
昔
話
の
語
り
と
文
体

│
│
桜
井
小
菊
の
「
屁
こ
き
爺
（
鳥
呑
爺
）」
を
め
ぐ
っ
て
│
│

廣

田

收

は

じ

め

に

手
振
り
身
振
り
や
顔
の
表
情
、
独
特
の
声
色
や
抑
揚
な
ど
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
昔
話
は
、
し
か
し
な
が
ら
音
声
言
語
に
よ
る
表
現
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
音
声
言
語
を
そ
の
ま
ま
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
し
た
が

そ

ご

っ
て
、
語
り
の
性
質
上
た
と
え
一
回
き
り
の
語
り
口
と
は
い
え
、
語
ら
れ
た
方
言
の
ま
ま
、
ま
た
語
り
間
違
い
の
傷
や
内
容
上
の
齟
齬
な

ど
を
あ
え
て
整
え
る
こ
と
は
せ�

ず�

、
語
り
口
の
ま
ま
文
字
に
移
し
て
対
象
化
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
国
文
学
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な

翻
字
資
料
こ
そ
言
語
表
現
に
関
す
る
考
察
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
意
味
で
貴
重
で
あ
る
。

経
験
的
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
う
と
、
同
じ
語
り
手
に
同
じ
話
柄
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
と
し
て
も
、
一
回
一
回
の
語
り
は
微
妙
に
、
と

き
に
は
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昔
話
は
、
原
理
的
な
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
歴
史
を
貫
通
す
る
（
歴
史
的
な
変
容

を
受
け
に
く
い
）
枠
組
み
を
基
に
、
歴
史
性
を
帯
び
た
説
明
的
な
表
現
を
積
み
重
ね
て
構
築
さ
れ
た
表
現
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え

難
さ
を
、
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
昔
話
と
い
う
も
の
を
対
象
化
で
き
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
文
字
に
記
録
さ
れ
た
採
録
を
、
言
葉
に
よ
っ
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て
織
ら
れ
た
本
文
と
し
て
対
象
に
据
え
、
分
析
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
『
中
古
文
学
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
大
津
直
子
氏
の
文
章
「
民
俗
学
的
視
座
か
ら
文
学
研
究
を
す
る
と
い
う
こ

と
」⑴
は
、
私�

に�

と�

っ�

て�

は
、
本
当
に
暗
記
す
る
ま
で
、
今
な
お
何
度
も
読
み
返
し
て
や
ま
な
い
ほ
ど
興
味
深
い
問
題
提
起
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
大
津
氏
は
、
自
己
の
研
究
経
歴
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
民
俗
学
を
「
物
語
の
事
物
や
展
開
、
作
中
人
物
の
造
型
に
至
る
ま
で
を

あ
ぶ

潜
在
的
に
縛
り
上
げ
る
古
代
性
を
炙
り
出
す
、
有
効
な
手
法
の
一
で
あ
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
研
究
を
進
め
る
上
で
」
自
ら
が
「
心
が

け
て
い
る
」
と
い
う
二
点
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
「
民
俗
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
お
い
て
「
い
か
に
有
効
な
問
い
を
立
て
る

か
」
で
あ
り
、
第
二
は
「
自
ら
の
見
出
し
た
発
想
を
裏
付
け
る
根
拠
を
平
安
朝
の
資
料
に
限
定
し
て
求
め
る
」
こ
と
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
「
民
俗
学
的
研
究
は
古
代
性
、
深
層
、
発
想
、
始
原
な
ど
と
い
う
言
葉
に
寄
り
か
か
り
す
ぎ
、
し
ば
し
ば
学
問
的
実
証
性
に
乏
し
い
と

い
う
批
判
を
受
け
て
き
た
」
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
昨
今
、
大
学
は
、
教
育
の
質
保
証
や
学
び
の
汎
用

性
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
教
育
内
容
の
均
質
化
に
舵
を
切
り
、
学
統
が
支
え
て
き
た
学
問
の
個
性
を
手
放
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の

と
き
「
民
俗
学
に
限
ら
ず
」「
方
法
論
の
持
つ
個
性
」
を
「
発
展
さ
せ
て
行
く
こ
と
」
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
、
古
代
・
中
世
の
物
語
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
意
識
的
世
界
よ
り
も
無
意
識
的
世
界
を
、
流
行
よ
り
も
伝
統tradition

と
い

う
も
の
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
、
民
俗
学
な
い
し
は
民
俗
学
的
方
法
の
用
語
は
、
今
も
っ
て
重
要
だ
と
考
え

る
。
も
し
大
津
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
懸
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
「
古
代
性
、
深
層
、
発
想
、
始
原
」
な
ど
と
い
っ
た
学
術
的
用
語
、
操
作

概
念
の
概
念
規
定
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
確
に
行
う
こ
と
で
、
言
わ
れ
な
き
批
判
を
克
服
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
今
私
は
、
昔
話
を
対
象
と
し
て
、
語
り
口
に
即
し
た
表
現
の
考
察
と
、
構
成
的
な
考
察
と
を
併
せ
る
こ
と
で
、
立
体

的
に
分
析
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
⑵
。
す
な
わ
ち
、
古
層
と
新
層
と
い
う
軸
と
、
基
層
と
表
層
と
い
う
軸
と
を
交
差
さ
せ
た

と
こ
ろ
に
対
象
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

昔話の語りと文体 ― ２６６ ―



そ
れ
で
は
、
昔
話
の
何
を
考
察
す
る
の
か
。

私
は
、
国
文
学
の
立
場
か
ら
、
言
葉
に
よ
る
表
現
と
し
て
昔
話
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
昔
話
を
用
い
て
、
昔
話
と

同
じ
枠
組
み
を
共
有
す
る
説
話
や
物
語
を
ど
の
よ
う
に
重
ね
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
と
念
願
す
る
も
の

で
あ
る
。

一

昔
話
を
考
察
す
る
手
続
き

昔
話
の
語
り
に
は
、
地
域
に
よ
っ
て
も
語
り
手
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
必
ず
ひ
と
つ
の
語
り
口
と
い
う
べ
き
か
、
語
り
の
リ
ズ
ム
と

い
う
べ
き
か
、
一
定
の
表
現
上
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
経
験
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昔
話
の
語
り
の
文
末
に
お
け
る

「
あ
っ
た
て
ん
が
な
」⑶
と
か
「
た
で
も
の
」⑷
「
た
と
」⑸
な
ど
は
印
象
深
く
、
あ
と
あ
と
も
耳
に
残
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
桜
井
小
菊
さ
ん
（
長
野
県
下
伊
那
郡
旧
清
内
路
村
）
の
語
り
で
は
、
文
末
に
「
っ
て
」
と
い
う
語
句
が

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
記
憶
に
残
る
。
こ
れ
は
標
準
語
で
言
え
ば
、「
…
た
」「
…
だ
」
で
終
わ
ら
ず
「
…
た
っ
て
」「
…
だ
っ
て
」

と
終
わ
る
こ
と
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
語
り
手
が
語
り
の
中
で
継
起
的
に
起
き
る
出
来
事
を
伝�

聞�

し�

た�

、
と
い
う

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
形
式
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
語
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
文
末
の
語
句
は
、
す
べ
て
の
文
末
に

必
ず
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で�

は�

な�

い�

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
に
は
、
ひ
と
つ
の
規
則
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。そ

