
読
書
と
伝
承

|

|
昔
話
に
よ
る
生
活
文
化
の
伝
承
に
つ
い
て

l
l
l

問
題
の
所
在

二
O
O
一
(
平
成

一
三
)
年
制
定
の
「
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す

る
法
律
」
に
「
す
べ

て
の
子
ど
も
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い

て
自
主
的
に
読
書
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
に
そ
の
た
め
の

環
境
の
整
備
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
植
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

い
ま
や
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
は
国
民
的
課
題
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
子

ど
も
を
読
書
に
導
く
有
効
な
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
子
ど
も
に
お
は
な
し
を

し
て
聞
か
せ
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
が
、
図
書
館
や
子
ど
も
文
庫
活
動
な
ど

で
広
く
行
わ
れ
て
い
る。

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
話
は
、
民
話
や
昔
話
か
ら
選
ぶ

の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
昔
話
」
ま
た
は

「
民
話
」

と
よ
ば
れ
る
民
間

説
話
は
、
本
来
、
村
落
共
同
体
に
お
い
て
文
字
に
頼
ら
な
い
口
頭
伝
承
の
場
面

で
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「群
の
教
育
」
の
一

環
と
し

て
、
特
定
の
伝
承
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
が
改
変

・

消
失
さ
れ
な
い
よ
う
、

一
{
疋
の
型
や
口
調
が
あ
り
、
文
字
に
よ
る
記
録
や
そ
の

読
解
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
や
民
話

・

昔
話
の
読
み
聞
か
せ
と
、
村
里
の
生
活
文
化
を
口
頭
に
よ

っ
て
次
世
代
に
伝
承

晋
ノ
，dt
E
 

東

達

也

す
る
口
承
文
芸
の
ひ
と

つ
と
し
て
の
昔
話
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
読
書
活
動
に
お
け
る
生
活
文
化
の
伝
承
の
意
義
と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
ク
の
自
的

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
は
、
お
と
な
が
子
ど
も
に
お
は
な
し
を
し
て
聞
か

せ
る
こ
と
で
あ
り

「児
童
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
」
と
さ
れ
る
読
書
の
方
法

で
あ
る
。
子
ど
も
の
読
書
や
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い

て
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
児
童
図
書
館
』
(
臼
本
図
書
館
協
会
)
で
は
、

F
hυ
 

η
4
 

ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
と
は
、
お
は
な
し
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
子
ど
も
を
本
に
導
く
う
え
で
非
常
に
効
果
的
で
楽
し
い
方
法
で
あ
る

こ
と
が
認
識
さ
れ
、
児
童
図
書
館
な
ど
で
定
期
的
、

計
画
的
に
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
祖
先
が
語
り
伝
え
た
伝
承
の
継
続
と
原
則
を
ま
も
っ

て

行
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
わ
が
国
で
明
治
の
終
り
ご
ろ
か
ら
盛

ん
に
行
わ
れ
た
口
演
童
話
と
は
意
味
を
異
に
す
る
。
単
に
お
は
な
し
と
い

わ
ず
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
・

テ
リ
ン
グ
と
呼
ぶ
の
も
そ
の

へ
ん
の
理
由
に
よ

る
も
の
だ
ろ
う
。



と
解
説
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
口
頭
伝
承
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
そ
の
も
の
の
伝
承
性
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ

て
い
な
い。

な
お
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る

「
口
演
童
話
」
と
い
う
の
は
、
一
八
九
六

(明
治
三
九
)
年
に
童
話
作
家
の
巌
谷
小
波
が
、
当
時
の
小
学
生
を
対
象
に

「
お

伽
噺
」
を
朗
読
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
、
児
童
文
学
者
の
久
留
島
武

彦
ら
を
指
導
者
と
し
て
、
お
も
に
師
範
学
校
出
身
の
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
全
国

に
広
め
ら
れ
た
活
動
で
あ
る
。
少
人
数
を
前
提
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ

と
は
異
な
り
、
大
会
場
で
の
公
演
形
式
の
催
し
で
あ
り
、
後
に
は
口
演
童
話
を

専
門
的
に
語
る

「
口
演
童
話
家
」
も
現
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
口
演
童
話
に

は
「
桃
太
郎
主
義
」
と
も
い
え
る
も
の
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て

