
方
法
は
︑
精
巧
・
巧
み
で
も
な
く
︑

直
截
的
で
お
愚
か
な
に
き
わ
ま
り
な
い
︒
そ
の
た
め
か
︑
ト
ケ
ビ
は
超
自

然
的
な
霊
験
の
力
を
持
っ
て
︑
人
の
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
も
の
の
︑
人

は
そ
れ
を
崇
め
尊
ぶ
の
で
は
な
く
︑
馬
鹿
に
し
て
だ
ま
そ
う
と
す
る㉒

と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
韓
国
の
ト
ケ
ビ
と
は
︑
日
本
の
お
化
け
や
鬼
に
比

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

三
三



べ
︑
恐
ろ
し
い
存
在
で
は
な
く
︑
財
宝
を
も
ら
え
る
対
象
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
日
本
昔
話
や
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
に
お
け
る

鬼
は
︑
人
に
呪
福
を
も
た
ら
す
神
格
に
近
い
︒

な
お
︑︻
表
︼
⑤
と
⑥
番
の
場
合
︑
喉
と
首
の
こ
と
を
同
じ
く
﹁
鯉

モ
ッ
ク

﹂
と
も

い
う
韓
国
語
に
対
す
る
ト
ケ
ビ
か
ら
の
勘
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
が
︑
爺
は
ト
ケ
ビ
の
勘
違
い
を
訂
正
し
な
い
事
例
や
︑
⑧
番
の
事
例
︑﹁
お

爺
さ
ん
は
︑
ト
ケ
ビ
は
こ
の
瘤
っ
て
︑
何
だ
か
分
か
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
︑
歌

が
入
っ
た
袋
だ
と
言
っ
た
ら
面
白
が
る
か
も
⁝
と
思
っ
た
﹂
と
い
う
主
人
公
の

心
理
な
ど
︑
韓
国
の
事
例
に
み
え
る
主
人
公
の
嘘
の
場
面
に
は
︑
そ
れ
ほ
ど
悪

い
印
象
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三

話
で
は
︑﹁
た
ゞ
目
鼻
を
は
召
す
と
も
︑
こ
の
こ
ぶ
だ
け
は
ゆ
る
し
給
候
は
む
︒

年
比
持
て
候
物
を
︑
故
な
く
召
さ
れ
む
︑
ず
ち
な
き
事
に
候
な
ん
﹂
と
︑
嬉
し

い
心
を
隠
し
て
嘘
を
言
う
︒
有
利
に
こ
と
を
運
ぼ
う
と
す
る
力
点
の
置
き
方
が

異
な
る
の
で
あ
る
︒

(
�
)

瘤
を
売
る
︵
ま
た
は
︑
お
返
し
が
あ
る
︶

韓
国
昔
話
の
特
徴
と
し
て
︑
瘤
か
ら
歌
が
出
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
後
の

ト
ケ
ビ
の
対
応
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
︒

�

﹁
妖
怪
さ
ら
ば
い
か
で
そ
の
瘤
を
我
に
売
り
玉
へ
と
て
︑
種
々
の
宝
共
を

持
ち
出
で
交
換
し
て
け
り
﹂

︵﹃
朝
鮮
の
物
語
集
附
俚
諺
﹄
)

�

﹁
妖
怪
は
﹁
然
ら
ば
ド
ウ
か
し
て
其
の
瘤
を
買
っ
て
貰
ひ
た
い
﹂
と
云
っ

て
︑
多
く
の
宝
を
持
ち
出
し
て
其
の
瘤
を
爺
の
顔
か
ら
無
理
に
取
り
去
っ
て

し
ま
っ
た
﹂

︵﹃
朝
鮮
の
奇
談
と
伝
説
﹄
)

�

﹁
ト
ケ
ビ
は
嬉
し
い
顔
で
︑﹁
そ
う
か
︑
そ
ん
な
良
い
も
の
を
一
人
だ
け
持

た
ず
に
︑
金
銀
宝
貨
な
ら
た
く
さ
ん
あ
げ
る
か
ら
︑
私
に
売
っ
て
く
れ
﹂
と

頼
む
の
で
あ
っ
た
﹂

︵﹃
朝
鮮
童
話
大
集
﹄
)