こ
で
、
昔
話
の
採
録
に
即
し
て
、
構
成
の
基
本
的
単
位
で
あ
る
事
項
を
抽
出
す
る
と
も
に
「
た
っ
て
」「
だ
っ
て
」
と
い
う
決
ま
っ

た
語
句
が
、
語
ら
れ
る
べ
き
事
項
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
み
て
お
こ
う
。
私
は
す
で
に
、
同
じ
語�

り�

手�

が
繰
り
返
し
同
じ
話�
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柄�

を
語
っ
て
い
る
場
合
、
変
化
す
る
部
分
と
変
化
し
な
い
部
分
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
語
り
手
に
よ
っ

て
語
ら
れ
た
話
柄
「
鳥
呑
爺
」
に
つ
い
て
、

採
録
事
例
①

一
九
七
七
年
の
採
録
。

採
録
事
例
②

一
九
八
一
年
の
採
録
。

採
録
事
例
③

一
九
八
二
年
の
採
録
。

採
録
事
例
④

一
九
八
二
年
の
採
録
。

の
採
録
を
表�

現�

に
お
い
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
年
月
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
に
「
衰
え
」
が
簡
略
化
、
梗
概
化
が

生
じ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
語
り
に
変
容
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
比
較
表
の
限
り
で
は
、
時
間

軸
の
問
題
で
は
な
く
、
基
本
的
な
構
成
は
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
語�

ら�

れ�

る�

場�

の
微
妙
な
違
い
に
よ
っ
て
、
語
り
に
変
異
が
生

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
⑹
。

そ
の
後
、
立
石
憲
利
氏
に
よ
っ
て
、
同
じ
語
り
手
の
語
り
に
つ
い
て
採
録
さ
れ
た
報
告
資
料
が
あ
る
。

採
録
事
例
5

一
九
八
三
〜
四
年
の
間
の
採
録
⑺
。

こ
れ
を
5
と
称
し
て
、
先
の
四
例
に
追
加
し
て
、
よ
り
考
察
に
妥
当
性
を
高
め
た
い
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
か
つ
て
柳
田
国
男
氏
が
昔
話
の
中
に
保
管
さ
れ
て
い
る
神
話
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
た
分

析
の
あ
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
今
そ
の
指
摘
の
当
否
に
つ
い
て
は
一
旦
留
保
し
、
昔
話
を
文
体
な

い
し
は
表
現
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
直
し
て
み
よ
う
。
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二

桜
井
小
菊
に
よ
る
昔
話
の
語
り
口

さ
て
次
は
、
前
稿
で
取
り
上
げ
た
採
録
四
例
の
う
ち
、
桜
井
小
菊
さ
ん
の
語
り
「
鳥
呑
爺
（
原
題
・
屁
こ
き
じ
じ
い
）」
の
中
で
も
語

り
が
最�

も�

安
定
し
て
い
る
事
例
（
採
録
事
例
②
）
で
あ
る
。

む
か
ァ
し
む
か
ァ
し

あ
る
と
こ
ろ
ォ
に
ね
ェ

お
じ

よ
い
お
じ
い
さ
ん
と
欲
深
じ
じ
い
と
が

正
直
じ
じ
い

お
じ
い
と
お
っ
た

っ
て
。

そ
れ
か
ら
よ
い
お
じ
い
は
ね
ェ
小
春
日
よ
り
の
い
い
し
（
日
）
に

こ
れ
え

こ
れ
冬
じ
ゅ
う
冬
の
ホ
レ

し
た
が

今
日
は
木
を
切

り
ィ
い
っ
て
く
り
ゃ
ァ
い
い
と
思
っ
て
ね
ェ
。
昔
だ
も
ん
で

や
れ

お
米
は
貴
と
く
て
食
べ
れ
ん
。
そ
ば
か
い
餅

そ
ば
を
と
っ
て
ね

ェ

へ
か
ら

堅
く
か
い
て
そ
ば
か
い
餅
を

朴
（
ほ
う
）
の
葉
っ
て

朴
の
葉
っ
て
っ
た
っ
て
み
ん
な
知
ら
ん
か
し
ら
ん

あ
る
ら

朴
の
葉

大
き
い
ね

あ
の
葉
へ
包
ん
で
新
聞
も
ね
え
し
紙
も
ね
え
世
の
中
だ
も
ん
で

へ
か
ら
山
へ
し
ょ
っ
て
っ
て
こ
う
ゆ
う
木
の
株

の
上
へ
置
い
た
っ
て
。
木
の
株

ち
ょ
ん
と
置
い
て
木
を
切
っ
と
っ
た
っ
て
。

へ
か
ら

ば
か
に
山
雀
（
や
ま
が
ら
）
チ
イ
チ
イ
チ
イ
チ
イ
と
騒
が
し
い
っ
て
。
何
を
こ
ん
な
山
雀
の
や
ろ
う
は
騒
ぐ
。
は
よ
お
昼

ん
な
る
で

そ
ば
か
い
も
ち
で
も
食
べ
り
ゃ
ァ
い
い
わ
と
思
っ
て
行
っ
て
み
た
ら
ね
ェ

そ
の
山
雀
チ
イ
チ
イ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

チ
イ
チ

イ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
っ
て
食
べ
ち
ま
っ
て

も
う
ち
ょ
っ
と
に
し
と
っ
た
っ
て
。
こ
の
や
ろ
め
横
着
な
や
ろ
だ

ね
ェ

ひ
と
の
弁
当
食
べ

ち
ま
い
や
が
っ
て
。

ほ
れ
か
ら
追
っ
て
っ
て
と
っ
つ
か
め
え
て
ね
ェ

丸
呑
み
に
呑
ん
だ
っ
て
。
ほ
れ
か
ら

そ
こ
ら
ゴ
ヨ
ゴ
ヨ
し
て

ま
あ
あ
の
弁
当
は
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ね
え
が

こ
の
山
雀
で
お
な
か
ふ
く
れ
た
で

ち
い
っ
と
仕
事
し
て
き
ゃ
ァ
い
い
わ
と
思
っ
て
ね
ェ

へ
か
ら
木
を
切
っ
と
っ
て
。

ま
た

そ
し
た
ら
ね
ェ

ど
う
か
お
へ
そ
の
と
こ

モ
ヨ
モ
ヨ
っ
と
す
る
で
手
を
や
っ
て
み
た
ら

こ
の
け
え
尾
が
出
と
っ
た
っ
て

お
へ
そ
か
ら
。
そ
れ
か
ら
お
じ
い
は
不
思
議
で

チ
ュ
ン
チ
ュ
ン
と
し
っ
ぱ
っ
た
ら
ね
ェ

ビ
ビ
イ
ビ
イ
ビ
イ

こ
が
ね
ザ
ラ
ザ
ラ

ご
よ
う
の
お
ん
た
か
ら

て
い
っ
た
っ
て
。
不
思
議
な
こ
と
ゆ
う
も
ん
だ
な
ァ

も
う
し
と
つ
し
っ
ぱ
っ
て
み
よ
っ
て

ま
た
ツ
ン
ツ
ン
と
し
っ
ぱ
っ
た
ら

ビ
ビ
イ
ビ
イ
ビ
イ

こ
が
ね
ザ
ラ
ザ
ラ

ご
よ
う
の
お
ん
た
か
ら

こ
ん
な
珍
し
い
ね
ェ

音
の
す
る
も
の
を
た
だ
お
い
ち
ゃ
ァ
も
っ
た
い
ね
え

こ
り
ゃ
ァ
お
殿
様
の
屋
敷
の
そ
ば
ィ
行
っ
て

ハ
イ

怒
ら
れ
る
を
承
知
で
キ
ー
キ
ー
キ
ッ
キ
木
を
切
っ
と
っ
た
っ
て
。
ほ
う
し
た
ら
家
来
の
も
な
ァ
そ
こ
で
木
を
切
る
や
つ
ァ
ど
い
つ
だ
っ
て

