
Title 太宰治「お伽草紙」論 : 「お伽草紙」のコンストラ
クション

Author(s) 吉岡, 真緖

Citation 太宰治スタディーズ. 2014, 5, p. 126-137

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/97203

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



は
じ
め
に

　
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
な
が
ら
書
き
継
が
れ
出
版
社
へ
手
渡
さ
れ 
た 
『
お

（
１
）

伽
草
紙
』（
昭
　・　
、
筑
摩
書
房
）
は
、
た
め
に
、
戦
後
の
刊
行
で
は
あ

20
10

る
も
の
の
、
同
じ
く
戦
中
に
書
か
れ
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
惜
別
』（
昭

　
・
９
、
朝
日
新
聞
社
）
同
様
い
わ
ゆ
る
太
宰
文
学
中
期
に
分
類
さ
れ
、

20戦
時
下
の
作
家
的
姿
勢
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
、
戦
時

中
に
書
か
れ
た
も
の
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
刊
行
さ
れ
た
事 
柄 
を
考
え
れ

（
２
）

ば
、
戦
争
と
い
う
切
断
線
を
入
れ
な
い
読
解
が
出
る
の
も
ま
た
必
定
で
あ

ろ
う
。
木
村
小 
夜 
は
、「
お
伽
草
紙
」
に
戦
時
下
の
文
学
的
姿
勢
が
読
み

（
３
）

取
ら
れ
て
き
た
研
究
史
を
踏
ま
え
、
前
書
き
に
お
け
る
夫
婦
の
会
話
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
今
、
仮
に
こ
の
箇
所
に
、
情
況
へ
の
ス
タ
ン
ス
を
し
た
た
か
に
会

話
の
中
に
隠
し
入
れ
た
作
者
の
、
時
機
の
到
来
を
待
つ
姿
勢
を
読
ん

で
み
よ
う
。
ま
と
も
に
何
か
を
主
張
す
る
と
口
を
封
じ
ら
れ
る
「
危

険
が
あ
る
」、
自
由
に
も
の
を
言
う
こ
と
も
今
は
「
困
難
」
だ
か
ら
、

時
が
経
つ
の
を
待
と
う
、
と
防
空
壕
に
「
し
や
が
ん
で
ゐ
る
」（「
瘤

取
り
」）
語
り
手
の
低
姿
勢
は
、「
窮
屈
」
な
時
代
の
自
己
防
衛
の
あ

り
か
た
と
し
て
い
か
に
も
象
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
中
に
書
か

れ
た
こ
の
作
品
は
戦
後
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
出
版
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
の
語
ら
れ
方
が
時
代
の
制
約
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
た
結
果
で
あ

る
か
に
つ
い
て
の
証
明
は
実
は
難
し
い
。
実
際
、
言
葉
が
抑
圧
さ
れ

た
情
況
を
戦
時
下
と
限
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
各
篇
の
内

容
に
立
ち
入
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
の
困
難
を

め
ぐ
っ
て
の
太
宰
の
問
題
意
識
は
よ
り
普
遍
的
な
も
の
で
、
そ
れ
は

防
空
壕
に
つ
い
て
の
会
話
を
戦
時
下
へ
の
言
及
と
直
結
さ
せ
る
よ
う

な
発
想
を
も
軽
々
と
突
き
抜
け
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

　　
「
お
伽
草
紙
」
か
ら
抽
出
し
た
「
言
葉
を
発
す
る
こ
と
の
困
難
」
を
太

126

太
宰
治
「
お
伽
草
紙
」
論

　
　 
「
お
伽
草
紙
」
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

吉
　

岡
　

真
　

緖



宰
文
学
に
お
け
る
普
遍
的
な
「
問
題
意
識
」
と
す
る
指
摘
は
極
め
て
重
要

で
あ
り
、
小
説
の
言
葉
と
同
時
代
の
言
説
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
的
な

説
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
併
せ
て
、
原
稿
に
あ
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
鬼
」「
イ

ギ
リ
ス
鬼
」
が
、
敗
戦
後
と
な
っ
た
初
版
刊
行
の
際
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
統
制
に

配
慮
し
た
伏
せ
字
に
さ
れ
、
再
版
（
昭
　・２
）
そ
し
て
『
雌
に
就
い
て
』

21

（
昭
　・８
、
杜
陵
書
院
）
収
録
の
際
に
は
「
殺
人
鬼
」「
吸
血
鬼
」
に
改

23
変
さ
れ
た
事
情
を
考
え
れ
ば
、
作
者
太
宰
は
そ
の
作
家
人
生
全
て
が
「
言

葉
を
発
す
る
こ
と
の
困
難
」
の
中
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
仮
に
生

身
の
作
者
が
作
品
に
何
ら
か
の
「
思
い
」
を
託
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
思
惑
の
み
に
収
ま
ら
ず
時
に
は
思
惑
を
反
転
さ
せ
る
多
層
性
を
有
し
て

い
る
の
が
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。「
お
伽
草
紙
」
が
今
日
ま
で
あ
ら
ゆ
る
読

み
に
堪
え
て
き
た
の
は
、
時
代
毎
に
読
者
毎
に
新
た
な
読
み
筋
が
見
出
さ

れ
る
豊
穣
さ
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
先
行
論
が
様
々
に
提
示
し
て
き

た
戦
時
下
の
作
家
的
姿
勢
や
戦
時
下
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、

戦
時
下
に
書
か
れ
た
本
作
に
戦
時
下
に
生
き
る
「
作
家
」
が
書
き
込
ま
れ

て
い
る
以
上
、
当
然
出
て
く
る
は
ず
の
読
み
筋
に
は
違
い
な
い
。
と
は
い

え
記
号
表
現
で
あ
り
虚
構
で
あ
る
物
語
言
説
を
作
家
の
実
生
活
や
具
体
的

な
時
局
に
安
易
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
は
矮
小
化
に
つ
な
が
る
。
ま
ず
は
テ

ク
ス
ト
分
析
を
通
し
て
、
小
説
と
い
う
虚
構
に
書
か
れ
た
戦
争
を
考
察
し

た
い
。
文
学
に
描
か
れ
た
戦
争
は
、
虚
構
で
あ
る
が
ゆ
え
に
具
体
的
な
時

局
の
実
体
や
時
間
枠
を
超
え
る
か
ら
だ
。
ま
た
「
お
伽
草
紙
」
を
構
成
す

る
各
篇
に
つ
い
て
は
個
別
的
と
い
う
よ
り
は
連
続
性
の
う
ち
に
捉
え
る
。

前
書
き
と
四
篇
よ
り
成
る
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
見
做
す
こ
と

で
読
み
取
り
可
能
と
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
反
俗
の
フ
ォ
ル
ム

　
「
お
伽
草
紙
」
に
は
、
各
篇
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が
属
す
る
空
間
と
そ

の
物
語
を
書
く
「
私
」
が
属
す
る
空
間
と
が
あ
り
、
二
つ
の
空
間
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
る
か
が
読
解
の
鍵
の
一
つ
と
な
っ
て

き
た
。   【

瘤
取
り
】

　
　
ム
カ
シ
　
ム
カ
シ
ノ
オ
話
ヨ

　
　
ミ
ギ
ノ
　
ホ
ホ
ニ
　
ジ
ヤ
マ
ツ
ケ
ナ

　
　
コ
ブ
ヲ
　
モ
ツ
テ
ル
　
オ
ヂ
イ
サ
ン

　
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、
四
国
の
阿
波
、
剣
山
の
ふ
も
と
に
住
ん
で
ゐ

た
の
で
あ
る
。（
と
い
ふ
や
う
な
気
が
す
る
だ
け
の
事
で
、
別
に
典

拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
こ
の
瘤
取
り
の
話
は
、
宇

治
拾
遺
物
語
か
ら
発
し
て
ゐ
る
も
の
ら
し
い
が
、
防
空
壕
の
中
で
、

あ
れ
こ
れ
原
典
を
詮
議
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。（
傍
線
吉
岡
）