�

﹁
き
っ
と
瘤
か
ら
歌
声
が
出
る
に
違
い
ま
せ
ん
︒
お
爺
さ
ん
︑
難
し
い
と

は
思
い
ま
せ
ん
が
︑
そ
の
瘤
︑
私
た
ち
に
取
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
︑
代
わ
り

に
良
い
も
の
を
牛
や
馬
に
乗
せ
て
あ
げ
ま
す
か
ら
﹂
と
︑
願
う
の
で
あ
っ

た
﹂

︵﹃
朝
鮮
伝
来
童
話
集
﹄
)

�

﹁
お
爺
さ
ん
︑
難
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
︑
そ
の
瘤
︑
私
た
ち
に
く
れ

ま
せ
ん
か
︑
く
れ
る
な
ら
︑
礼
物
を
た
く
さ
ん
あ
け
ま
す
﹂

︵﹃
朝
鮮
語
読
本
﹄
)

�

﹁
頭
の
ト
ケ
ビ
は
︑
何
と
自
分
も
お
爺
さ
ん
の
よ
う
に
上
手
に
歌
い
た
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
︑
部
下
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
宝
物
を
持
っ
て
来
い
と
命

令
し
た
﹂

︵﹃
韓
国
伝
来
童
話
読
本
﹄
)

	

﹁
そ
の
歌
の
袋
︵
瘤
︶
︑
俺
た
ち
に
売
っ
て
く
れ
︒
お
金
な
ら
十
分
あ
げ
る

か
ら
︑
俺
た
ち
に
売
っ
て
く
れ
﹂

︵﹃
伝
来
童
話
集
﹄
)




﹁
頭
の
ト
ケ
ビ
は
︑
自
分
も
瘤
を
も
っ
て
美
し
い
歌
を
歌
い
た
い
と
思
っ

た
︒
そ
れ
で
︑﹁
何
ど
う
ぞ
︑
そ
の
瘤
を
私
に
く
れ
ま
せ
ん
か
︒
宝
物
を
た

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質
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く
さ
ん
あ
げ
る
か
ら
︑
交
換
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
言
っ
た
﹂

︵﹃
韓
国
伝
来
童
話
全
集
﹄
)

�

﹁
そ
の
こ
ぶ
を
お
れ
に
く
れ
な
い
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
に
相
当
す
る
宝

物
を
い
っ
ぱ
い
あ
げ
る
か
ら
﹂

︵﹃
朝
鮮
昔
話
百
選
﹄
)

10

﹁
こ
の
二
つ
と
も
取
っ
て
帰
る
な
ら
︑
代
わ
り
に
何
か
く
れ
な
い
か
い
﹂

と
聞
い
た
︒︵
略
︶﹁
ト
ケ
ビ
の
棒
を
あ
げ
る
か
ら
交
換
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
言

っ
た
﹂

︵﹃
韓
国
口
碑
�
︱

�
﹄
)

こ
れ
を
見
る
と
︑
ト
ケ
ビ
か
ら
瘤
を
売
っ
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
が
あ
り
︑

瘤
の
代
り
に
金
銀
宝
物
を
も
ら
う
︒
ま
た
は
︑
叩
く
と
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る