い
っ
た
っ
て
。
隣
の
屁
ェ
こ
き
じ
じ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
屁
ェ
こ
き
じ
じ
い
な
ら
こ
こ
へ
来
て
屁
を
ひ
れ
。
へ
え
か
ら
殿
様
の
前
で
行
っ

て
ピ
ェ
ー
ッ
と
尻
を
ま
く
っ
て
ね
ェ

ツ
ン
ツ
ン
ひ
っ
ぱ
っ
た
っ
て
。
そ
し
た
ら

ビ
ビ
イ
ビ
イ
ビ
イ

こ
が
ね
ザ
ラ
ザ
ラ

ご
よ
う
の
お
ん
た
か
ら

こ
り
ゃ
ァ
不
思
議
な
屁
を
し
る
じ
じ
い
だ
な
ァ

も
う
し
と
つ
し
っ
て
み
よ
っ
て
。
ま
た
ツ
ン
ツ
ン
と
し
っ
ぱ
っ
た
ら

そ
の
と
お

り
の
こ
と
い
っ
た
っ
て
。
へ
か
ら
殿
様

こ
り
ゃ
ァ
珍
し
い
わ
っ
て
っ
て
ね
ェ

お
そ
ろ
し
ほ
う
び
を
く
れ
た
っ
て

た
く
さ
ん
。
へ
え

か
ら
喜
ん
で
う
ち
ィ
持
っ
て
き
て
ね
ェ

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
二
人
で

小
判
も
あ
っ
た
り
着
物
も
あ
っ
た
り
し
て

こ
う
や
っ
て
喜
ん
で

屁
も

屁
を
し
っ
て
こ
ん
な
も
な
ァ
も
ら
っ
た
と
は
珍
し
い
こ
た
ァ
あ
っ
た
も
ん
だ
っ
て

喜
ん
で
二
人
で
お
る
と

隣
の
欲
深
じ
じ
い

は
の
ぞ
い
て
み
て
ね
ェ

隣
の
お
じ
い
さ
ん
が
何
し
て
そ
ん
な
い
い

い
ろ
い
ろ
も
ら
っ
た
っ
た
ら

こ
れ
こ
れ
こ
う
ゆ
う
わ
け
だ
っ

て
。
よ
ォ
し
こ
ん
だ
お
れ
も
も
ら
っ
て
こ
っ
と
思
っ
て
ね
ェ

朝
と
う
起
き
て

あ
の
じ
じ
い
は
そ
ば
か
い
餅
だ
っ
つ
う
け
ど

お
れ
は

ど
う
麦
飯
を
握
っ
て

こ
ん
な
で
っ
け
え
む
す
び
を
味
噌
つ
け
て
握
っ
ち
ま
っ
て
ね
ェ

生
味
噌
つ
け
し
ん
ぬ
っ
ち
ま
っ
て

へ
え
か
ら
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し
ょ
っ
て
っ
て

仕
事
や
れ
せ
ん
こ
し
。

ほ
ん
で

は
ェ
ー
え
っ
か
に
山
雀
は
い
ん
が
な
ァ
と

見
と
っ
た
っ
て
。
ほ
し
て
山
雀
来
て
ね
ェ

チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
食
え
か
か
っ
た
っ

て
。
こ
の
や
ろ
め
か
か
っ
た
ど
っ
て
。

ま
ん
だ
よ
ォ
く
腹
も

腹
も
ふ
く
れ
る
ほ
ど
食
い
も
せ
ん
に

そ
の
山
雀

追
っ
て
追
っ
て
追
っ
か
ら
か
い
て
ね
ェ

こ
し
ゃ
く
な
や

ろ
だ
ァ
っ
つ
っ
て

キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
か
ん
で
呑
ん
じ
ま
っ
た
っ
て
。

今
に
こ
こ
ィ
尾
が
出
る
か
と
思
っ
ち
ゃ
お
っ
た
っ
て

ち
ょ
っ
と
も
尾
は
出
ん
て
。

ま
ァ
ど
っ
ち
み
ち
殿
様
の
と
こ
ィ
行
っ
て

屁
を
し
ら
に
ゃ
し
ょ
う
が
ね
え
わ
と
思
っ
て
ね
ェ

そ
い
か
ら
殿
さ
ん

そ
の
屋
敷
の
そ

ば
ィ
行
っ
て

ま
た
木
を
切
っ
と
っ
た
っ
て
。
そ
し
た
ら

そ
こ
で
木
を
切
る
や
つ
は
ど
い
つ
だ
っ
た
で

い
つ
も
の
屁
ェ
こ
き
じ
じ

い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
つ
も
の
屁
ェ
こ
き
じ
じ
い
な
ら
も
う
一
度
聞
い
て
み
て
え
も
ん
だ
な
ァ
と
思
っ
て

こ
こ
へ
来
て
屁
を
し
れ
っ

て
。
へ
え
か
ら
そ
の
悪
い
じ
じ
い
は

パ
ァ
ー
ン
と
お
尻
を
ま
く
っ
て
ね
ェ

屁
を
ひ
ら
っ
と
思
っ
て
も
ち
ょ
っ
と
も
屁
は
出
ん
て
。

い
っ
し
ょ
こ
ふ
ん
で
し
っ
た
ら
パ
ァ
ー
ッ
と
バ
バ
出
ち
ま
っ
て
ね
ェ

大
騒
ぎ
ん
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
そ
う
し
た
ら
殿
様
こ
の
無
礼
者
め

っ
て

ス
パ
ー
ン
て
尻
ィ
切
っ
ち
ま
っ
た
っ
て
。
そ
う
し
た
ら
じ
じ
い
は

ハ
イ

痛
く
っ
て
悲
し
い
も
ん
で
ね
ェ

ア
ー
ア
ー
え
れ
え

こ
と
し
た
も
ん
だ
っ
て
泣
い
て
帰
っ
て
き
た
っ
て
。

ほ
う
す
り
ゃ
ァ

う
ち
じ
ゃ
ァ
お
ば
あ
は
ま
た
ね
ェ

お
じ
い
さ
ん
は
い
っ
く
き
に
ゃ
ァ
な
に
か
も
ら
っ
て
く
る
で

今
ま
で
始
末
し

た
が

こ
ん
な
ぼ
ろ
も
焼
け

こ
ん
な
ぼ
ろ
も
焼
け
っ
て

ド
ン
ド
ン
ド
ン
ド
ン
火
を
た
い
と
っ
た
っ
て
。
ほ
う
し
た
ら

お
じ
い
は
あ

か
ァ
い
す
が
た
で
ア
ー
ン
て
ゆ
う
よ
な
声
は
し
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
重
く
て
悲
し
が
っ
て
く
る
だ
か
と
思
っ
て
み
て