　
右
の
引
用
箇
所
は
、「
オ
ヂ
イ
サ
ン
／
お
爺
さ
ん
」
が
主
人
公
の
「
瘤
取

り
物
語
」
を
担
う
物
語
部
と
、
そ
れ
を
註
釈
す
る
註
釈
部
と
に
大
別
で
き
、

さ
ら
に
物
語
部
は
言
説
の
性
質
上
二
つ
に
区
分
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
二

字
下
げ
片
仮
名
表
記
に
よ
る
「
絵
本
の
物
語
」
引
用
言
説
と
そ
の
内
容
を

補
い
つ
つ「
瘤
取
り
物
語
」空
間
を
生
成
す
る
言
説（
傍
線
部
）と
に
よ
っ

127



て
構
成
さ
れ
る
物
語
部
と
、「（
」
以
下
に
続
く
、
物
語
部
お
よ
び
テ
ク
ス

ト
全
体
を
対
象
化
し
て
解
説
す
る
註
釈
部
と
で
あ 
る 
。
な
お
丸
括
弧
は
、

（
４
）

再
版
以
降
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
「
お
伽
草
紙
」
全
篇
を
通
じ
て
「
絵
本
の
物
語
」
か
ら
の
引
用
は
断
片

的
で
、
そ
れ
の
み
集
め
て
も
絵
の
な
い
小
説
で
は
筋
は
通
り
に
く
い
。
そ

の
た
め
傍
線
部
分
は
「
絵
本
の
物
語
」
引
用
断
片
間
の
つ
な
ぎ
を
担
う
と

と
も
に
「
絵
本
の
物
語
」
引
用
断
片
の
メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
担
っ
て
い

る
。
引
用
部
分
の
「
オ
ヂ
イ
サ
ン
」
と
傍
線
箇
所
の
「
お
爺
さ
ん
」
と
が

結
び
つ
く
の
は
、
連
体
詞
「
こ
の
」
に
よ
っ
て
引
用
部
分
が
対
象
化
さ
れ

指
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
分
は
「
オ
ヂ
イ
サ
ン
」

の
註
釈
と
も
な
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
「
瘤

取
り
物
語
」空
間
は
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
物
語
部
全
体
を 
虚
構 （
メ
ッ
セ
ー

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ジ
）
と
し
て
対
象
化
し
た
註
釈
（
メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
を
担
う
の
が
註

釈
部
で
あ
る
。
右
の
引
用
で
は
丸
括
弧
に
続
く
文
に
「
こ
の
瘤
取
り
の
話

は
」
と
の
一
節
が
あ
り
、
先
ほ
ど
と
同
様
、
連
体
詞
「
こ
の
」
に
よ
っ
て

丸
括
弧
直
前
ま
で
綴
ら
れ
た
「
瘤
取
り
物
語
」
が
「
話
（
＝
虚
構
）」
と
し

て
対
象
化
さ
れ
、原
典
に
つ
い
て
の
解
説
が
付
さ
れ
る
。「
瘤
取
り
」に
限

ら
ず
他
の
篇
に
も
註
釈
部
と
呼
び
う
る
言
説
は
存
在
し
、
物
語
部
お
よ
び

テ
ク
ス
ト
全
体
を
虚
構
と
し
て
対
象
化
し
た
解
説
が
付
さ
れ
る
。
そ
の
内

容
は
創
作
法
の
開
陳
や
各
篇
末
尾
の
「
教
訓
」
に
代
表
さ
れ
る
読
ま
れ
方

の
指
示
に
ま
で
及
ぶ
。
無
論
、
物
語
部
と
註
釈
部
と
が
干
渉
し
合
っ
て
テ

ク
ス
ト
は
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
截
然
と
分
け
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
し
、

註
釈
部
も
ま
た
虚
構
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　
物
語
部
（
＝
虚
構
）
と
、
そ
れ
を
虚
構
と
し
て
明
示
し
つ
つ
意
味
内
容

を
注
釈
す
る
註
釈
部（
＝
虚
構
）と
で
構
成
さ
れ
る
本
テ
ク
ス
ト
の 
形  
式 
は
、

フ
ォ 
ル
ム

メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
引
用
元
で
あ
る
「
絵
本
の
物
語
」
を
明

示
し
そ
れ
を
元
に
し
た
「
自
分
ひ
と
り
の
空
想
を
繰
り
ひ
ろ
げ
」
て
「
全

く
別
個
の
新
し
い
物
語
」
を
描
き
出
す
と
い
う
創
作
方
法
を
開
陳
し
て
み

せ
る
メ
タ
・
テ
ク
ス
ト
に
し
て
メ
タ
・
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
無
論
、
開
陳

さ
れ
た
創
作
方
法
や
註
釈
も
虚
構
で
あ
る
以
上
、
生
身
の
太
宰
治
の
意
図

で
あ
る
保
証
は
な
い
。
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
虚
構
を
根
拠
に
虚
構

の
真
実
性
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
保
証
す
る
構
造
に
よ
っ
て
虚
構
の
虚
構
性

を
暴
露
し
「
虚
／
実
」
の
区
分
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
形
式
で
あ
り
、
太

宰
文
学
全
般
に
渡
る
特
徴
で
あ
る
。

　
一
方
、
バ
ル
ト
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
テ
ー
ゼ
「
テ
ク
ス
ト
と
は
、
無

数
に
あ
る
文
化
の
中
心
か
ら
や
っ
て
き
た
引
用
の
織
物
で
あ 
る 
」
を
鑑
み

（
５
）

る
に
、
テ
ク
ス
ト
と
は
そ
れ
が
い
か
な
る
名
作
で
あ
ろ
う
と
原
作
で
あ
ろ

う
と
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
ろ
う
と
引
用
の
集
積
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。

引
用
元
が
明
示
さ
れ
つ
つ
「
別
個
の
新
し
い
物
語
」
が
展
開
す
る
メ
タ
・

テ
ク
ス
ト
、
メ
タ
・
パ
ロ
デ
ィ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
性
あ
る
い
は

パ
ロ
デ
ィ
性
を
暴
露
す
る
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ロ
デ
ィ
に
対
し
て
原

作
に
価
値
を
お
く
価
値
観
お
よ
び
「
原
作
／
パ
ロ
デ
ィ
」
と
い
う
区
分
に

揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
こ
れ
が
太
宰
文
学
に
お
い
て
一
般
的
な
文
学
観
に

対
す
る
反
俗
の
形
式
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
様
の
形
式
を

用
い
た
小
説
で
の
韜
晦
の
姿 
勢 
に
明
ら
か
で
あ
る
。
正
統
や
権
威
に
異

（
６
）

議
申
し
立
て
す
る
反
俗
の 
姿  
勢 
は
文
学
に
限
ら
な
い
。
重
複
箇
所
が
あ
る

フ
ォ 
ル
ム
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が
先
ほ
ど
の
引
用
に
続
け
る
。

【
瘤
取
り
】
も
と
も
と
、
こ
の
瘤
取
り
の
話
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
か

ら
発
し
て
ゐ
る
も
の
ら
し
い
が
、
防
空
壕
の
中
で
、
あ
れ
こ
れ
原
典

を
詮
議
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
瘤
取
り
の
話
に
限
ら
ず
、

次
に
展
開
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
浦
島
さ
ん
の
話
で
も
、
ま
づ
日
本
書

紀
に
そ
の
事
実
が
ち
や
ん
と
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
万
葉
に

も
浦
島
を
詠
じ
た
長
歌
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
丹
後
風
土
記
や
ら
本

朝
神
仙
伝
な
ど
と
い
ふ
も
の
に
依
つ
て
も
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
し
、
ま
た
、
つ
い
最
近
に
於
い
て
は
然
外
の

戯
曲
が
あ
る
し
、
逍
遥
な
ど
も
こ
の
物
語
を
舞
曲
に
し
た
事
は
無
か

つ
た
か
し
ら
、
と
に
か
く
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、
芸
者
の
手
踊
り
に
到

る
ま
で
、
こ
の
浦
島
さ
ん
の
登
場
は
お
び
た
だ
し
い
。

　
右
は
「
こ
の
瘤
取
り
の
話
」
と
、
直
前
ま
で
語
ら
れ
た
物
語
が
虚
構
で

あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
註
釈
す
る
註
釈
部
で
あ
る
。「
瘤
取
り
」の
原
典
で