ト
ケ
ビ
の
棒
な
ど
﹁
お
返
し
﹂
を
も
ら
う
と
い
う
展
開
を
基
本
と
し
て
い
る
︒

特
に
︑︻
表
︼
の
⑱
番
の
事
例
の
場
合
︑
主
人
公
の
方
か
ら
﹁
こ
の
瘤
の
変

わ
り
に
何
か
く
れ
な
い
か
﹂
と
︑
積
極
的
に
﹁
お
返
し
﹂
を
要
求
す
る
と
い
う

設
定
も
興
味
深
い
︒
日
本
昔
話
に
は
︑
群
馬
県
利
根
郡
新
治
村
伝
承㉓

の
場
合
︑

鬼
の
側
か
ら
﹁
こ
の
中
に
い
い
声
の
出
る
た
ね
が
入
っ
て
い
つ
に
ち
げ
え
ね

え
︒﹂
と
︑
瘤
を
声
が
出
る
と
こ
ろ
だ
と
勘
違
い
す
る
か
︑
群
馬
県
利
根
郡
新

治
村
伝
承㉔

の
場
合
は
︑
頭
の
天
狗
か
ら
︑
な
ぜ
そ
ん
な
よ
い
声
が
出
る
の
か
と

聞
か
れ
た
時
︑
自
分
の
瘤
を
指
し
な
が
ら
︑﹁
こ
ん
な
も
の
が
︑
あ
る
せ
い
だ

か
ら
︑
何
だ
か
︑
あ
り
が
た
い
事
に
は
︑
と
っ
て
も
よ
う
声
が
で
ま
す
よ
﹂
と
︑

嘘
を
つ
く
な
ど
︑
瘤
は
歌
声
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
設
定
の
事
例
が
み

ら
れ
る
︒
一
見
す
る
と
︑
韓
国
の
事
例
と
似
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ

れ
は
︑
あ
く
ま
で
も
︑
再
び
お
爺
さ
ん
を
招
く
た
め
に
︑
質
と
し
て
預
け
て
お

く
た
め
で
あ
り
︑
私
の
知
る
限
り
︑
日
本
昔
話
に
は
﹁
瘤
を
売
る
﹂
と
い
う
場

面
は
見
当
た
ら
な
い
︒
ほ
か
︑
実
際
に
﹁
売
る
﹂
と
い
う
表
現
は
使
わ
な
い
が
︑

上
手
な
踊
り
に
対
す
る
お
礼
や
報
い
と
し
て
︑
金
銀
宝
を
も
ら
う
と
あ
る
事
例

は
確
認
で
き
る㉕

︒五

日
韓
比
較
の
論
点

同
じ
話
型
を
も
つ
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
及
び
日
本
昔
話
と
︑
韓
国
昔
話
の

三
者
に
つ
い
て
比
較
を
試
み
る
と
︑
三
者
の
共
通
点
︑
相
違
点
を
次
の
よ
う
に

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
日
韓
昔
話
及
び
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
説
話
と

三
者
の
同
質
性
を
話
型
に
求
め
る
と
︑

主
人
公
は
︑
異
界
の
存
在
に
よ
っ
て
瘤
を
取
ら
れ
る
︒

隣
人
は
︑
異
界
の
存
在
か
ら
瘤
を
付
け
ら
れ
る
︒

と
い
う
単
純
で
対
照
的
な
枠
組
み
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

問
題
は
︑
な
ぜ
︑
ど
う
い
う
仕
掛
け
に
よ
っ
て
災
厄
の
除
去
も
し
く
は
呪
福
の

獲
得
が
可
能
に
な
る
の
か
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
る
こ
と

が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
と
韓
国
と
い
う
異
な
る
地
域
性
や
伝
承
の
歴
史

性
に
よ
っ
て
表
現
に
異
な
り
が
生
じ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

日
韓
両
国
と
も
に
︑﹁
瘤
取
り
に
行
っ
て
︑
瘤
付
け
ら
れ
る
﹂
と
い
う
設
定

か
ら
み
る
と
同
じ
よ
う
だ
が
︑
モ
チ
ー
フ
を
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
と
︑
日
韓

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
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の
﹁
瘤
取
爺
﹂
は
は
っ
き
り
と
し
た
モ
チ
ー
フ
で
対
比
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る㉖

︒

瘤
を
取
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
だ
け
な
ら
︑
韓
国
の
場
合
︑︻
表
︼

の
収
録
さ
れ
た
話
の
結
末
か
ら
考
え
る
と
︑
最
後
の
結
論
と
し
て
は
︑
ト
ケ
ビ

に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
︵
二
十
事
例
の
中
︑

十
五
の
事
例
が
瘤
を
売
る
か
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
宝
物
や
お
金
を
も
ら

っ
て
い
る
︶︒
こ
れ
は
︑﹁
旁
㐌
説
話
﹂
及
び
︑
韓
国
の
昔
話
﹁
ト
ケ
ビ
の
棒
﹂

に
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
結
末
の
と
こ
ろ
︑
主
人
公
は
ト
ケ

ビ
の
く
れ
る
棒
や
宝
物
に
よ
っ
て
裕
福
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
発
端
部
分
に