な
ん
だ
そ
の
赤
い
も

な
ァ
っ
た
ら

こ
り
ゃ
ァ

こ
う
ゆ
う
わ
け
で
け
つ
を
切
ら
れ
ち
ま
っ
て

小
判
や
い
い
着
物
ど
こ
じ
ゃ
ね
え

弱
っ
た
ど
ん
っ
て
。

そ
し
た
ら
ば
ば
あ
は

ば
ば
あ
え
え
ぶ
そ
や
き
か

悲
し
い
な
っ
て
ゆ
っ
た
っ
て
。
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な
ん
ぼ
ご
ん
ぼ
す
い
ほ
ろ
け

ご
ん
ぼ
に
て
お
き
ゃ
く
し
ょ
。

（
採
録
、
一
九
八
一
年
八
月
四
日
）⑻

こ
の
事
例
、
す
な
わ
ち
採
録
事
例
②
を
基
準
と
し
て
、
ま
ず
煩
を
厭
わ
ず
次
表
の
よ
う
に
、
事
項
群
を
取
り
出
し
て
み
た
。
こ
の
と

き
、
下
段
の
事
例
ご
と
に
語
ら
れ
る
べ
き
事
項
（
一
文
を
構
成
す
る
「
主
語
＋
述
語
」
を
単
位
と
す
る
）
を
、
①
②
③
④
5
で
示
し
た
。

こ
れ
が
す
べ
て
付
い
て
い
れ
ば
、
話
柄
を
構
成
す
る
上
で
不
可
欠
か
つ
安
定
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
文
末
に
「
た
っ
て
」「
だ
っ
て
」
と
い
う
形
式
を
も�

た�

な�

い�

事
項
は
、
二
字
落
チ
で
示
し
た
。
こ
れ
は
、
聴
き
手
の
理
解
を
確

認
す
る
た
め
に
付
加
さ
れ
た
、
昔
話
の
表
層
を
な
す
解
釈
的
な
説
明
で
あ
っ
て
、
昔
話
を
構
成
す
る
「
本
来
的
な
」
事
項
で
は
な
い
。

ま
た
、
左
の
表
は
、
事
項
群
と
「
た
っ
て
」「
だ
っ
て
」
と
い
う
語
り
の
文
末
の
形
式
と
の
対
応
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

「
た
っ
て
」「
だ
っ
て
」
ほ
ど
に
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
準�

じ�

る�

「
っ
て
」
と
い
う
形
式
も
追
加
し
て
み
よ
う
。「
準
じ
る
」
と
い
う

の
は
、「
っ
て
」
と
い
う
文
末
表
現
も
、
や
は
り
語
り
を
縁
取
る
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
採
録
事
例
②
に
つ

い
て
、
こ
の
形
式
を
も
つ
事
項
を
次
表
で
は
☆
印
で
示
し
た
。

同
時
に
文
末
の
語
り
口
と
対
応
し
て
、
事
項
を
な
す
文
の
冒�

頭�

に
置
か
れ
る
接
続
句
「
そ
れ
か
ら
」「
へ
か
ら
」「
ほ
れ
か
ら
」「
そ
し

た
ら
」
な
ど
は
、
各
事
項
の
上
に
★
印
を
付
け
た
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
に
い
う
「
接
続
句
」
は
、
語
り
に
お
い
て
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
導
く
と
い
う
意
味
で
「
転
換
句
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
。
ま
た
「
伝
聞
句
」
は
、
用
語
と
し
て
は
こ
な
れ
て
い
な
い
が
、
出
来
事
を
伝
聞
し
た
こ
と
と
し
て
文
末
を
縁
取
る
こ
と
か
ら
、

仮
に
こ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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三

語
り
口
か
ら
想
定
さ
れ
る
昔
話
の
構
成

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
安
定
し
た
語
り
口
が
原
理
的
に
想
定
で
き
る
か
が
み
え
て
く
る
。

事
例
②
の
〔
前
半
〕

★
「
接
続
句
」／
事
項
群
／

事
項
②
の
「
伝
聞
句
」
☆
／

事
例

昔
、
あ
る
と
こ
ろ
に
良
い
爺
（
貧
乏
な
）
爺
が
い
た
。

☆

①
②
③
④
5

★
良
い
爺
は
、（
山
へ
木
を
切
り
に
出
か
け
る
）。

①
②

5

貧
し
い
時
代
に
は
、
米
の
代
わ
り
に
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
て
い
た
。

①
②
③
④

昔
は
、
ホ
ウ
の
葉
に
包
ん
だ
。

②

④

★（
爺
は
）
蕎
麦
か
い
餅
を
持
っ
て
行
く
。

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
山
へ
行
く
。

②
③

（
爺
は
、
弁
当
の
）
蕎
麦
か
い
餅
を
切
株
に
置
く
。

☆

①
②
③
④
5

（
爺
は
）
木
を
切
る
。

☆

①
②

5

★
ヤ
マ
ガ
ラ
が
騒
ぐ
。

☆

①
②
③
④
5

爺
は
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
よ
う
と
す
る
。

①

ヤ
マ
ガ
ラ
が
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
る
。

☆

①
②
③
④
5
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ヤ
マ
ガ
ラ
が
死
ぬ
。

①

★（
爺
は
、
怒
っ
て
）
ヤ
マ
ガ
ラ
を
丸
呑
み
に
食
べ
る
。

☆

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
木
を
切
る
。

☆

①
②
③
④

（
爺
は
）
臍
が
ム
ズ
ム
ズ
す
る
。

②

④
5

★（
爺
の
臍
か
ら
）
尾
が
出
る
。

☆

①
②

④
5

★（
爺
が
）
尾
を
引
く
と
、
め
で
た
い
音
が
出
る
。

☆

①
②
③
④
5

（
爺
が
も
う
一
度
）
尾
を
引
く
と
、
ま
た
め
で
た
い
音
が
出
る
。

①
②
③
④
5

（
爺
は
）
殿
様
の
前
で
め
で
た
い
屁
を
ひ
ろ
う
と
考
え
る
。

①

③
④
5

（
爺
は
）
殿
様
の
屋
敷
の
前
で
木
を
切
る
。

☆

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
家
来
に
と
が
め
ら
れ
る
。

☆

①
②
③
④
5

（
爺
は
）
屁
こ
き
爺
だ
と
名
告
る
。

①
②
③
④
5

（
家
来
が
）
爺
に
屁
を
ひ
る
よ
う
に
命
じ
る
。

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
殿
様
の
前
で
尾
を
引
っ
ぱ
る
。

☆

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
殿
様
の
前
で
、
屁
を
ひ
る
と
、
め
で
た
い
音
が
出
る
。