あ
る
「
絵
本
の
物
語
」
に
も
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
う
原
典
が
あ
り
、

そ
れ
に
も
「
万
葉
集
」
や
「
丹
後
風
土
記
」、「
日
本
書
紀
」
等
々
に
ま
で

遡
る
原
典
が
あ
る
こ
と
の
告
知
は
、「
お
伽
草
紙
」の
引
用
元
で
あ
り
原
典

で
あ
る
「
絵
本
の
物
語
」
も
、
逍
遥
や
然
外
と
い
っ
た
権
威
者
の
作
品
も
、

上
代
ま
で
遡
れ
る
原
典
（
か
も
し
れ
な
い
が
詮
議
不
可
能
）
の
ヴ
ァ
リ
ア

ン
ト
に
す
ぎ
な
い
こ
と
の
明
示
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
パ
ロ
デ
ィ
の
境

を
攪
乱
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
作
品
を
、
古
典
や
文
壇
権
威
者
の
作
品
、

「
絵
本
の
物
語
」、
果
て
は
歌
舞
音
曲
に
至
る
多
種
多
様
な
テ
ク
ス
ト
と

同
じ
線
上
に
並
べ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
一
般
的
な
価
値
基
準
を
転
倒
さ
せ

て
正
統
や
権
威
を
無 
効 
に
し
、
自
ら
の
創
作
法
を
正
当
化
す
る
。
そ
う
し

（
７
）

た
反
俗
性
は
物
語
部
に
も
現
れ
る
。
例
え
ば
「
瘤
取
り
」
の
酒
飲
み
爺
の

隣
家
の
爺
は
世
間
の
人
達
が
「
旦
那
」
と
呼
ん
で
一
目
置
く
「
立
派
」
な

人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
人
物
が
「
ジ
ヤ
マ
」
に
し
て

い
る
瘤
が
、
鬼
に
と
っ
て
も
ら
え
な
い
ば
か
り
か
却
っ
て
増
や
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
オ
チ
に
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
力
学
は
見
出
せ
よ
う
。「
浦
島

さ
ん
」
で
は
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
生
き
物
を
助
け
る
「
深
切
」
と
い
う

世
間
的
な
美
徳
が
当
の
助
け
た
亀
に
よ
っ
て
「
紳
士
」
の
「
遊
び
だ
。
享

楽
だ
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
価
値
が
転
倒
さ
れ
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
で
は

一
部
の
男
た
ち
が
「
美
し
い
処
女
」
に
見
出
し
「
垂
涎
」
す
る
「
青
春
の

純
真
」
の
「
悪
魔
」
性
や
「
愚
劣
」
さ
が
暴
か
れ
、「
舌
切
雀
」
で
は
「
世

捨
人
」
は
金
と
い
う
こ
の
世
の
象
徴
に
よ
っ
て
世
を
捨
て
ら
れ
る
の
だ
と

の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
世
俗
の
正
統
や
権
威
や
良
さ
を
転
倒
さ
せ
る
反
俗
性
に
お

い
て
共
通
す
る
四
篇
に
お
い
て
、
主
人
公
の
結
末
に
毒
が
示
さ
れ
る
の
は

「
舌
切
雀
」
の
「
お
爺
さ
ん
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
毒
性
は
「
お
伽
草
紙
」

を
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
見
做
す
こ
と
で
明
瞭
に
な
る
。
ま
ず
は
前
書
き
と
四

篇
の
物
語
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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二
、
「
お
伽
草
紙
」
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
陰

　
　
　
　
  前
書
き
と
四
篇
の
連
繋
強
度
と
し
て
の
「
私
」

　
前
書
き
と
四
篇
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
見
過
ご
せ
な
い
の
が
、
前

書
き
の
「
父
」
と
四
篇
の
「
私
」
の
連
繋
を
仮
構
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

る
。

【
前
書
き
】　
母
の
苦
情
が
一
段
落
す
る
と
、こ
ん
ど
は
、五
歳
の
女

の
子
が
、
も
う
壕
か
ら
出
ま
せ
う
、
と
主
張
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
を

な
だ
め
る
唯
一
の
手
段
は
絵
本
だ
。
桃
太
郎
、
カ
チ
カ
チ
山
、
舌
切

雀
、
瘤
取
り
、
浦
島
さ
ん
な
ど
、
父
は
子
供
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
。

　
こ
の
父
は
服
装
も
ま
づ
し
く
、
容
貌
も
愚
な
る
に
似
て
ゐ
る
が
、

し
か
し
、
元
来
た
だ
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
を
創
作
す
る
と

い
ふ
ま
こ
と
に
奇
異
な
る
術
を
体
得
し
て
ゐ
る
男
な
の
だ
。

　
ム
カ
シ
　
ム
カ
シ
ノ
オ
話
ヨ

　
な
ど
と
、
間
の
抜
け
た
や
う
な
妙
な
声
で
絵
本
を
読
ん
で
や
り
な

が
ら
も
、
そ
の
胸
中
に
は
、
ま
た
お
の
づ
か
ら
別
個
の
物
語
が
醞
醸

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

【
瘤
取
り
】 私
は
、
い
ま
、
壕
の
中
に
し
や
が
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
私
の
膝
の
上
に
は
、
一
冊
の
絵
本
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゐ

る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
は
、
物
語
の
考
証
は
あ
き
ら
め
て
、

た
だ
自
分
ひ
と
り
の
空
想
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
だ
ら
う
。
い
や
、
か
へ
つ
て
そ
の
は
う
が
、
活
き
活
き
し
て
面

白
い
お
話
が
出
来
上
る
か
も
知
れ
ぬ
。
な
ど
と
、
負
け
惜
し
み
に
似

た
や
う
な
自
問
自
答
を
し
て
、
さ
て
、
そ
の
父
な
る
奇
妙
の
人
物
は
、

　
　
ム
カ
シ
　
ム
カ
シ
ノ
オ
話
ヨ

　
と
壕
の
片
隅
に
於
い
て
、
絵
本
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
絵
本
の
物

語
と
全
く
別
個
の
新
し
い
物
語
を
胸
中
に
描
き
出
す
。）

　
前
書
き
に
現
さ
れ
る
の
は
、
防
空
壕
で
五
歳
の
娘
に
「
桃
太
郎
、
カ
チ

カ
チ
山
、
舌
切
雀
、
瘤
取
り
、
浦
島
さ
ん
」
な
ど
の
絵
本
を
読
み
聞
か
せ

な
が
ら
も
「
そ
の
胸
中
に
は
、
ま
た
お
の
づ
か
ら
別
個
の
物
語
が
醞
醸
せ

ら
れ
て
ゐ
る
」
作
家
「
父
」
で
あ
る
。
こ
の
「
父
」
の
造
形
は
、
四
篇
に

お
け
る
「
私
」
の
造
形
と
し
て
反
復
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
カ
チ
カ
チ
山
」

に
は
「
私
の
家
の
五
歳
の
娘
」
に
防
空
壕
の
中
で
「
カ
チ
カ
チ
山
の
絵
本

を
読
ん
で
や
つ
た
」
と
い
う
箇
所
に
、「
舌
切
雀
」
に
は
「
瘤
取
り
、
浦
島

さ
ん
、
カ
チ
カ
チ
山
、
そ
の
次
に
、
桃
太
郎
と
、
舌
切
雀
を
書
い
て
、
一

応
こ
の
『
お
伽
草
紙
』
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
私
は
思
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う

箇
所
に
、
そ
の
反
復
は
あ
り
、
前
書
き
の
「
父
」
と
各
篇
の
「
私
」
と
い

う
異
な
る
主
体
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
得
て
い
る
。
特
に
前
書
き
と
「
瘤

取
り
」
は
右
の
引
用
末
尾
が
示
す
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
表
現
節
を
有
し
て
お

り
、
こ
の
機
能
の
強
度
と
な
っ
て
い
る
。

　
前
書
き
と
「
瘤
取
り
」
が
共
有
す
る
フ
レ
ー
ズ
「
ム
カ
シ
　
ム
カ
シ
ノ

オ
話
ヨ
」
は
、
父
か
ら
娘
へ
と
読
み
聞
か
せ
る
「
絵
本
の
物
語
」と
、「
父
」

で
あ
る
「
私
」
の
胸
中
に
「
醞
醸
」
せ
ら
れ
る
「
別
個
の
物
語
」
と
が
接
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す
る
境
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
前
書
き
の
「
父
」
と
四
篇
の
「
私
」
と
が