お
い
て
︑
韓
国
昔
話
で
は
︑
偶
然
主
人
公
の
歌
を
聞
い
た
異
界
の
存
在
は
︑
そ

の
歌
に
合
わ
せ
て
楽
し
く
踊
り
遊
ぶ
︒
要
す
る
に
︑
異
界
の
存
在
の
遊
び
は
上

手
な
主
人
公
の
歌
に
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
は
︑
主
人
公
か
ら

積
極
的
に
鬼
の
開
く
宴
に
入
り
込
み
︑
上
手
に
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
参
加
者

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
た
め
︑
日
本
の
場
合
は
宴
を
開
く
際
︑
必
ず
爺
が
宴
に
参
加
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
︑
質
を
預
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
一

方
︑
韓
国
の
場
合
︑
瘤
は
美
し
い
歌
声
が
出
て
く
る
歌
の
袋
と
あ
る
た
め
︑
瘤

さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
い
つ
で
も
歌
う
こ
と
や
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
爺
を

招
く
必
要
が
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
質
と
し
て
瘤
を
預
け
る
必
要
も
な
い
︒
つ

ま
り
︑
韓
国
昔
話
で
は
︑
瘤
を
取
る
・
取
ら
な
い
が
最
終
の
課
題
で
は
な
く
︑

瘤
は
主
人
公
が
裕
福
に
な
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
宝
物
を
与
え
て
も
買
い
求
め
る
ほ
ど
の
美
し
い
歌
声
と
上
手
な

踊
り
︑
そ
れ
に
︑
命
を
か
け
て
も
入
り
込
み
た
く
な
る
ほ
ど
の
宴
の
場
面
が
必

要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
韓
国
昔
話
は
富
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
﹁
瘤
を
売
る
﹂
と
い
う
設
定
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒

日
本
の
昔
話
に
鬼
は
︑
集
団
で
登
場
す
る
︒
例
え
ば
︑
佐
々
木
喜
善
の
﹃
聴

耳
草
紙
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
瘤
取
爺
﹂
︵
そ
の
一
︶
の
事
例
で
は
︑
爺
は

瘤
を
取
っ
て
も
ら
お
う
と
﹁
山
の
神
様
﹂
に
願
を
か
け
て
﹁
夜
籠
り
﹂
を
す
る
︒

す
る
と
︑﹁
賑
や
か
な
笛
太
鼓
の
囃
の
音
﹂
と
と
も
に
﹁
天
狗
﹂
た
ち
が
現
れ

る
︒﹁
神
楽
﹂
に
は
﹁
舞
い
手
﹂
が
必
要
だ
︑
と
舞
っ
た
爺
に
喜
ん
だ
天
狗
は
︑

爺
の
瘤
を
取
る
︒
﹁
瘤
取
爺
﹂
︵
そ
の
二
︶
の
事
例
で
も
︑
柴
刈
に
出
掛
け
日
が

暮
れ
て
困
っ
た
爺
は
︑﹁
山
ノ
神
様
の
御
堂
﹂
に
入
っ
て
泊
ま
る
︒
す
る
と
︑

鬼
た
ち
が
現
わ
れ
︑
鬼
の
歌
に
う
ま
く
歌
を
﹁
つ
け
加
え
た
﹂
爺
は
︑﹁
一
緒

に
﹂
な
っ
て
﹁
踊
り
﹂
ま
わ
る
︒
す
る
と
︑
鬼
た
ち
は
﹁
明
日
の
夜
﹂
も
来
い

と
瘤
を
預
か
る㉗

︒
い
ず
れ
も
︑
顕
現
す
る
鬼
は
神
の
位
置
に
立
つ
︒
神
に
対
す

る
祭
祀
の
中
で
呪
福
を
授
か
る
と
い
う
基
本
的
な
枠
組
み
が
働
い
て
い
る
︒
昔

話
の
鬼
た
ち
が
出
現
す
る
神
遊
び
の
祭
は
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
お
い
て
は
︑
貴

族
社
会
の
饗
宴
と
し
て
描
か
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
昔
話
で
も
﹃
宇
治
拾