①
②
③
④
5

（
殿
様
は
）
爺
に
も
う
一
度
屁
を
ひ
れ
と
い
う
。

☆

①
②
③
④

（
爺
は
）
屁
を
ひ
る
と
、
め
で
た
い
音
が
出
る
。

☆

①
②
③
④

★
殿
様
は
、
爺
に
褒
美
を
与
え
る
。

①
②
③
④
5

★（
爺
は
）
喜
ん
で
帰
る
。

①
②
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（
爺
は
）
婆
と
喜
ぶ
。

③
④

〔
後
半
〕

（
爺
が
）
隣
爺
に
わ
け
を
話
す
。

☆

②
③
④

（
隣
爺
は
）
贅
沢
な
蕎
麦
か
い
餅
を
用
意
す
る
。

②

④
5

★（
隣
爺
は
）
山
へ
行
く
。

①

③

★（
隣
爺
は
）
蕎
麦
か
い
餅
を
持
っ
て
、
様
子
を
う
か
が
う
。

☆

②

④
5

★
ヤ
マ
ガ
ラ
が
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
る
。

☆

①
②
③
④
5

（
隣
爺
は
）
ヤ
マ
ガ
ラ
を
噛
ん
で
し
ま
う
。

☆

②
③
④
5

（
隣
爺
の
臍
か
ら
）
尾
は
出
な
い
。

☆

①
②
③
④
5

（
隣
爺
は
）
ゴ
ボ
ウ
を
食
べ
る
。

④
5

（
隣
爺
は
）
殿
様
の
前
で
屁
を
ひ
ろ
う
と
考
え
る
。

①
②

★（
隣
爺
は
）
殿
様
の
屋
敷
の
前
で
木
を
切
る
。

☆

①
②
③
④
5

★（
隣
爺
は
）
家
来
に
と
が
め
ら
れ
る
。

☆

①
②
③
④
5

（
隣
爺
は
）
屁
こ
き
爺
だ
と
名
告
る
。

①
②
③
④
5

（
隣
爺
は
）
家
来
に
屁
を
ひ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
。

☆

①
②
③
④
5

★（
隣
爺
は
）
屁
を
ひ
ろ
う
と
す
る
が
、
屁
が
出
て
こ
な
い
。

☆

②
③

（
隣
爺
は
）
殿
様
の
前
で
、
屁
を
ひ
る
と
、
糞
が
出
る
。

☆

①
②
③
④
5

★
殿
様
は
、
隣
爺
に
罰
を
与
え
る
。

☆

①
②
③
④
5
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★
隣
爺
が
泣
い
て
帰
る
。

☆

②

④
5

★
隣
婆
は
、
家
具
を
燃
や
す
。

☆

①
②

④
5

★（
隣
爺
は
）
貧
乏
に
な
る
。

☆

③
④
5

「
え
ぐ
そ
焼
き
」
と
い
う
言
葉
の
由
来

☆

②
③
④

★
隣
爺
と
隣
婆
が
泣
く
。

①

③
④

（
教
訓
）
欲
を
か
く
も
の
で
は
な
い
（
人
真
似
す
る
も
の
で
な
い
）。

③
④
5

こ
れ
は
、
経
験
的
に
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
確
か
に
実
際
の
語
り
口
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
ば
ら
つ
き
が
認
め
ら
れ
、
記

録
上
一
回
だ
け
し
か
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
例
外
的
な
事
例
や
、
ど
う
考
え
て
も
語
り
間
違
い
で
は
な
い
か
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
事
例
な

ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
結
末
を
見
る
と
、
緩�

や�

か�

で
は
あ
る
が
、
昔
話
の
備
え
て
い
る
原
理
的
な
構
成
が
ぼ�

ん�

や�

り�

と�

見
え
て
く

る
。
す
な
わ
ち
桜
井
小
菊
さ
ん
の
場
合
「
そ
れ
か
ら
」「
へ
か
ら
」
な
ど
の
「
接
続
句
」
と
、「
た
っ
て
」「
だ
っ
て
」
な
ど
の
「
伝
聞
句
」

で
縁
取
る
と
こ
ろ
が
、
語
り
を
原
理
的
に
構
成
す
る
基
本
的
事
項
群
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り

口
に
お
け
る
頻
度
や
安
定
度
を
勘
案
す
る
と
、
基
本
的
事
項
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
群
で
あ
り
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
部
分
が
さ
ら
に

中
核
を
な
す
事
項
で
あ
る
と
い
え
る
。
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四

昔
話
「
鳥
呑
爺
」
の
基
本
的
構
成

〔
前
半
〕昔

、
あ
る
と
こ
ろ
に
良
い
爺
と
欲
の
深
い
爺
が
い
た
。

良
い
爺
は
、（
山
へ
木
を
切
り
に
出
か
け
る
）。

（
爺
は
）
蕎
麦
か
い
餅
を
持
っ
て
行
く
。

（
爺
は
、
弁
当
の
）
蕎
麦
か
い
餅
を
切
株
に
置
く
。

（
爺
は
）
木
を
切
る
。

ヤ
マ
ガ
ラ
が
騒
ぐ
。

ヤ
マ
ガ
ラ
が
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
る
。

（
爺
は
、
怒
っ
て
）
ヤ
マ
ガ
ラ
を
丸
呑
み
に
食
べ
る
。

（
爺
の
臍
か
ら
）
尾
が
出
る
。

（
爺
が
）
尾
を
引
く
と
、
め
で
た
い
音
が
出
る
。

（
爺
は
）
殿
様
の
屋
敷
の
前
で
木
を
切
る
。

（
爺
は
）
家
来
に
と
が
め
ら
れ
る
。

（
爺
は
）
屁
こ
き
爺
だ
と
名
告
る
。

（
家
来
が
）
爺
に
屁
を
ひ
る
よ
う
に
命
じ
る
。

― ２７７ ― 昔話の語りと文体



（
爺
は
）
殿
様
の
前
で
尾
を
引
っ
ぱ
る
。

（
爺
は
）
殿
様
の
前
で
、
屁
を
ひ
る
と
、
め
で
た
い
音
が
出
る
。

殿
様
は
、
爺
に
褒
美
を
与
え
る
。

（
爺
は
）
喜
ん
で
帰
る
。

〔
後
半
〕

（
爺
が
）
隣
爺
に
わ
け
を
話
す
。

（
隣
爺
は
）
山
へ
行
く
。

（
隣
爺
は
）
蕎
麦
か
い
餅
を
持
っ
て
、
様
子
を
う
か
が
っ
た
。

ヤ
マ
ガ
ラ
が
蕎
麦
か
い
餅
を
食
べ
る
。

（
隣
爺
は
）
ヤ
マ
ガ
ラ
を
噛
ん
で
し
ま
う
。

（
隣
爺
は
）
ゴ
ボ
ウ
を
食
べ
る
。

（
隣
爺
は
）
殿
様
の
屋
敷
の
前
で
木
を
切
る
。

（
隣
爺
は
）
家
来
に
と
が
め
ら
れ
る
。

（
隣
爺
は
）
屁
こ
き
爺
だ
と
名
告
る
。

（
隣
爺
は
）
家
来
に
屁
を
ひ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
。

（
隣
爺
は
）
殿
様
の
前
で
、
屁
を
ひ
る
と
、
糞
が
出
る
。

殿
様
は
、
隣
爺
に
罰
を
与
え
る
。

隣
爺
が
泣
い
て
帰
る
。
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隣
婆
は
、
家
具
を
燃
や
す
。

「
え
ぐ
そ
焼
き
」
と
い
う
言
葉
の
由
来

（
教
訓
）
欲
を
か
く
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
抽
象
化
の
手
続
き
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
語
り
手
が
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
別
に
、「
た
っ
て
」「
だ
っ

て
」
と
い
う
語
句
を
必
要
と
す
る
、
語
り
の
一
定
の
傾
向
、
あ
る
い
は
偏
在
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
話
型
の
記�

憶�

の�

柱�

と
な
る
枠
組
み

が
存
在
す
る
と
推
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
の
伝
聞
形
式
か
ら
、
構
成
的
な
原
理
を
辿
り
う
る
可
能
性
が
み
え
て
く
る

の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
殿
様
」
と
は
歴
史
的
な
語
彙
で
あ
り
、「
蕎
麦
か
い
餅
」「
え
ぶ
そ
焼
き
」
な
ど
は
長
野
県
の
山
村
と
い
う
地
域
性