接
す
る
境
界
で
も
あ
る
。
字
下
げ
片
仮
名
表
記
に
よ
っ
て
際
立
つ
こ
の
フ

レ
ー
ズ
が
、
前
書
き
と
そ
の
直
後
に
置
か
れ
た
「
瘤
取
り
」
で
合
計
三
度

も
繰
り
返
さ
れ
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
読
者
に
「
絵
本
の
物
語
」
を
参
照
し

つ
つ
読
み
進
め
る
こ
と
を
暗
黙
の
内
に
了
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
異
な
る

主
体
で
あ
る
前
書
き
の
「
父
」
と
四
篇
の
「
私
」
を
同
一
視
さ
せ
や
す
く

す
る
効
果
を
得
て
い
よ
う
。

　
ま
た
右
の
「
瘤
取
り
」
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
、
直
前
ま
で
書

き
込
ま
れ
た
「
瘤
取
り
物
語
」
を
「
こ
の
瘤
取
り
の
話
」
と
呼
ん
で
引
用

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
言
説
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
、
か
つ

「
自
分
ひ
と
り
の
空
想
」
と
い
う
創
作
法
を
開
陳
し
て
み
せ
る
言
説
が
割

り
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
作
者
」
あ
る
い
は
物
語
部
の
引
用
者
と

権
利
上
呼
び
う
る
主
体
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
引
用
は
、

引
用
者
の
意
図
に
基
づ
い
て
引
用
元
か
ら
都
合
の
良
い
部
分
を
切
り
取
っ

て
別
の
文
脈
に
張
り
付
け
る
恣
意
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
お
伽

草
紙
」
物
語
部
は
、
地
の
文
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
鉤
括
弧
等
で
示
さ
れ
る

直
接
発
話
に
お
い
て
も
、「
私
」
の
価
値
判
断
が
重
ね
ら
れ
る
二
重
性
を

有
し
て
い
る
、
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
無
論
、
実
際
に
引
用
し
た
の
は

「
私
」
で
は
な
い
し
、
記
号
で
あ
る
「
私
」
に
言
葉
に
先
立
つ
意
図
（
内

面
）
な
ぞ
あ
る
は
ず
が
な
い
。
が
、「
作
者
」
あ
る
い
は
引
用
者
と
し
て
権

利
上
名
指
し
う
る
造
形
が
、「
私
」に
あ
る
は
ず
の
な
い
内
面
や
特
権
性
を

あ
る
か
の
よ
う
に
演
出
す
る
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
物
語
部
と
註
釈
部
、

あ
る
い
は「
私
」と
物
語
部
の
結
び
つ
き
の
強
度
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
よ
う
に
「
私
」
が
表
象
さ
れ
、
前
書
き
の
「
父
」
と
四
篇
の
「
私
」
と

の
連
繋
が
仮
構
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、「
私
」
／
「
父
」
は
「
お

伽
草
紙
」
テ
ク
ス
ト
の
フ
レ
ー
ム
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。

三
、「
お
伽
草
紙
」
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
隠

　
　
　
　
　「
瘤
取
り
」「
浦
島
さ
ん
」「
カ
チ
カ
チ
山
」「
舌
切
雀
」
の
話
型

　
前
書
き
と
四
篇
の
物
語
に
は
、
世
間
的
に
は
あ
ま
り
ぱ
っ
と
し
な
い
男

と
そ
れ
と
は
対
極
に
あ
る
者
と
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
描
か

れ
て
お
り
、
そ
の
共
通
項
を
梃
子
に
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
読

み
解
か
れ
て
き
た
。
例
え
ば
東
郷
克 
美 
は
、「
お
伽
草
紙
」全
篇
に
通
じ
る

（
８
）

「
現
実
主
義
の
家
族
と
生
活
不
能
者
な
が
ら『
た
だ
も
の
で
な
い
』」男
性

主
人
公
と
の
対
立
と
い
う
型
か
ら
「
こ
の
現
実
で
は
生
き
が
た
い
『
駄
目

な
男
』
た
ち
の
逃
亡
の
物
語
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
抽
出
し
「『
言
葉
』
へ
の

不
信 
　
　 
『
言
葉
』
の
い
ら
な
い
場
所
（
ユ
ー
ト
ピ
ア
）
へ
の
あ
こ
が

れ
」と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
読
み
解
い
た
。「
お
伽
草
紙
」研
究
史
上
重
要
な

説
で
あ
る
。
が
、
男
性
主
人
公
の
逃
亡
先
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
た
場
合
に

違
和
感
を
覚
え
る
の
は
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
狸
の
末
路
で
あ
り
、
そ
の
点

が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
そ
の
後
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表

さ
れ
た
木
村
小 
夜 
と
渥
美
孝 
子 
の
論
で
「
言
葉
で
つ
な
が
る
人
間
関
係
へ

（
３
） 

（
９
）

の
絶
望
と
期
待
」（
木
村
）、「
孤
独
な
人
間
の
、『
言
葉
』
に
よ
る
〈
交
換

の
欲
望
〉」（
渥
美
）
と
い
う
、
東
郷
の
説
を
反
転
さ
せ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

読
み
取
ら
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
読
解
は
必
ず
反
転
し
た
読
解
を
引
き
寄
せ

る
点
か
ら
も
意
義
が
あ
る
。「
言
葉
」
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
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「
お
伽
草
紙
」
研
究
に
お
け
る
主
要
な
論
点
に
よ
る
読
解
の
深
度
を
示
し

て
い
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
論
が
示
す
よ
う
に
、
共
通
の
型
を
析
出
す
る
こ
と
は
、
四
篇

を
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
見
做
す
う
え
で
有
効
と
思
わ
れ
る
。
共
通
性
は
自
ず

と
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
差
異
が
シ
ー
ク
エ
ン
ス
上
ど
の
よ
う
な
意

義
を
持
ち
う
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
し
て
「
お
伽

草
紙
」
を
読
解
す
る
意
義
と
な
ろ
う
。
ま
ず
は
四
篇
共
通
の
型
を
析
出
し

た
い
。
そ
の
際
、
除
外
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
観
点
で
「
お
伽
草
紙
」
を
読

み
解
く
高
田
知 
波 
の
論
は
示
唆
に
富
む
。

（
　
）

　
高
田
は
「
お
伽
噺
群
の
中
か
ら
鬼
征
伐
、
仇
討
ち
、
主
人
公
が
宝
物
を

獲
得
す
る
話
、
善
悪
応
報
譚
を
注
意
深
く
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
『
お

伽
草
紙
』
の
世
界
を
編
ん
で
き
た
作
者
が
、
最
終
編
の
『
舌
切
雀
』
の
最

後
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
路
線
を
一
挙
に
覆
す
よ
う
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

を
あ
え
て
創
作
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
」
と
い
う
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
よ
っ

て
生
じ
た
特
異
性
を
踏
ま
え
た
問
い
を
立
て
、「
舌
切
雀
」
結
末
部
の
、
お

婆
さ
ん
が
竹
藪
に
入
っ
た
後
の
話
を
「
筆
者
」
が
「
知
ら
な
い
」
と
表
明

す
る
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の
役
割
を
放
棄
」
す
る
「
宣

言
」に
、そ
の
後
の
物
語
が「
筆
者
」の
責
任
の
圏
外
に
あ
る
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
。「
舌
切
雀
」
の
結
末
に
物
語
と
「
筆
者
」
の
志
向
の

乖
離
を
読
み
取
る
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て

考
察
を
進
め
た
い
。

　
四
篇
に
共
通
す
る
の
は
、
非
日
常
的
な
空
間
（
異
界
）
か
ら
の
帰
還
と

い
う
型
で
あ
る
。「
瘤
取
り
」
は
鬼
の
い
る
山
中
異
界
か
ら
の
帰
還
、「
浦

島
さ
ん
」
は
龍
宮
か
ら
の
帰
還
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
狸
汁
に
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
人
間
界
か
ら
の
帰
還
、「
舌
切
雀
」は
雀
の
お
宿
か
ら
の
帰
還
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
結
末
の
表
現
が
「
舌
切
雀
」
だ
け
異
な
る
。
他
三
篇
は
帰