遺
﹄
で
も
︑
爺
ま
た
は
翁
は
︑
祭
祀
や
儀
式
的
な
場
に
参
加
で
き
る
か
ど
う
か

が
重
要
で
あ
る
︒
日
本
昔
話
と
比
べ
る
と
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
宴
と
い
う

﹃
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祭
祀
の
場
が
作
り
出
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
鬼
は
︑
民
俗
学
に
い
う
神
聖
な
﹁
横

座
﹂
に
迎
え
ら
れ
る
神
格
を
帯
び
て
い
る
︒﹁
横
座
の
鬼
﹂
を
喜
ば
せ
る
よ
う

に
︑
舞
や
踊
り
が
奉
納
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
宴
に
お
い
て
踊
り

や
歌
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
爺
の
踊
り
や
歌
は
鬼
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
鬼
と
人
と
が
舞
い
踊
る
場
を
共
に
す
る
宴
が
必
要
だ
っ

た
と
い
え
る
︒

以
上
の
考
察
に
よ
り
︑
日
韓
の
伝
承
に
つ
い
て
比
較
の
論
点
を
整
理
す
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
︒

(
�
)

韓
国
昔
話
の
場
合
︑
男
が
美
し
い
歌
声
で
歌
う
必
要
が
あ
る
が
︑
日
本

昔
話
及
び
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
上
手
な
踊
り
が
必
要
で
あ
る
︒

(
�
)

日
本
昔
話
で
は
︑
神
と
し
て
鬼
や
天
狗
の
出
現
す
る
祭
が
必
要
で
あ
り
︑

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
主
人
公
が
入
り
込
む
宴
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
︒

(
�
)
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
主
人
公
が
宴
に
入
り
込
む
躊
躇
と
勇
気
あ
る
決

断
が
描
か
れ
て
い
る
︒

(
�
)

韓
国
昔
話
の
場
合
︑
歌
声
は
瘤
か
ら
出
る
と
い
う
発
想
が
特
徴
で
あ
る
︒

(�
)

韓
国
昔
話
の
場
合
︑
瘤
を
売
る
こ
と
と
︑
お
返
し
が
あ
る
こ
と
と
が
対

照
的
に
語
ら
れ
る
︒
日
本
昔
話
と
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
鬼
や
天
狗
が
主

人
公
か
ら
︑
質
と
し
て
瘤
を
預
か
る
と
い
う
形
で
瘤
が
取
り
除
か
れ
る
︒

(
�
)

日
本
昔
話
や
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
で
は
︑
瘤
を
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
な
ら
︑
韓
国
昔
話
で
は
金
持
ち
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

こ
の
中
で
︑
特
に
重
要
な
モ
チ
ー
フ
は
︑
韓
国
昔
話
の
場
合
︑
男
が
美
し
い

歌
声
は
瘤
か
ら
出
る
と
嘘
を
言
っ
て
瘤
を
売
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
瘤
の

変
わ
り
に
金
銀
宝
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
異
界
の
存
在
か

ら
の
提
案
を
基
本
と
す
る
が
︑
男
か
ら
積
極
的
に
要
求
す
る
場
合
も
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
韓
国
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
の
特
徴
は
︑
瘤
か
ら
歌
が
出
る
と
い
う
発

想
の
特
異
さ
と
と
も
に
︑
そ
の
瘤
を
売
っ
た
り
︑
さ
ら
に
瘤
を
取
ら
れ
た
代
り

に
︑
金
銀
宝
物
な
ど
と
い
っ
た
補
償
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

一
方
︑
日
本
昔
話
で
は
︑
主
題
が
危
機
の
回
避
や
災
厄
の
除
去
︑
も
し
く
は

富
の
獲
得
に
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
日
本
昔
話
﹁
瘤
取
爺
﹂
や
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第

三
話
で
は
︑
幸
や
福
の
獲
得
を
究
極
の
目
的
と
す
る
よ
り
も
︑
災
厄
の
除
去
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
特
に
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
第
三
話
で
は
︑