の
強
い
語
彙
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
昔
話
そ
の
も
の
が
、
基
本
的
な
構
成
を
担
う
話
型
と
、
そ
の
上
に
歴
史
性
・
地
域
性
を
担

う
表
現
が
加
え
ら
れ
、
聴
き
手
と
の
関
係
で
説
明
が
さ
ら
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

五

昔
話
の
基
層
と
古
層

私
は
す
で
に
、
採
録
の
事
例
か
ら
ひ
と
た
び
取
り
出
し
た
基
本
的
事
項
群
に
よ
る
構
成
に
対
し
て
、
さ
ら
に
抽
象
度
を
高
め
る
こ
と

で
、
基
層
を
な
す
事
項
群
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
⑼
。
そ
の
論
旨
に
即
し
て
、
こ
の
「
鳥
呑
爺
」
に
つ
い
て
改
め

て
考
え
る
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
、
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〔
図
式
Ⅰ
〕基

本
的
事
項
群

基
層
的
事
項

良
い
爺
は
山
で
木
を
切
る
。

爺
が
木
を
切
る
。

鳥
が
爺
の
餅
を
食
べ
る
。

爺
が
鳥
を
呑
み
込
む
。

爺
が
鳥
を
呑
み
込
む
。（
媒
介
項
、
変
換
項
）

爺
が
め
で
た
い
屁
を
ひ
る
。

爺
が
黄�

金�

を�

ひ�

る�

。

殿
様
か
ら
褒
美
を
も
ら
う
。

と
い
う
ふ
う
に
、
具
体
的
な
事
項
の
さ
ら
に
深
層
に
、
基
層
的
な
事
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
と
き
、
貧
し
い
爺
に
幸
が
与
え
ら
れ
る
に
は
、
爺
の
身
の
上
に
起
き
る
転
換
を
も
た
ら
す
媒
介
項
（
も
し
く
は
転
換
項
）
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
話
柄
の
場
合
、
媒
介
項
は
「
鳥
を
呑
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
鳥
を
呑
む
」
こ
と
の
う
ち
に
、
異
界
の

侵
入
が
あ
る
。
こ
の
話
柄
で
は
、
め
で
た
い
屁
を
ひ
る
こ
と
と
、
殿
様
か
ら
褒
美
を
貰
う
と
い
う
ふ
う
に
、
歴
史
性
を
帯
び
て
分�

割�

さ�

れ�

世
俗
化
さ
れ
て
い
る
が
、
深
層
に
お
い
て
は
、
爺
が
直�

接�

、
黄�

金�

を�

ひ�

る�

こ
と
で
よ
い
。
実
際
に
そ
の
よ
う
な
語
り
の
事
例
が
存
在
し
な

く
（
採
録
さ
れ
て
い
な
く
）
て
も
、
原
理
的
に
想
定
さ
れ
る
語
り
の
枠
組
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昔
話
の
基
層
は
、

〔
図
式
Ⅱ
〕

人
物
設
定

異
界
の
侵
入

（
媒
介
項
、
変
換
項
）

呪
福
の
獲
得

と
い
う
ふ
う
に
構
造
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
構
成
こ
そ
、
完
形
昔
話
と
か
本
格
昔
話
と
呼
ば
れ
る
、
主
人
公
の
身
の
上
に
起
こ
る
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転
換
の
生
じ
る
話
柄
に
共
有
さ
れ
る
枠
組
み
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

│
「
鳥
呑
爺
」
と
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
係
に
及
ぶ
│

こ
の
よ
う
に
分
析
を
進
め
て
く
る
と
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
部
分
も
ま
た
、
同

じ
構
成
的
な
枠
組
み
を
も
つ
こ
と
が
思
い
付
か
れ
る
。
私
は
、
阪
倉
篤
義
氏
の
か
つ
て
の
指
摘
に
導
か
れ
て
、
す
で
に
「
け
り
」
で
縁
取

ら
れ
る
文
が
、
物
語
の
枠
組
み
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
⑽
が
、
こ
の
問
題
の
具
体
的
な
検
討
に
つ
い
て
、
今
こ

こ
で
昔
話
の
「
…
た
っ
て
」
と
結
び
付
け
て
論
じ
る
用
意
は
な
い
が
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
見
通
す
視
点
の
可
能
性
に
つ
い
て
だ
け
述
べ

て
お
き
た
い
。

す
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、〔
図
式
Ⅰ
〕
は
、
昔
話
や
物
語
の
基�

層�

に
認
め
ら
れ
る
伝
承
的
な
枠
組
み
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
上
段

が
話�

柄�type

を
、
下
段
が
よ
り
深
層
を
な
す
話�

型�

の
枠
組
みschem

e

を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
部
分
の
基
層
に
〔
図
式
Ⅱ
〕
に
示
し
た
昔
話
に
み
ら
れ
る
と
同
じ
枠
組

み
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

今
仮
に
、『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
部
分
の
深
層
に
、
い
わ
ゆ
る
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
王
の
降
臨
神
話
・
卵
生
神
話
⑾
を
予
想
す
る
と
、

此
彼
の
伝
承
の
間
に
、

爺
が
木
を
伐
る
。

爺
が
鳥
を
呑
む
。

媒
介
項
・
変
換
項

爺
が
黄
金
を
ひ
る
。
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と
共
有
さ
れ
る
基
層
を
抽
出
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
、

爺
が
山
に
入
る
。

天
か
ら
卵
が
降
り
て
く
る
。

媒
介
項
・
変
換
項

卵
か
ら
少
女
が
生
ま
れ
る
（
も
し
く
は
、
卵
か
ら
黄
金
を
得
る
）

と
共
有
さ
れ
る
基
層
を
抽
出
で
き
よ
う
。『
竹
取
物
語
』
の
表
現
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
翁
が
竹
を
伐
る
こ
と
で
少
女
を
獲
得
す
る
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
黄
金
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
女
と
黄
金
と
が
物
語
の
基
層
あ
る
い
は
古
層
に
お
い
て
同
値
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
昔
話
と
『
竹
取
物
語
』
と
を
見
渡
す
視
野
に
立
つ
考
察
と
し
て
、
私
が
参
照
す
べ
き
だ
と
考
え
る
も
の
が
柳
田
国
男
氏

の
見
解
で
あ
る
。

柳
田
氏
の
論
考
を
端
的
に
纏
め
て
示
す
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
が
、「
竹
伐
爺
や
花
咲
爺
の
隣
人
が
、
元
来
資
格
も
無
い
の
に

片
端
ば
か
り
真
似
を
し
て
、
結
局
は
つ
ま
ら
ぬ
損
を
招
い
た
と
い
ふ
」「
完
形
説
話
」
は
「
対
照
式
話
法
の
可
な
り
原
始
的
な
も
の
」
で

あ
り
「
表
裏
二
面
か
ら
の
丁
寧
親
切
な
る
叙
述
法
」
と
認
め
て
い
る
⑿
（「
口
承
文
芸
史
考
」
九
七
頁
）。
こ
こ
に
い
う
「
完
形
」
と
は
、

「
終
局
が
め
で
た
し
�
�
に
な
り
、
幸
福
な
主
人
公
の
幸
福
を
、
説
か
ず
に
し
ま
ふ
様
な
こ
と
が
無
い
も
の
」
だ
と
い
う
（
同
書
、
一
〇