お
り
、
「
弱
き
も
の
は
助
け
る
。
強
き
者
に
は
ぐ
ん
ぐ
ん
対
っ
て
行
く
と
い
ふ

や
う
な
心
地
を
植
付
け
る
や
う
に
つ
と
め
た
。
一
言
に
し
て
示
せ
ば
鬼
ケ
島
を

征
伐
し
た
桃
太
郎
」
と
い
う
よ
う
な
思
想
の
も
と
で
、
一
度
に
何
百
人
を
も
対

象
に
し
た
「
語
り
」
が
行
わ
れ
た
。

現
在
の
図
書
館
な
ど
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
直
接
つ
な
が
る
活
動
の

起
源
と
し
て
は
、
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
書
館
で
の

「
ス
ト
ー

リ
ー
ア
ワ
l
」
の
実
践
が
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
へ
は
、
一
九

O
八
(
明
治
四

こ

年
に
日
本
図
書
館
協
会
の
機
関
誌
で
あ
る
「
図
書
館
雑
誌
』
(
第

2
号
)

で
紹
介
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
戦
後
に
な
っ
て
日
本
全
国
で
ス

ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
が
盛
ん
に
な
っ
た
契
機
に
つ

い
て
は
、

一
九
五

0
年
代

に
「
慶
応
義
塾
大
学
を
卒
業
し
ア
メ
リ
カ
で
図
書
館
学
を
学
び
、
ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
の
理
論
と
実
践
を
携
え
て
帰
国
し
た
、
渡
辺
茂
男
氏
、
問
崎
ル
リ
子

{。
。日

氏
、
松
岡
享
子
氏
の
三
人
の
功
績
が
大
き
い
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
特
に
松
岡

享
子
は、

一
九
七
四
(
昭
和
四
十
九
)
年
に
東
京
子
ど
も
図
書
館
を
設
立
し
、

以
来
毎
年
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
語
り
手
を
養
成
す
る
講
習
会
を
行
っ
て、

そ
の
普
及
に
貢
献
し
て
い
る
。

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
話

(
題
材
)
は
、
創
作
童
話
や

長
編
小
説
の
一
部
も
選
ば
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
民
話
や
昔
話
が
よ
い
と
さ
れ

て
い
る
。
『
児
童
図
書
館
』
に
お
い
て
辰
巳
義
幸
は
、

対
象
と
な
る
題
材
の
選

び
か
た
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

ま
ず
、
民
話
、
昔
話
か
ら
選
ぶ
の
が
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
民
話
は
も
と

も
と
口
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

E
X
い
年
月
の
あ
い
だ
に
語
る
に
ふ
さ
わ

し
い
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
話
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
む

や
み
に
長
く
な
く
、
お
は
な
し
を
し
て
聞
か
せ
る
の
に
適
し
た
も
の
が
多

い
。

-ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
の
成
功

・
不
成
功
は
、

話
の
選
択
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
い
。
ど
の
よ
う
な
話
を
選
ぶ
か
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で

あ
る
。
・
ま
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
分
が
好
き
な
話
、

人
に
語
っ
て
聞
か
せ
た
い
話
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
感
動
し
、
お

も
し
ろ
く
、
楽
し
い
話
を
人
に
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
承
の
鉄
別
で
あ

る。

:
お
は
な
し
は
楽
し
む
た
め
に
す
る
も
の
で
、
教
訓
は
不
必
要
。
と

て
も
よ
い
話
の
あ
と
に
教
訓
が
つ
い
て
い
る
も
の
な
ど
、
教
訓
の
と
こ
ろ

を
カ

ッ
ト
す
れ
ば
よ
い
。
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ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
伝
承
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
民
話
や
昔
話
を
選
ぶ

直
接
の
理
由
と
し
て
は
、
「
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て

い
る
」

か
ら
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
お
も
し
ろ
く
、
楽
し
い
」
か
ら
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
お
は
な
し
に
教
訓
は
不
要
で
あ
り
、
教
訓
部
分
を
削
除
し
て



語
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
自
体
で
お
話
し
を
楽

し
む
集
団
読
書
の
機
会
と
い
う
よ
り
、
子
ど
も
を
自
立
し
た
読
書
へ
と
導
く
過

程
方
法
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
松
岡
享
子
は
、
な
ぜ
大
人
が
本
の
読

み
聞
か
せ
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
読
書
を
手
助
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