結
末
に
至
る
ま
で
の
説
明
や
︑
主
人
公
の
心
理
の
描
写
が
顕
著
で
あ
る
︒
も
ち

ろ
ん
幸
運
へ
の
き
っ
か
け
は
︑
鬼
の
登
場
に
よ
っ
て
向
こ
う
側
の
世
界
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
の
だ
が
︑
翁
が
思
い
切
っ
て
自
分
の
意
志
で
鬼
の
宴
に
飛
び
込
ん

で
行
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
︑
こ
れ
は
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
説
話
が
︑
神
に
対

し
て
人
が
積
極
的
︑
行
動
的
に
働
き
か
け
る
と
い
う
意
味
で
︑
中
世
と
い
う
時

代
の
表
現
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
異
界
の
存
在
で

あ
る
鬼
が
翁
の
瘤
を
取
ろ
う
と
し
た
時
︑﹁
た
ゞ
目
鼻
を
は
召
す
と
も
︑
こ
の

こ
ぶ
だ
け
は
ゆ
る
し
給
候
は
む
﹂
と
︑
翁
は
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
い
内
心
を
隠

し
て
︑
相
手
に
瘤
は
も
っ
と
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
せ
る
︑
か
け
ひ
き
の
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言
葉
の
巧
み
さ
を
こ
ら
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
才
略
や
狡
智
や
瘤

が
取
ら
れ
る
ま
で
の
会
話
の
や
り
と
り
に
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ

り
︑
中
世
説
話
集
と
し
て
の
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え

る
︒注①

金
恩
愛
﹁﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄﹁
雀
報
恩
事
﹂
考

︱
韓
国
昔
話
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
七
三
号
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︒

②

浅
見
和
彦
・
三
木
紀
人
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
岩
波

書
店
︑
一
九
九
〇
年
︒
以
下
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
本
文
は
こ
れ
に
拠
る
︒

③

大
島
建
彦
﹁
宇
治
拾
遺
物
語
と
昔
話
﹂﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
第
一
二
号
︑
一
九
七

七
年
︒

④

中
島
悦
次
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
・
打
聞
集
全
註
解
﹄
有
精
堂
出
版
︑
一
九
七
〇
年
︒

⑤

大
島
建
彦
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
新
潮
社
︑
一
九
五
八

年
︒

⑥

廣
田
收
﹁﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話

︱
構
造
か
ら
と
︑
表
現
か
ら
と

︱
﹂

﹃
入
門
説
話
比
較
の
方
法
論
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︒

⑦

﹃
睡
隠
集
﹄
は
︑
朝
鮮
時
代
の
学
者
姜
沆
︵
一
五
六
七
～
六
一
八
年
︶
が
︑
慶
長

の
役
の
と
き
︑
日
本
の
捕
虜
に
な
っ
た
︵
一
五
九
七
年
か
ら
二
年
八
ケ
月
︶
後
︑
日

本
で
の
捕
虜
生
活
や
日
本
に
つ
い
て
書
い
た
詩
文
集
の
こ
と
︒

⑧

高
木
敏
雄
﹁
日
韓
共
通
の
民
間
説
話
﹂﹃
東
洋
文
庫

増
訂
日
本
神
話
伝
説
の
研

究
﹄
第
二
巻
︑
平
凡
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

⑨

島
津
久
基
﹁
瘤
取
﹂﹃
国
民
伝
説
類
聚
﹄
大
岡
山
書
店
︑
一
九
三
三
年
︑
七
六
頁
︒

⑩

野
村
八
良
﹁
瘤
取
﹂﹃
国
民
童
話
﹄
国
史
講
習
会
︑
一
九
二
二
年
︑
一
〇
九
頁
︒

⑪

高
橋
亨
﹁
瘤
取
﹂
﹃
朝
鮮
の
物
語
集
附
俚
諺
﹄
日
韓
書
房
︑
一
九
一
〇
年
︒

⑫

金
宗
大
﹁
瘤
取
り
爺
の
形
成
過
程
に
関
す
る
試
考
﹂
﹃
韓
国
文
学
研
究
﹄
二
〇
号
︑

韓
国
文
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
︒

⑬

①
方
定
煥
﹁
新
た
に
開
拓
な
る
童
話
に
関
し
て

︱
特
に
少
年
以
外
の
一
般
の
大

人
に

︱
﹂﹃
開
闢
﹄
第
四
巻
一
号
︑
一
九
二
三
年
一
月
︒

②
金
容
儀
﹁
日
本
﹁
瘤
取
爺
﹂
話
の
類
型
と
分
布
﹂
﹃
日
本
語
文
学
﹄
第
五
巻
︑

韓
国
日
本
語
文
学
会
︑
一
九
九
八
年
︑
一
六
三
頁
︒

⑭

崔
仁
鶴
﹃
韓
国
昔
話
の
研
究
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
七
八
年
︒