五
頁
）。

今
再
び
、
柳
田
氏
の
『
昔
話
と
文
学
』
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
柳
田
氏
は
「
昔
話
が
大
昔
の
世
の
民
族
を
終
結
さ
せ
て

居
た
、
神
話
と
い
ふ
も
の
ゝ
ひ
こ
ば
え
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
「
一
国
の
固
有
信
仰
、
我
々
の
遠
祖
の
自
然
観
や
生
活
理
想
を
、
尋
ね
寄
る

こ
と
は
可
能
」
で
あ
り
「
之
を
昔
話
研
究
の
究
極
の
目
途
と
す
る
」
と
い
う
信
念
に
基
い
て
い
る
⒀
（
同
書
「
序
」、
一
五
四
頁
）。
そ
の
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よ
う
な
考
え
の
も
と
に
、「
今
あ
る
竹
取
物
語
の
性
質
を
明
か
に
し
、
同
時
に
こ
の
一
篇
の
文
学
と
、
富
士
の
信
仰
と
の
稍
々
間
接
な
る

連
絡
を
、
見
つ
け
出
す
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
い
と
す
る
（
同
書
「
竹
取
翁
」、
一
五
四
頁
）。
柳
田
氏
の
考
察
が
こ
こ
で
も
「
一
国
の
固

ま

有
信
仰
」
の
追
究
に
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。

た
だ
、
柳
田
氏
の
問
題
と
さ
れ
た
『
竹
取
物
語
』
と
富
士
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
に
論
ず
べ
き
用
意
は
何
も
な
い
。
む
し
ろ
私

の
興
味
は
、「
竹
取
物
語
が
純
然
た
る
一
個
の
創
作
で
は
無
く
、
世
に
あ
る
説
話
を
採
つ
て
潤
色
し
た
も
の
」
で
あ
り
「
今
日
問
題
に
し

て
よ
い
の
は
其
筆
者
の
働
き
、
即
ち
何
れ
の
部
分
が
新
ら
し
い
趣
向
の
添
付
で
あ
り
、
ど
こ
が
其
時
代
に
既
に
行
は
れ
て
居
た
も
の
ゝ
踏

襲
で
あ
つ
た
か
の
境
目
」
を
解
明
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
（
同
書
、
一
六
一
頁
）。
そ
れ
で
は
、『
竹
取
物
語
』
の
ど
こ
が
既

存
の
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
が
「
創
作
」
で
あ
る
の
か
。『
竹
取
物
語
』
を
剥
離
し
て
捉
え
る
発
想
は
ま
こ
と
に
示
唆
的
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
柳
田
氏
は
、「
所
謂
羽
衣
の
説
話
が
、
こ
の
竹
取
物
語
の
結
構
に
参
与
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
」
を
指
摘
す
る
と
と
も
に

（
同
書
、
一
六
三
頁
）、『
海
道
記
』
の
鴬
の
卵
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

我
々
の
説
話
が
成
長
し
又
変
化
し
て
行
つ
た
経
路
に
は
、
口
頭
も
書
巻
も
元
は
格
別
の
違
ひ
は
無
か
つ
た
。
説
話
が
耳
で
聴
く
在

来
の
文
芸
か
ら
、
目
で
看
る
文
字
の
記
録
に
遷
る
際
に
、
何
か
余
分
の
学
問
な
り
技
能
な
り
が
、
働
い
た
も
の
ゝ
如
く
想
像
す
る
の

は
誤
つ
て
居
る
。

（
同
書
、
一
七
三
頁
。
傍
線
・
廣
田
）

と
い
う
。
こ
の
視
野
の
広
さ
に
基
く
見
識
の
鋭
さ
は
看
過
で
き
な
い
。

そ
し
て
柳
田
氏
は
「
仲
間
の
少
な
い
竹
取
物
語
」
に
つ
い
て
、「
淡
々
と
し
て
筆
を
略
し
て
居
る
処
に
、
沢
山
の
昔
々
が
横
た
は
つ
て

居
る
ら
し
き
こ
と
」
に
注
目
し
て
い
る
（
同
書
、
一
七
三
頁
）。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
口
承
文
芸
を
母�

胎�

と
し
て
『
竹
取
物
語
』

を
ど
う
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
柳
田
氏
は
再
び
「
何
れ
の
部
分
に
、
竹
取
物
語
の
文
芸
と
し
て

の
目
途
が
有
つ
た
か
」
と
し
て
「
他
を
捜
し
て
類
型
の
無
い
部
分
」
こ
そ
難
題
求
婚
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
（
同
書
、
一
七
三
頁
）。
こ
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こ
に
「
説
話
の
変
化
部
分
」
あ
る
い
は
「
自
由
区
域
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
（
同
書
、
一
七
四
頁
）
を
言
わ
れ
る
。

さ
ら
に
柳
田
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
の
成
立
し
た
時
代
が
「
文
字
に
著
は
さ
ゞ
る
数
々
の
説
話
を
以
て
飽
和
し
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
」

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
文
献
の
み
を
み
て
「
甲
乙
の
系
統
を
説
か
ん
と
す
る
、
方
法
論
の
誤
り
」
を
い
う
（
同
書
、
一
七
八

頁
）。
こ
こ
に
至
れ
ば
、
も
は
や
伝
播
論
に
つ
い
て
は
留
保
す
る
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

柳
田
氏
は
さ
ら
に
、「
竹
伐
爺
」
に
言
及
し
「
へ
ひ
り
爺
」
の
昔
話
と
「
福
富
草
子
」
な
ど
と
の
関
係
に
触
れ
る
こ
と
で
、「
日
本
の
文�

学�

史�

研�

究�

は
、
こ
の
意
味
に
於
て
前
途
多
望
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
論
ず
る
に
至
る
⒁
（
同
書
「
竹
伐
爺
」、
一
九
三
頁
。
傍
点
・
廣

田
）。

『
竹
取
物
語
』
の
分
析
に
お
い
て
、
私
は
か
ね
て
よ
り
「
班
竹
姑
娘
」
の
伝
承
の
取
扱
い
⒂
か
ら
始
ま
っ
て
、
神
話
学
や
口
承
文
芸
研

究
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
を
拝
読
し
て
き
た
が
、
み
ず
か
ら
の
愚
を
棚
に
上
げ
て
い
え
ば
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
正
鵠
を
得
た
と
納
得

で
き
る
成
果
に
な
か
な
か
出
会
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
柳
田
氏
の
説
の
一
々
の
正
邪
に
拘
泥
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
学
ぶ
べ
き
は
、
口

承
と
書
承
、
民
間
説
話
と
文
献
と
の
関
係
を
原�

理�

的�

に�

考�

え�

る�

と
い
う
柳
田
氏
の
視
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
が
注
目
し
た
い
こ
と
は
、

柳
田
氏
の
構
想
さ
れ
る
「
日
本
文
学
史
」
像
で
あ
る
。

た
だ
し
、
問
題
は
立
場
の
違
い
で
あ
る
。
柳
田
氏
は
『
口
承
文
芸
史
考
』「
昔
話
と
伝
説
と
神
話
」
の
結
び
に
お
い
て
、「
私
た
ち
の
側

か
ら
い
ふ
と
、
文
学
も
又
重
要
な
る
フ
ォ
ク
ロ
ア
の
一
種
」
で
あ
り
、「
前
代
の
人
た
ち
の
生
活
技
術
の
痕
跡
を
、
考
察
す
べ
き
大
切
な