子
ど
も
の
こ
と
ば
を
あ
や
つ
る
能
力
は
、
(
ご
話
さ
れ
た
こ
と
ば
を
聞

い
て
わ
か
る
、

(
二
)
自
分
で
も
話
せ
る
、

(
三
)
童
百
か
れ
た
こ
と
ば
、
つ

ま
り
文
字
が
読
め
る
、
(
四
)
自
分
で
も
書
け
る
、
と

い
う
順
序
で
発
達

し
て
い
き
ま
す
。
一

っ
か
、
一

つ
半
く
ら
い
で
、
自
分
で
は
ほ
と
ん
ど

な
に
も
い
え
な
い
子
で
も
、
お
と
な
の
い
う
こ
と
は
、
驚
く
ほ
ど
よ
く

わ
か
っ
て
い
ま
す
し
、
四
、

五
歳
で
、
字
は
ぜ
ん
ぜ
ん
読
め
な
い
子
で

も
、
話
し
て
や
る
と
、
か
な
り
こ
み
い

っ
た
、
長
い
話
で
も
、
ち
ゃ
ん
と

わ
か
つ
て
た
の
し
め
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
字
を
少
し
お
ぼ

え
た
と
い

っ
て
も
、
四

・
五
歳
か
ら
、
お
そ
ら
く
十

一、

二
歳
く
ら
い
ま

で
の
子
ど
も
で
は
、
話
さ
れ
た
こ
と
ば
を
聞
い
て
理
解
す
る
能
力
の
ほ
う

が
、
書
か
れ
た
も
の
を
読
ん
で
理
解
す
る
能
力
よ
り
も
、
ず
っ
と
先
を

い
っ
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
、
こ

の
時
期
に
、
ま
わ
り
に
い
る
お
と
な
が
、
少
し
も
本
を
読
ん
で
や
ら
ず
、

も
っ
ぱ
ら
子
ど
も
が
自
分
で
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
本
は
、

「
書
か
れ
た
も
の
を
理
解
す
る
能
力
」
つ
ま
り
、
そ
の
時
点
で
は
、

そ
の

子
の
能
力
の
幅
の
う
ち
、
低
い
ほ
う
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
選
ば
な
く
て

は
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
・

読
む
カ
が
、
聞
く
力
に
追
い
つ
く
ま
で
の
こ

の
時
期
は
、
本
と
い
う
も
の
に
対
す
る
興
味
や
信
頼
を
つ
な
ぐ
意
味
で

も
、
知
的
に
も
、
情
緒
的
に
も
、
子
ど
も
の
中
の
、
い
ち
ば
ん
高
い
、
い

ち
ば
ん
発
達
し
た
部
分
を
刺
激
す
る
た
め
に
も
、
お
と
な
が
読
ん
で
や
る

こ
と
は
よ
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
図
書
館
で
の
実
践
を
み
て
も
、
こ
の
「
本
の
読
み
聞
か
せ
」
と
同
様

の
、
同
じ
効
果
の
あ
る
も
の
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
が
認
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

図
書
館
で
お
は
な
し
を
し
て
聞
か
せ
る
目
的
は
、
子
ど
も
た
ち
と
本
と
を

結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
話
を
聞
い
た
子
ど
も
が
、
そ
の
話
を
お
も
し

ろ
い
と
感
じ
、
思
う
ほ
ど
に
話
を
も
う
一
度
聞
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
欲
求
を
も
っ
た
子
ど
も

に、

話
の
載
っ

て
い
る
本
を
紹
介
し
て
貸
出
し
て
や
れ
ば
、
読
書
へ
の
橋

渡
し
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
お
は
な
し
は
、
図
書
館
の

蔵
書
の
中
か
ら
選
ぴ
、
話
の
前
後
に
そ
の
本
を
紹
介
す
る
こ
と
が
原
則
に

な
る
。

ヴ

d
の
ノ“

「
お
は
な
し
の
じ
か
ん
」
は
、
児
童
図
書
館
で
子
ど
も
を
集
め
て
、
お
は

な
し
を
聞
か
せ
る
会
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
-テ
リ
ン
グ
の
実
演
の
場
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
ま
た
ふ
た
つ
の
話
を
素
ぱ
な
し
で
語
る
。
「お
は
な