⑮

韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編
﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
﹄
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
︑
一

九
八
〇
年
︒

⑯

廣
田
收
﹁
﹁
瘤
取
翁
﹂
類
話
考

︱
話
型
と
表
現
の
異
同
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂

﹃﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
表
現
の
研
究
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
六
七
頁
︒

⑰

廣
田
收
﹁﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄﹁
癭
取
爺
﹂
考
﹂
同
志
社
大
学
﹃
人
文
学
﹄
第
一
六

七
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

⑱

渡
邊
網
也
・
西
尾
光
一
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
岩
波
書

店
︑
一
九
七
二
年
︑
三
～
三
一
頁
︒

⑲

注
④
に
同
じ
︑
三
二
頁
︒

⑳

李
元
寿
﹁
歌
の
袋
﹂﹃
伝
来
童
話
集
﹄
現
代
社
︑
一
九
六
三
年
︑
四
八
〇
頁
︒

㉑

東
亜
出
版
大
百
科
事
典
出
版
部
﹃
東
亜
原
色
世
界
大
百
科
事
典
﹄
東
亜
出
版
社
︑

一
九
八
三
年
︒

㉒

任
晳
宰
﹁
説
話
の
中
の
ト
ケ
ビ
﹂﹃
国
立
博
物
館
叢
書
�

韓
国
の
ト
ケ
ビ
﹄
悦

話
堂
︑
一
九
八
一
年
︑
五
二
頁
︒

㉓

﹁
こ
ぶ
と
り
﹂
須
藤
澄
子
﹃
お
ば
あ
や
ん
の
昔
話

︱
細
川
に
き
の
む
か
し
ば
な

し
﹄
煥
乎
堂
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
四
〇
頁
︒

㉔

﹁
二
四
．
瘤
取
り
﹂
上
野
勇
﹃
全
国
昔
話
資
料
集
成
13

利
根
昔
話
集
﹄
岩
崎
美

術
社
︑
一
九
七
五
年
︑
六
四
頁
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

三
八



㉕

①
﹁
瘤
取
爺
﹂
国
学
院
大
学
民
俗
文
学
研
究
会
﹃
岩
手
県
南
昔
話
集
﹄︵﹃
伝
承
文

芸
﹄
第
六
号
︶︑
一
九
六
八
年
︑
四
六
頁
︒

②
﹁
こ
ぶ
取
り
爺
﹂
京
都
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
﹃
金
山
町
の
昔
話
﹄
金
山

町
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
二
年
︑
五
四
頁
︒

③
﹁
瘤
取
爺
︵
類
話
�
︶﹂
稲
田
浩
二
・
立
石
憲
利
﹃
昔
話
研
究
資
料
叢
書



奥
備
中
の
昔
話
﹄
一
九
七
三
年
︑
二
八
〇
頁
︒

④
﹁
70
．
こ
ぶ
取
り
︵
類
話
�
︶﹂
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
�
巻

山
形
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
六
年
︑
一
四
二
頁
︒

⑤
﹁
瘤
取
り
爺
︵
類
話
�
︶﹂
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
17

巻

鳥
取
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
七
八
年
︑
二
七
五
頁
︒

㉖

張
貞
姫
﹁﹁
瘤
取
爺
さ
ん
﹂
譚
の
韓
日
間
の
説
話
素
の
比
較
と
原
型
分
析
﹂﹃
国
学

研
究
﹄
第
四
二
巻
︑
高
麗
大
学
国
学
研
究
所
︑
二
〇
一
二
年
︑
三
八
一
頁
︒

㉗

佐
々
木
喜
善
﹃
聴
耳
草
紙
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
四
年
︑
一
一
九
～
二
二
頁
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
三
話
の
特
質

三
九