還
後
の
主
人
公
が
親
和
的
に
表
現
さ
れ
る
が
、「
舌
切
雀
」の
主
人
公
の
結

末
に
そ
の
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ
ず
、他
三
篇
の
末
尾
に
は
あ
る「
教
訓
」

じ
み
た
註
釈
も
見
ら
れ
な
い
。

　
「
瘤
取
り
」
の
場
合
、
原
話
で
は
「
ジ
ヤ
マ
ツ
ケ
」
と
語
ら
れ
る
瘤
が
、

酒
飲
み
爺
に
と
っ
て
「
唯
一
の
話
相
手
」、「
孫
」
と
し
て
親
和
的
に
設
定

さ
れ
た
こ
と
で
、帰
還
後
、そ
の
瘤
が
な
く
な
っ
た
う
え
に
家
族
か
ら「
何

の
問
題
」
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
爺
が
悲
哀
を
こ
め
て
語
ら
れ
る
し
、
本
当

に
「
ジ
ヤ
マ
ツ
ケ
」
に
し
て
い
た
瘤
が
二
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
お
旦

那
」
爺
に
対
し
て
も
「
実
に
、
気
の
毒
な
結
果
に
な
つ
た
も
の
だ
」
と
同

情
的
に
表
現
さ
れ
る
。「
浦
島
さ
ん
」で
は
、帰
還
す
る
と「
モ
ト
ノ
サ
ト
」

も
「
モ
ト
ノ
イ
エ
」
も
な
く
な
っ
て
い
た
浦
島
が
龍
宮
の
お
土
産
を
開
け

て
「
タ
チ
マ
チ
　
シ
ラ
ガ
ノ
　
オ
ヂ
イ
サ
ン
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
末

を
「
気
の
毒
だ
、
馬
鹿
だ
、
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
私
た
ち
俗
人
の
勝
手
な

妄
断
に
過
ぎ
な
い
」
と
処
断
し
、
そ
の
結
末
が
「
決
し
て
不
幸
で
は
な
か

機

機

つ
た

機

機

」
理
由
が
饒
舌
に
述
べ
ら
れ
た
う
え
で
「
浦
島
は
、
そ
れ
か
ら
十
年
、

幸
福
な
老
人
と
し
て
生
き
た
と
い
ふ
」
と
い
う
「
俗
人
」
に
は
思
い
の
及

ば
な
い
解
釈
が
結
末
と
な
っ
て
用
意
さ
れ
る
。「
カ
チ
カ
チ
山
」で
は
さ
ら

に
分
か
り
や
す
く
、
命
か
ら
が
ら
帰
還
し
た
狸
を
死
に
追
い
や
る
兎
の
や

り
方
が
物
語
冒
頭
で
「
ひ
ど
す
ぎ
る
」「
や
り
方
が
き
た
な
い
」
と
直
接

的
に
批
判
さ
れ
た
う
え
で
、
泥
船
で
沈
み
ゆ
く
狸
に
同
情
を
寄
せ
る
註
釈

132
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が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
「
舌
切
雀
」
の
「
お
爺
さ
ん
」
の
帰
還
後
に
こ
の

よ
う
に
親
和
的
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。「
舌
切
雀
」
の
「
お
爺
さ
ん
」
だ

け
が
他
三
篇
の
主
人
公
た
ち
と
違
っ
て
世
間
的
な
栄
達
を
遂
げ
る
こ
と
を

鑑
み
る
に
こ
の
違
い
は
シ
ー
ク
エ
ン
ス
上
の
意
味
を
も
た
ら
す
。

　
ま
た
、「
舌
切
雀
」
以
外
の
三
篇
は
、
物
語
部
や
引
用
元
で
あ
る
「
絵

本
の
物
語
」
の
結
末
に
つ
い
て
の
疑
問
と
解
釈
が
物
語
を
生
成
す
る
構
造

を
有
し
て
お
り
、そ
れ
が
端
的
に
現
れ
る
の
が
末
尾
に
付
さ
れ
る「
教
訓
」

や
警
句
で
あ
る
。「
所
謂
『
不
正
』
の
事
件
」
が
一
つ
も
無
か
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
不
幸
な
人
」
が
出
て
し
ま
っ
た
「
瘤
取
り
」
物
語
に
つ
い
て

「
何
の
つ
も
り
で
お
前
は
こ
の
物
語
を
書
い
た
の
だ
」と「
短
気
な
読
者
」

に
か
こ
つ
け
て
提
示
さ
れ
た
「
質
問
」
に
「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
応
じ
て

み
せ
る
「
瘤
取
り
」、
開
け
る
と
三
百
歳
の
老
人
に
な
っ
て
し
ま
う
「
龍
宮

の
お
土
産
」
を
開
け
た
浦
島
を
「
だ
か
ら
、
あ
け
な
き
や
よ
か
つ
た
の
に
、

つ
ま
ら
な
い
事
に
な
つ
た
、
お
気
の
毒
に
」
と
見
る
一
般
的
解
釈
に
「
深

い
疑
念
」
が
呈
さ
れ
た
う
え
で
「
年
月
は
、
人
間
の
救
ひ
で
あ
る
」「
忘
却

は
、
人
間
の
救
ひ
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
「
浦
島
さ
ん
」、
狸
の
顛
末
に

つ
い
て
「
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
好
色
の
誡
め
で
と
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
か
。

十
六
歳
の
美
し
い
処
女
に
は
近
寄
る
な
と
い
ふ
深
切
な
忠
告
を
匂
は
せ
た

滑
稽
物
語
で
も
あ
ろ
う
か
」
等
の
問
題
提
起
に
「
曰
く
、
惚
れ
た
が
悪
い

か
」
と
の
応
答
が
示
さ
れ
る
「
カ
チ
カ
チ
山
」
な
ど
。
疑
問
に
対
す
る
解

釈
は
、「
作
者
」の
見
解
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
て
も
必
ず
違
う
解
釈
を

呼
び
寄
せ
る
と
は
い
え
、「
舌
切
雀
」だ
け
他
三
篇
と
違
っ
て
何
の
疑
問
も

「
教
訓
」
も
提
示
さ
れ
な
い
結
末
で
あ
る
こ
と
は
、
シ
ー
ク
エ
ン
ス
上
に

空
白
と
い
う
差
異
を
創
出
す
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
「
作
者
」、
引
用
者
と
し
て
「
私
」
が
造
形
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
物
語
部
と
註
釈
部
、
あ
る
い
は
物
語
部
と
「
私
」
の
連
繋
を
仮

構
す
る
「
お
伽
草
紙
」
構
造
に
あ
っ
て
、「
舌
切
雀
」
の
結
末
部
に
「
私
」

の
註
釈
が
な
い
こ
と
は
、「
舌
切
雀
」
結
末
部
と
「
私
」
の
連
繋
の
強
度
の

無
さ
を
演
出
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
と
主
人
公
の
結
末
に
同
情
的
な
表
現
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
り
可
能
に
す
る

の
か
。

四
、
帰
還
者
の
物
語

　
「
舌
切
雀
」
で
は
、
書
く
予
定
だ
っ
た
「
私
の
桃
太
郎
物
語
」
を
放
棄

す
る
に
至
っ
た
理
由
が
前
口
上
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

こ
の
舌
切
雀
に
せ
よ
、
ま
た
前
の
瘤
取
り
、
浦
島
さ
ん
、
カ
チ
カ
チ

山
、
い
づ
れ
も
「
日
本
一
」
の
登
場
は
無
い
の
で
、
私
の
責
任
も
軽

く
、
自
由
に
書
く
事
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
、
日
本
一
と
言