し
の
じ
か
ん
」
を
特
に
幼
い
子
ど
も
む
き
に
形
を
変
え
た
も
の
に

「絵
本

の
じ
か
ん

(U
RZ
B
σ
g
r
F
O己
円)
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

「お
は
な
し
の

じ
か
ん
」
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
ま
だ
幼
く
て
、
ま
た
は
お
は
な

し
に
集
中
で
き
な
い
子
ど
も
の
た
め
に
、
絵
本
の
絵
を
見
せ
な
が
ら
ス

ト
ー
リ
ー

-
テ
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一
定
の
時
間
、
じ
っ



と
す
わ
っ
て
声
だ
け
耳
を
す
ま
す
と
い
う
訓
練
の
で
き
て
い
な
い
子
ど
も

に
、
絵
を
見
せ
な
が
ら
話
す
と
絵
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
理

解
力
が
助
け
ら
れ
、
子
ど
も
は
抵
抗
な
く
お
話
を
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ

る
。

子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
対
外
活
動
の
な
か
で
最
も
有
益
な
の
は
、
お
話
し

の
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
く
つ
か
の
有
益
な
目
的
に
役
に
立
つ
。
よ
く

計
画
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
は
、
第

一
に
、
図
書
に
対
す
る
入
門

と
な
り
、
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
図
書
を
読
み
は
じ
め
て
い
る
年
少
の
子
ど

も
た
ち
に
は
、
最
も
有
効
な
読
書
へ
の
導
入
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ

種
類
の
お
話
し
を
も
っ
と
読
む
よ
う
彼
ら
を
励
ま
す
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
読
書
へ
の
導
入
と
し
て
の
意
義

は
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
そ
の
も
の
が
も
っ
伝
承
性
に
つ

い
て
も
、
ニ
疋
の
共
通
理
解
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ

I
・
D
-

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
お
け
る
民
話
(
司
。

E
R巾
)
の
意

義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

民
話
は
秩
序
だ
っ
た
知
識
を
与
え
る
と
共
に
、
人
を
楽
し
ま
せ
も
す
る
。

そ
れ
は
集
団
生
活
で
共
有
さ
れ
る
最
も
重
要
な
価
値
を
、
言
葉
で
表
現
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
民
話
は
、
人
生
を
如
何
に
生
き
る
べ
き

か
を
示
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
注
意
を
促
し
、
こ
の
よ
う
な
教
訓
に
従
わ
な

か
っ
た
時
の
結
果
に
つ
い
て
警
告
を
与
え
る
。
こ
う
し
て
民
話
は
、
集
団

の
価
値
観
と
理
想
の
表
現
と
そ
の
定
式
化
に
つ
い
て
の
主
要
な
パ
タ
ー
ン

を
提
供
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

ま
た
「
児
童
文
学
研
究
の
バ
イ
ブ
ル
」
と
さ
れ
る

『児
童
文
学
論
』

3
E

C
ロ
円
刊
日
ロ
ロ
片
山
口
同
ペ
巾
同
門
凹
〉
の
ロ
立
の
包
〉
匂
匂
円
O
白

n
v
g
の

E
E叶
巾
ロ
印

FFZ円
白

g円
m-

zmω
)
に
お
い
て
、
リ
リ
ア
ン

-
H
・
ス
ミ
ス
は
、
児
童
文
学
と
し
て
の
昔
話

を
以
下
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

昔
話
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
子
ど
も
の
読
書
興
味
を
そ
そ
る
も
の
は
、
見
つ
け
に

く
い
だ
ろ
う
。

・
昔
話
は
、
子
ど
も
に
と

っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、

ま
た
想
像
の
か
て
と
し
て
、
価
値
の
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
の
価
値

も
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
お
話
し
は
、
庶
民
か
ら
、
大
昔
の
人
び
と
か

ら
、
何
世
紀
も
経
て
伝
わ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
昔
話
の
な
か
に
は
、
そ

う
し
た
物
語
を
生
ん
だ
国
の
、
そ
の
後
に
作
ら
れ
た
文
学
の
特
徴
が
、
た

く
さ
ん
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

あ
る
民
族
の
民
話
が
、
た
だ
平
凡
な
こ
と

ば
で
出
来
事
の
外
形
を
く
り
か
え
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学

と
し
て
の
価
値
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
昔
話
を
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
子
ど
も