る
資
料
の
一
つ
と
心
得
て
よ
い
」
と
い
う
（
同
書
「
昔
話
と
伝
説
と
神
話
」、
一
五
〇
頁
）。

も
ち
ろ
ん
、
私
の
立
場
は
民
俗
学
で
は
な
く
国
文
学
で
あ
り
、
文
献
文
芸
も
口
承
文
芸
も
「
固
有
信
仰
」
を
探
る
資
料
と
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
国
文
学
の
側
か
ら
、
文
学
史
と
い
う
も
の
を
、
文
献
の
年
代
誌
的
な
歴
史
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
口
承
文
芸
を
母
胎
と
し
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て
文
献
文
芸
が
成
立
し
て
く
る
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
を
問
い
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
仕

組
み
で
も
っ
て
無
限
に
生
成
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
系
譜
を
な
す
、
そ
れ
が
文
学
史
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。

国
文
学
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
柳
田
氏
の
学
は
、
物
語
や
昔
話
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
あ
ま
り
重
視
し
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
関
心
が
「
固
有
信
仰
」
に
向
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
口
承
と

う
ら

書
承
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
憾
み
が
残
る
。
民
俗
学
者
で
あ
る
柳
田
氏

は
、
国
文
学
か
ら
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
伝
承
の
基�

盤�

を
論
じ
て
、
伝
承
そ
の
も
の
の
仕
掛
け
や
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
な

か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
空
白
地
帯
こ
そ
国
文
学
の
取
り
組
む
べ
き
、
こ
れ
か
ら
の
領
野
で
あ
る
と
い
え
る
。

注⑴

大
津
直
子
「
民
俗
学
的
視
座
か
ら
文
学
研
究
を
す
る
こ
と
」『
中
古
文
学
』
第
一
〇
〇
号
記
念
号
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
。

⑵

重
層
性
と
い
う
概
念
を
、
私
は
（
言
葉
に
よ
っ
て
織
ら
れ
た
）
本
文
、
す
な
わ
ちtext

に
お
け
る
枠
組
み
と
し
て
の
重
な
り
を
い
う
も
の
に
限
定

し
て
用
い
た
い
。
漠
然
と
比
喩
的
に
用
い
る
こ
と
を
し
な
い
。
例
え
ば
、
基
層
と
表
層
と
は
対�

概�

念�

で
あ
る
。
共
時
的
に
み
れ
ば
、
表
現
を
原
理

的
に
支
え
る
枠
組
み
が
基
層
を
な
す
。
一
方
、
通
時
的
に
捉
え
る
と
、
古
層
と
新
層
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
対
概
念
で
あ
る
。
空
間
的
と
時
間
的

と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
対
概
念
を
軸
と
し
て
、
九
十
度
交
差
さ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
用
語
の
用
法
と
し
て
は
、
古
代
神
話
が
物
語

の
表
現
を
原
理
的
に
支
え
る
枠
組
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
話
は
物
語
の
古
層
を
な
す
と
と
も
に
基
層
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。

重
層
性
と
い
う
概
念
が
な
ぜ
必
要
か
と
い
う
と
、
本
文text

を
引
用
論
や
モ
ザ
イ
ク
的
な
比
喩
を
用
い
る
テ
ク
ス
ト
論
だ
と
、
私
に
は
ど
う
も

平
面
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
基
礎
と
な
る
枠
組
み
の
上
に
、
新
た
な
主
題
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
た
方
が
、
テ
キ
ス
ト
は
立
体
的

に
見
え
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
強
調
し
た
い
点
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
枠
組
み
を
基
層
も
し
く
は
古
層
、
重
ね
ら
れ
る
主
題
を
表
層
も

し
く
は
新
層
と
い
う
ふ
う
に
、
基
準
を
設
定
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
テ
キ
ス
ト
の
重
層
性
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
け
が
結
論
で
は
な
い
。
重
層
性
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
層
の
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im
age

に
拠
る
も
の
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
構
築
性
を
指
摘
す
る
枠
組
み
と
も
交
差
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仕
組
み
や
仕
掛
けdevice

を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
層
の
枠
組
み
の
上
に
新
た
に
重
ね
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
や
表
現
の
絡
ま
り
具
合
、
い
わ
ば
表
現
の
か
ら
く

り
を
解
き
明
か
す
と
こ
ろ
に
、
文
芸
批
評
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
重
層
性
と
い
う
言
葉
が
、
安
易
で
恣
意
的
に
軽
く
使
わ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
あ
え
て
厳
密
に
用
い
た
い
（
廣
田
收
「
主
要
語
彙
略
注
」『
入
門
説
話
比
較
の
方
法
論
』
勉
誠
出
版
、
年
、
五
一

三
〜
四
頁
）。

⑶

語
り
手
・
石
田
ヨ
ミ
、
水
沢
謙
一
編
『
と
ん
と
一
つ
あ
っ
た
て
ん
が
な

越
後
の
昔
話
』
未
来
社
、
一
九
五
八
年
。

⑷

語
り
手
・
五
十
嵐
春
代
、
野
村
純
一
編
『
酒
田
の
昔
話
』
酒
田
市
、
一
九
七
六
年
。

⑸

語
り
手
・
伊
藤
ハ
ル
ノ
、
水
沢
謙
一
編
『
雪
国
の
夜
語
り
』
野
島
出
版
、
一
九
六
八
年
。

⑹

廣
田
收
「
昔
話
の
話
型
と
語
り
│
昔
話
「
鳥
呑
爺
」
と
唱
え
言
を
め
ぐ
っ
て
│
」
同
志
社
大
学
人
文
学
会
編
『
人
文
学
』
第
一
七
九
号
、
二
〇
〇

六
年
三
月
。

⑺

立
石
憲
利
編
『
長
野
県
清
内
路
村
の
民
話
１

桜
井
小
菊
の
語
り
』
吉
備
人
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
〜
三
一
頁
。

⑻

伝
承
と
文
芸
の
会
編
『
民
間
伝
承
集
成

民
話
』
創
世
記
、
一
九
七
八
年
。

⑼

⑹
に
同
じ
。

⑽

廣
田
收
「『
竹
取
物
語
』
の
文
体
と
構
成
│
冒
頭
の
表
現
を
伝
承
の
視
点
か
ら
読
む
│
」『
説
話
・
伝
承
学
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
（
掲

載
予
定
）。

⑾

廣
田
收
「
天
人
女
房
再
考
」
岡
山
善
一
郎
・
廣
田
收
編
『
日
韓
比
較
文
学
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
。

⑿

柳
田
国
男
『
口
承
文
芸
史
考
』『
柳
田
国
男
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
九
七
頁
。

⒀

柳
田
国
男
「
序
」
同
書
、
一
五
四
頁
。

⒁

柳
田
国
男
「
竹
伐
爺
」
同
書
、
一
九
三
頁
。

⒂

例
え
ば
、
野
口
元
大
氏
は
「『
竹
取
物
語
』
関
係
資
料
」
と
し
て
「
成
立
、
流
布
、
影
響
な
ど
の
諸
問
題
を
考
え
に
あ
た
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る

資
料
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
班
竹
姑
娘
」
を
挙
げ
て
い
る
（『
新
潮
日
本
古
典
集
成

竹
取
物
語
』
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
、
二
〇
一
〜
四
頁
）。
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