ふ
事
に
な
る
と
、
か
り
そ
め
に
も
こ
の
貴
い
国
で
第
一
と
言
ふ
事
に

な
る
と
、
い
く
ら
お
伽
噺
だ
か
ら
と
言
つ
て
も
、
出
鱈
目
な
書
き
方

は
許
さ
れ
ま
い
。
外
国
の
人
が
見
て
、
な
ん
だ
、
こ
れ
が
日
本
一
か
、

な
ど
と
言
つ
た
ら
、
そ
の
口
惜
し
さ
は
ど
ん
な
だ
ら
う
。
だ
か
ら
、

私
は
こ
こ
に
く
ど
い
く
ら
ゐ
に
念
を
押
し
て
置
き
た
い
の
だ
。
瘤
取

り
の
二
老
人
も
浦
島
さ
ん
も
、
ま
た
カ
チ
カ
チ
山
の
狸
さ
ん
も
、
決

し
て
日
本
一
で
は
な
い
ん
だ
ぞ
、
桃
太
郎
だ
け
が
日
本
一
な
ん
だ
ぞ
、
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さ
う
し
て
お
れ
は
そ
の
桃
太
郎
を
書
か
な
か
つ
た
ん
だ
ぞ
、
だ
か
ら
、

こ
の
「
お
伽
草
紙
」
に
は
、
日
本
一
な
ん
か
、
も
し
お
前
の
眼
前
に

現
は
れ
た
ら
、
お
前
の
両
眼
は
ま
ぶ
し
さ
の
た
め
に
つ
ぶ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。
い
い
か
、
わ
か
つ
た
か
。
こ
の
私
の
「
お
伽
草
紙
」
に

出
て
来
る
者
は
、
日
本
一
で
も
二
で
も
三
で
も
無
い
し
、
ま
た
、
所

謂
「
代
表
的
人
物
」
で
も
無
い
。
こ
れ
は
た
だ
、
太
宰
と
い
ふ
作
家

が
そ
の
愚
か
な
経
験
と
貧
弱
な
空
想
を
以
て
創
造
し
た
極
め
て
凡
庸

の
人
物
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
人
物
を
以
て
、
た
だ
ち

に
日
本
人
の
軽
重
を
推
計
せ
ん
と
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
刻
舟
求
剣

の
し
た
り
顔
な
る
穿
鑿
に
近
い
。
私
は
日
本
を
大
事
に
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
無
い
事
だ
が
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
私
は
日
本
一
の
桃

太
郎
を
描
写
す
る
事
は
避
け
、
ま
た
、
他
の
諸
人
物
の
決
し
て
日
本

一
で
は
な
い
所
以
を
も
く
ど
く
ど
と
述
べ
て
来
た
の
だ
。
読
者
も
ま

た
、
私
の
こ
ん
な
へ
ん
な
こ
だ
は
り
方
に
大
い
に
賛
意
を
表
し
て
下

さ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
は
れ
る
。

　
「
貴
い
国
」
日
本
に
対
し
て
「
外
国
の
人
」
を
「
お
前
」
呼
ば
わ
り
し

て
「
日
本
一
」
を
称
揚
す
る
右
の
条
は
、
そ
の
国
威
発
揚
性
か
ら
か
、
敗

戦
後
『
雌
に
就
い
て
』（
昭
　・８
、
杜
陵
書
院
）
に
収
録
の
際
、
全
文
削

23

除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
量
の
一
括
削
除
は
他
の
三
篇
に
は
な
い
。

　
「
桃
太
郎
を
書
か
な
か
つ
た
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
前

の
箇
所
に
は
「
私
の
桃
太
郎
」
物
語
の
計
画
が
、
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、

メ
タ
・
パ
ロ
デ
ィ
形
式
を
踏
襲
し
て
、
引
用
元
で
あ
る
「
絵
本
の
物
語
」

を
明
示
し
つ
つ
開
陳
さ
れ
る
言
説
が
見
ら
れ
る
。
確
か
に
独
立
し
た
物
語

と
し
て
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
創
作
法
の
開
陳
と
い
う
仕
方
で
、
あ

る
い
は
書
く
こ
と
の
不
可
能
の
所
以
を
暴
露
す
る
形
で
「
私
の
桃
太
郎
」

物
語
は
書
か
れ
、「
舌
切
雀
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
、
連
呼
さ
れ
る
「
日
本
一
」
な
る
も
の
は

具
体
性
を
欠
く
。
そ
の
こ
と
が
理
屈
抜
き
に
称
揚
さ
れ
る
「
日
本
一
」
と

い
う
表
象
に
聖
性
を
付
与
し
て
い
よ
う
。
貴
い
「
日
本
一
」
が
世
間
的
な

栄
達
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、「『
日
本
一
』
の
登
場
は
な
い
」
と
語
ら
れ

た
う
え
で
始
ま
る
「
舌
切
雀
」
の
「
お
爺
さ
ん
」
の
結
末
が
一
国
の
宰
相

で
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
再
版
で
は
右
の
引
用
の
直
後
に
「
太
閤

で
さ
へ
言
つ
た
ぢ
や
な
い
か
。『
日
本
一
は
、
わ
し
で
は
な
い
。』
と
」
の

一
文
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、「
日
本
一
」な
る
も
の
と
世
間
的
な
栄
達
の
区

別
は
一
層
明
白
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
日
本
一
と
い
ふ
旗
を
持
つ
て
ゐ
る
男
」
桃
太
郎
の
物
語
を
書
く
に
際

し
て
、
鬼
ヶ
島
の
鬼
を
「
征
伐
せ
ず
に
は
置
け
ぬ
醜
怪
極
悪
無
類
の
人
間

と
し
て
、
描
写
」
し
「
そ
れ
に
依
つ
て
桃
太
郎
の
鬼
征
伐
も
大
い
に
読
者

諸
君
の
共
鳴
を
呼
び
起
し
、
而
し
て
そ
の
戦
闘
も
読
む
者
の
手
に
汗
を
握

ら
せ
る
ほ
ど
の
真
に
危
機
一
髪
の
も
の
た
ら
し
め
よ
う
」
と
い
う
目
論
見

と
と
も
に
示
さ
れ
た
「
絵
本
の
鬼
ヶ
島
の
鬼
た
ち
」
に
つ
い
て
の
「
図
体

ば
か
り
大
き
く
」
て
「
一
向
に
お
そ
ろ
し
く
も
何
と
も
無
い
。
善
良
な
性

格
な
も
の
の
や
う
」
と
の
言
説
は
、「
私
」
を
絵
本
の
桃
太
郎
の
鬼
退
治
に

「
共
鳴
」
し
得
な
い
主
体
と
す
る
。
そ
の
後
の
箇
所
で
あ
る
右
の
引
用
で

「
日
本
一
」
な
る
も
の
が
称
揚
さ
れ
る
こ
と
を
鑑
み
る
に
、
桃
太
郎
と
桃
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太
郎
の
背
負
う
「
日
本
一
」
な
る
も
の
と
の
乖
離
が
指
摘
出
来
る
。

　
一
般
に
「
桃
太
郎
」
と
は
、
桃
太
郎
が
鬼
の
住
ま
う
鬼
ヶ
島
と
い
う
異

界
に
犬
猿
雉
の
傭
兵
を
黍
団
子
に
よ
っ
て
組
織
し
て
侵
攻
、
征
圧
し
、
分

捕
っ
た
宝
物
を
手
に
帰
還
す
る
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
お
伽
草
紙
」
の
四

篇
同
様
、
非
日
常
的
な
空
間
（
異
界
）
か
ら
の
帰
還
と
い
う
話
型
に
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
帰
還
後
の
あ
り
方
ま
で
同
じ
な
の
は
「
舌
切
雀
」
だ
け

で
あ
る
。

　
「
お
伽
草
紙
」
に
お
い
て
「
瘤
取
り
」「
浦
島
さ
ん
」「
カ
チ
カ
チ
山
」

の
三
篇
と
「
舌
切
雀
」
で
は
帰
還
後
の
あ
り
方
が
全
く
異
な
る
。
帰
還
後

も
以
前
と
同
じ
孤
独
の
中
に
あ
る
「
瘤
取
り
」
の
二
人
の
爺
、
龍
宮
の
お

土
産
を
開
け
て
帰
還
前
の
こ
と
を
全
て
「
忘
却
」
し
て
し
ま
う
「
浦
島
さ

ん
」、「
兎
の
少
女
に
ひ
と
め
ま
た
逢
ひ
た
く
て
」
命
か
ら
が
ら
帰
還
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
当
の
兎
の
少
女
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
「
カ
チ
カ
チ
山
」