が
何
か
を
得
る
た
め
に
は
、
昔
話
は
、
そ
れ
を
生
ん
だ
国
の
文
化
と
環
境

の
特
質
を
も
、
話
の
な
か
に
保
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
子
ど
も
の
文
学
を
味
わ
う
力
、
子
ど
も
の
空
想
力
を
の
ば
す
上
に
、

昔
話
が
果
た
す
役
割
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
文
学
形
式
の
役
割
と
も
変
わ
ら

ず
、
同
じ
よ
う
に
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

oo 
nノ“

こ
の
よ
う
な
、
民
話
や
昔
話
を
語
る
こ
と
の
伝
承
性
へ
の
共
通
認
識
を
受
け

て
、
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
で
あ
り
研
究
者
で
あ
る
ス
ペ
ン

サ
l
・
G
-
シ
ョ
ウ
は
、



お
話
し
を
す
る
と
い
う
彫
琢
の
わ
ざ
を
通
し
て
、
文
化
的
伝
統
を
保
存
す

る
第
二
の
理
由
は
、
口
頭
伝
承
に
由
来
す
る
遺
産
を
、
次
の
世
代
に
し
っ

か
り
と
渡
す
こ
と
で
す
。
今
後
、
新
し
い
家
族
は
彼
ら
の
先
祖
か
ら
ど
ん

ど
ん
遠
く
な
っ
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
先
祖
伝
来
の
故
郷
か
ら
新
し
い
地

域
に
移
住
し
た
り
、
村
落
が
都
市
化
し
た
結
果
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
-
わ

れ
わ
れ
は
、
将
来
の
ど
の
世
代
に
対
し
て
も
、

一
つ
の
文
化
集
団
の
過
去

お
よ
び
現
在
の
伝
承
を
、
研
究
し
、
蓄
積
し
、
そ
し
て
伝
播
す
る
必
要
性

を
ぜ
ひ
と
も
生
か
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
将

来
の
子
孫
た
ち
が
、
彼
ら
の
ル

1
ツ
に
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

と
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
よ
る
文
化
的
伝
統
の
継
承
と
保
存
を
訴
え
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
伝
承
性
の
重
視
は
、
シ
ョ

ウ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
先
祖
伝
来
の
故
郷
か
ら
新
し
い
地
域
に
移
住
」

し
た
住
民
が
多
く
、
そ
れ
に
加
え
て
都
市
化
に
よ

っ
て
、
家
族
や
村
落
共
同
体

の
伝
承
が
途
絶
え
て
い
る
状
況
が
甚
だ
し
い
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、

『ク
リ
ス
チ
ャ
ン

・
サ
イ
エ
ン
ス

・
モ
ニ
タ
ー
』
誌
に
も
、

以
下
の
よ
う
な
村
落
社
会
で
の
お
話
し
の
意
義
に
つ
い
て
の
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。お

話
を
す
る
と
い
う
の
は
、
ガ

1
ナ
の
大
部
分
の
家
庭
や
地
域
で
親
し
ま

れ
て
来
た
娯
楽
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
楽
し
み
の
域
を
超
え
て
、

高
度

に
発
達
し
た
彫
琢
の
わ
ざ
な
の
で
あ
っ
て
、
社
会
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝

え
る
伝
統
的
な
方
法
な
の
で
あ
る
。
誇
り
官
向
き
先
祖
た
ち
は
何
世
紀
に
も

わ
た
っ
て
、
子
孫
た
ち
に
お
話
を
す
る
こ
と
で
、
歴
史
、
習
慣
、

信
条
、

お
よ
び
社
会
的
、
道
徳
的
行
為
の
規
範
を
伝
え
て
来
た
の
で
あ
る。

年
長

者
た
ち
は
お
話
を
通
し
て
、
歴
史
的

・
宗
教
的
知
識
、
事
実
に
基
づ
く
知

識
、
ま
た
は
寓
話
的
な
内
容
を
伝
え
る。

彼
ら
は
、
神
々
、
尊
敬
、
名

誉
、
思
い
や
り
、
感
謝
、

部
族
の
誇
り
、
道
徳
性
な
ど
の
ガ

l
ナ
の
価
値

観
を
教
え
る
。

多
民
族
社
会
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
村
落
共
同
体
の
生
活

文
化
の
伝
承
方
法
と
し
て
の
「
お
は
な
し
」
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
図
書
館