の
狸
、
と
い
う
よ
う
に
三
篇
の
男
性
主
人
公
の
異
界
体
験
は
帰
還
後
の
人

生
の
元
手
と
は
な
ら
な
い
。「
浦
島
さ
ん
」に
至
っ
て
は
異
界
体
験
そ
の
も

の
が
忘
却
さ
れ
、
元
手
と
す
る
こ
と
自
体
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
帰
還
の
際
、

浦
島
が
龍
宮
で
得
た
「
新
知
識
」
や
玉
手
箱
を
元
手
に
「
現
実
主
義
の
弟
」

を
「
ぎ
や
ふ
ん
と
参
ら
せ
て
や
ら
う
」
と
意
気
込
ん
で
い
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
る
ま
い
。
龍
宮
の
お
土
産
を
開
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
三
百
年
の
年

月
と
忘
却
と
を
招
来
し
た
こ
と
を
「
不
幸
」
と
見
な
す
「
俗
人
の
勝
手
な

妄
断
」
を
処
断
し
、「
私
」
の
確
信
を
根
拠
に
「
救
ひ
」
へ
と
変
換
し
て
み

せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
異
界
体
験
を
「
忘
却
」
し
て
生
き
る
こ
と
に
対
す

る
価
値
付
け
で
あ
る
と
と
も
に
異
界
体
験
を
元
手
に
す
る
こ
と
の
忌
避
と

も
な
る
。
こ
れ
に
対
し
「
舌
切
雀
」
の
「
お
爺
さ
ん
」
は
、「
お
婆
さ
ん
」

が
雀
の
お
宿
か
ら
持
ち
帰
っ
た
金
貨
を
元
手
に
世
捨
人
か
ら
一
国
の
宰
相

に
ま
で
出
世
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
鬼
か
ら
の
分
捕
り
品
を
手
に
英

雄
、「
日
本
一
」
と
し
て
帰
還
す
る
桃
太
郎
と
同
じ
く
、
異
界
体
験
お
よ
び

他
者
の
宝
を
元
手
に
出
世
す
る
結
末
な
の
で
あ
る
。
雀
の
お
宿
か
ら
帰
還

し
た
「
お
爺
さ
ん
」
が
一
国
の
宰
相
に
ま
で
出
世
す
る
結
末
や
「
お
婆
さ

ん
」が
死
ん
で
金
貨
を
持
ち
帰
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
引
用
元
に
は
な
い「
お

伽
草
紙
」
独
自
の
結
末
で
あ
る
。
こ
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、
引
用
さ
れ
た

「
桃
太
郎
」
と
同
じ
話
型
に
な
る
こ
と
は
、
二
つ
の
物
語
の
連
繋
の
強
度

と
な
っ
て
い
よ
う
。

　
一
国
の
宰
相
と
な
っ
た
「
お
爺
さ
ん
」
を
世
の
人
々
が
「
雀
大
臣
」
と

呼
ん
だ
と
い
う
言
説
は
、「
雀
へ
の
愛
情
の
結
実
」で
あ
る
雀
の
お
宿
体
験

が
出
世
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
物
語
が
当
の
「
お
爺
さ
ん
」
か
ら
流
布
し

世
間
が
そ
れ
を
支
持
し
た
こ
と
、
そ
の
物
語
に
出
世
の
元
手
と
な
っ
た
金

貨
が
「
お
婆
さ
ん
」
の
持
ち
帰
り
品
だ
っ
た
話
は
除
外
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
告
知
し
て
い
よ
う
。
世
間
の
取
り
沙
汰
を
聞
く
度
に
宰
相「
お
爺
さ
ん
」

が
言
っ
た
と
い
う
「
い
や
、
女
房
の
お
か
げ
で
す
。
あ
れ
に
は
、
苦
労
を

か
け
ま
し
た
」
と
い
う
締
め
く
く
り
の
一
節
は
、
自
ら
の
出
世
を
彩
る
美

談
を
「
雀
へ
の
愛
情
」
か
ら
糟
糠
の
妻
「
お
婆
さ
ん
」
へ
の
労
い
や
感
謝

へ
置
換
す
る
言
葉
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
出
世
の
元
手
と
な
っ
た
金

貨
が
「
お
婆
さ
ん
」
の
持
ち
帰
り
品
だ
っ
た
こ
と
は
明
か
さ
れ
な
い
。

　
雀
へ
の
愛
情
、
報
恩
、
糟
糠
の
妻
へ
の
感
謝
に
し
て
も
一
般
に
は
美
談

で
あ
り
、「
お
爺
さ
ん
」
の
出
世
を
劇
的
に
し
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
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一
般
的
な
価
値
基
準
を
転
倒
さ
せ
権
威
や
正
統
に
異
議
申
し
立
て
を
示
す

反
俗
性
を
形
式
や
内
容
に
有
し
、
か
つ
「
私
」
の
造
形
が
物
語
部
と
註
釈

部
の
連
繋
の
強
度
と
な
る
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
お
い
て
、
美

談
が
示
さ
れ
る
結
末
に
何
の
註
釈
も
付
さ
れ
な
い
差
異
は
、
異
和
感
を
与

え
る
空
白
と
な
る
。
そ
し
て
「
こ
の
金
貨
の
お
か
げ
か
ど
う
か
、
お
爺
さ

ん
は
、
の
ち
間
も
な
く
仕
官
し
て
、
や
が
て
一
国
の
宰
相
の
地
位
に
ま
で

昇
つ
た
と
い
ふ
」
の
「
こ
の
金
貨
の
お
か
げ
か
ど
う
か
」
と
い
う
一
節
は
、

出
世
の
元
手
が
「
お
婆
さ
ん
」
が
命
と
引
き
替
え
に
持
ち
帰
っ
た
金
貨
で

あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
糟
糠
の
妻
へ
の
感
謝
と
い
う
美
談
に
す
り
替
え
る
言

葉
に
対
す
る
毒
と
な
る
。「
舌
切
雀
」
冒
頭
で
世
捨
て
人
が
世
を
捨
て
ら

れ
る
の
は
金
が
あ
る
か
ら
と
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、
出
世
と
世
捨
て
は
金
が
あ
る
か
ら
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
も
な
ろ
う

か
。

　
「
日
本
一
」
な
る
も
の
と
そ
れ
を
背
負
う
桃
太
郎
と
の
乖
離
を
示
し
つ

つ
書
く
こ
と
の
不
可
能
が
宣
言
さ
れ
た
「
桃
太
郎
」
と
、
美
談
を
ま
と
っ

た
成
功
物
語
と
と
も
に
一
国
の
宰
相
に
な
っ
た
「
お
爺
さ
ん
」
の
結
末
が

毒
を
含
ん
で
表
現
さ
れ
る
「
舌
切
雀
」
と
が
引
用
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
た

こ
と
は
、
世
間
が
も
て
は
や
す
美
談
や
そ
れ
を
ま
と
う
成
功
者
に
対
す
る

違
和
感
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
お
い
て
結
末
に
「
教
訓
」
が
な
い
こ

と
は
、
作
者
、
引
用
者
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
「
私
」
と
結
末
の
物
語

の
連
繋
に
強
度
が
無
い
こ
と
を
演
出
す
る
。
異
界
体
験
が
そ
の
後
の
人
生

の
元
手
と
な
ら
ず
喪
失
に
つ
な
が
っ
た
「
瘤
取
り
」「
カ
チ
カ
チ
山
」「
浦

島
さ
ん
」
の
主
人
公
の
結
末
に
「
私
」
の
共
感
が
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

異
界
体
験
お
よ
び
犠
牲
を
元
手
に
出
世
し
た
「
舌
切
雀
」
主
人
公
の
結
末

が
毒
を
含
ん
で
表
現
さ
れ
、
か
つ
結
末
部
に
「
教
訓
」
が
示
さ
れ
な
い
こ

と
は
、
世
間
が
支
持
す
る
美
談
お
よ
び
犠
牲
を
隠
蔽
し
異
世
界
体
験
を
元

手
に
の
し
あ
が
る
者
の
成
功
物
語
に
連
繋
し
な
い
主
体
と
し
て
「
私
」
を

仮
構
す
る
。

お
わ
り
に

　
「
お
伽
草
紙
」
テ
ク
ス
ト
の
フ
レ
ー
ム
で
あ
る
「
私
」
／
「
父
」
と
い

う
二
つ
の
主
体
が
戦
時
下
を
生
き
る
作
家
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
異
界
体
験
は
戦
争
体
験
に
、
美
談
は
戦
争
を
美
化
す
る
物

語
に
容
易
に
結
び
付
く
。
ま
た
、「
父
」
／
「
私
」
が
し
ゃ
が
ん
で
い
る
空

襲
下
の
防
空
壕
と
い
う
時
空
間
は
、
い
つ
か
到
来
す
る
終
戦
を
機
に
異
界

と
化
す
だ
ろ
う
。
異
界
か
ら
の
帰
還
と
い
う
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー
ク
エ
ン

ス
の
話
型
は
、「
私
」
／
「
父
」
が
い
る
時
空
間
を
戦
後
へ
架
橋
す
る
。

　
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
差
異
が
、
世
間
が
支
持
す
る
美
談
に

対
す
る
毒
や
異
界
体
験
を
元
手
に
の
し
上
が
る
者
の
成
功
物
語
に
連
繋
し

な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
り
可
能
に
す
る
。
こ
れ
は
「
お
伽
草

紙
」
が
書
か
れ
た
戦
時
下
と
い
う
時
間
枠
を
超
え
る
太
宰
文
学
の
連
続
性

を
現
す
。
全
て
の
価
値
観
が
転
倒
し
た
は
ず
の
敗
戦
後
に
あ
っ
て
「
時
代

は
少
し
も
変
ら
な
い
と
思
ふ
」
と
書
き
出
さ
れ
た
「
苦
悩
の
年
鑑
」（「
新

文
芸
」
昭
　
・
６
）
に
あ
っ
て
「
所
謂
『
思
想
家
』
た
ち
」
の
回
想
録
等

21

に
見
え
る
「
何
々
主
義
に
な
つ
た
の
に
は
、
何
や
ら
必
ず
一
つ
の
転
機
と
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い
ふ
も
の
が
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
転
機
は
、
た
い
て
い
ド
ラ
マ
チ
ツ
ク

で
あ
る
。
感
激
的
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
「
ド
ラ
マ
チ
ツ
ク
な
転
機
」

に
「
閉
口
」
し
「
鳥
肌
立
つ
思
ひ
」
を
す
る
「
私
」
と
「
お
伽
草
紙
」
シ
ー

ク
エ
ン
ス
が
仮
構
す
る
「
私
」
は
同
じ
で
あ
る
。「
お
伽
草
紙
」
は
戦
中
の

作
で
は
あ
る
も
の
の
、
敗
戦
を
断
線
と
し
な
い
メ
ツ
セ
ー
ジ
を
内
包
し
て

お
り
、
こ
の
連
続
性
が
太
宰
文
学
に
お
け
る
「
私
」
に
リ
ア
ル
な
輪
郭
を

仮
構
す
る
。

注（
１
）　
山
内
族
史
『
太
宰
治
の
年
譜
』（
平
　
・
　
、
大
修
館
書
店
）
に
よ
る
。

24

12

（
２
）　
前
書
き
と
「
瘤
取
り
」
原
稿
の
影
印
版
で
あ
る
「
資
料
集
　
第
三
輯

　
　
 太
宰
治
・
原
稿
『
お
伽
草
紙
』
と
書
簡
」（
平
　
・
　
、
青
森
県

15

10

文
学
館
協
会
）
に
見
ら
れ
る
、
戦
中
な
ら
ば
伏
せ
字
に
な
る
は
ず
の
な

い
「
ア
メ
リ
カ
鬼
、
イ
ギ
リ
ス
鬼
」
が
、
敗
戦
後
の
初
版
で
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ

統
制
に
配
慮
し
た
「
×
×
×
×
鬼
、
×
×
×
×
鬼
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
初
版
は
、
疎
開
先
で
あ
る
甲
府
の
妻
の
実
家
が
全
焼
し
た
見

舞
い
に
訪
れ
た
小
山
清
に
託
さ
れ
た
原
稿
に
基
づ
き
刊
行
さ
れ
た
と

考
え
る
。

（
３
）　
木
村
小
夜
「
お
伽
草
紙
論
」（『
太
宰
治
　
翻
案
作
品
論
』
平
　
・
２
、

13

和
泉
書
院
）。「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』
論
」（「
国
語
国
文
」　
 　
 　
、

59

11

平
２
・
　
）
の
加
筆
、
訂
正
。

11

（
４
）　
森
厚
子
「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』
の
表
現
構
造
」（「
椙
山
女
学
園
大

学
研
究
論
文
集
」
9
 　
 9
、
昭
　
・
２
）
は
「
お
伽
草
紙
」
の
言
語

53

空
間
を
「
物
語
世
界
」
と
「
語
り
の
場
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
現
実
的

世
界
」に
分
け
そ
の「
連
帯
」の
仕
方
を
指
摘
し
て
お
り
示
唆
的
で
あ
る
。

（
５
）　
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
作
者
の
死
」（
花
輪
光
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』

昭
　
・
　
、
み
す
ず
書
房
）

54

11

（
６
）　
例
え
ば
オ
イ
レ
ン
ベ
ル
グ
作
・
森
然
外
訳
『
女
の
決
闘
』
を
全
文
引

用
し
て
「
全
く
別
な
物
語
」
を
試
み
る
創
作
方
法
が
原
作
者
に
は
「
失

礼
な
態
度
」
だ
と
「
判
つ
て
ゐ
な
が
」
ら
も
「
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
す
る
言
説
に
は
、
そ
う
し
た
創
作
方
法
が
一
般
的
に
は
「
失
礼
」
な

方
法
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
直
後
に
は
そ
う
し
た
方
法
が

「
廿
世
紀
の
生
々
し
さ
が
出
る
」
新
し
い
方
法
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す

る
「
女
の
決
闘
」
や
、
創
作
方
法
や
引
用
元
を
開
陳
し
て
み
せ
た
う
え

で
「
こ
の
や
う
な
仕
草
が
果
し
て
創
作
の
本
道
か
ど
う
か
」
と
韜
晦
の

姿
勢
を
と
っ
た
う
え
で
物
語
が
展
開
す
る
「
清
貧
譚
」
な
ど
。
い
ず
れ

も
パ
ロ
デ
ィ
よ
り
も
原
作
の
方
に
価
値
を
お
く
一
般
的
価
値
観
を
示

し
つ
つ
、「
本
道
」
を
外
れ
た
方
法
を
選
択
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
自

作
に
正
当
性
を
与
え
る
反
俗
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

（
７
）　
中
村
三
春
「
太
宰
治
の
引
用
と
パ
ロ
デ
ィ
」（「
国
文
学
」　
 　
 　
、

47

14

平
　
・
　
）
で
指
摘
さ
れ
た
「
太
宰
的
引
用
・
パ
ロ
デ
ィ
」
に
お
け
る

14

12

「
先
行
す
る
権
威
的
な
価
値
を
失
墜
さ
せ
る
（

）〈
腐
蝕
化
〉（

）
の
原
理
」
に
示
唆
を
受
け
た
。

（
８
）　
東
郷
克
美
「『
お
伽
草
紙
』
の
桃
源
郷
」（「
日
本
近
代
文
学
」　
、
21

昭
　
・
　
）

49

10

（
９
）　
渥
美
孝
子
「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』」（「
日
本
文
学
」　
 　
 　
、
平

39

12

２
・
　
）
12

（
　
）　
高
田
知
波
「
除
外
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
」（「
駒
沢
国
文
」　
、
平
７
・

10

32

２
）

 付
記
 　
 本
文
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
』
七
（
平
２
・
６
、
筑
摩
書
房
）

に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
全
集
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
な
っ
て
い
る

表
記
は
初
版
の
表
記
に
倣
っ
た
。
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