な
ど
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

民
話
と
昔
話
・
伝
説

・
世
間
話

と
こ
ろ
で
、
生
活
文
化
を
口
頭
伝
承
に
よ
っ

て
次
代
に
継
承
す
る
と
い
う
営

み
は
、
当
然
な
が
ら
日
本
に
も
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
園
男
は
、
一
九

一
一
一
一
一
一
(
昭
和
人
)
年
に
発
表
さ
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
近
代
の
学
校
教
育
以
降

に
の
み
教
育
が
あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
当
時
の
文
部
省
の
考
え
か
た
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
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郷
土
教
育
が
も
し
文
部
省
の
考
え
る
ご
と
く
、
今
後
新
た
に
追
加
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
ら
、
以
前
は
か
え
っ
て
村
々
で
そ
れ
を
行
う
て

い
た
の
で
あ
る
。
学
校
は
炉
の
ほ
と
り
緑
樹
の
蔭
、
ま
た
は
青
空
の
下
で

あ
り
、
教
員
は
目
に
一
丁
字
な
き
ち
ょ
ん
髭
の
故
老
で
あ
り
、
教
科
書
は

胸
に
描
く
印
象
と
記
憶
と
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
の
青
年
は
ほ

ぼ
一
人
残
ら
ず
、
覚
ゆ
べ
き
こ
と
を
覚
え
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
学
ん
だ
の
み

な
ら
ず
、
年
を
取
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に
自
身
が
ま
た
教
師
と
な

っ
て
、
教

材
に
若
干
の
補
充
改
訂
を
加
え
つ
つ
、
次
に
生
ま
れ
て
き
た
者
を
教
え
て



い
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
道
理
の
わ
か
ら
ぬ
人
た
ち
だ
と
し
て
も
、
こ
れ

を
し
も
な
お
国
民
の
教
育
で
な
か
っ
た
と
思
っ
た
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
ど
う

品
目
)

か
し
て
い
る
。

柳
田
の
い
う
「
炉
の
ほ
と
り
」
や
「
緑
樹
の
蔭
」
で
の
語
り
伝
え
の
な
か
に
、

民
話
や
昔
話
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
前
述
の
子
ど
も
の
読
書
論
で
も

使
わ
れ
て
い
る
「
民
話
」
や
「
昔
話
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
類
語
と
い
え

る
「
伝
説
」
、
「
世
間
話
」
ま
た
は
「
童
話
」
と
の
聞
に
、
微
妙
だ
が
明
確
な
語

義
の
違
い
が
あ
る
。

宮
本
常
一
に
よ
れ
ば
、
「
民
話
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
「
昔
話
」
に
近
い
意
味
で

使
わ
れ
始
め
た
新
語
で
あ
り
、
そ
の
「
昔
話
」
と
は
、
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
使

わ
れ
始
め
た
語
で
あ
る
。

一
九
三
四
(
昭
和
九
)
年
に
発
表
さ
れ
た
「
民
間
伝

承
論
」
に
お
い
て
、
柳
田
園
男
は
「
民
間
説
話
を
我
々
の
ご
と
く
昔
話
と
い
う

必
要
が
な
い
と
い
う
人
も
あ
る
が
、
こ
ん
な
要
領
を
得
た
単
語
を
持
ち
合
わ
せ(

担
}

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
使
用
す
る
の
が
賢
明
な
こ
と
は
き
ま
っ
て
い
る
」

と
、
民
間
の
口
承
文
芸
の
な
か
の
説
話
を
「
昔
話
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

宮
本
は
昔
話
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

昔
話
は
雑
談
で
は
な
い
。
そ
の
場
で
話
し
す
て
ら
れ
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
な

話
は
昔
話
で
は
な
い
。
語
り
継
が
れ
て
ゆ
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
も
そ
れ
は
文
字
を
持
た
な
い
世
界
で
語
り
継
い
で
、
記
憶
の
喪

失
は
同
時
に
伝
承
の
喪
失
に
・
な
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
記
憶
を
失
わ
な
い

た
め
に
、
一
定
の
型
と
モ
チ
ー
フ
と
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
冒
頭
に
「
昔
」
と
い
う
言
葉
が
つ
く
。
そ
の
う
え
そ
の
話
は
民
衆

の
生
活
感
情
に
。
ヒ
ッ
タ
リ
す
る
も
の
で
あ
る
。
感
覚
的
に
異
質
な
も
の
は

う
け
つ
け
な
い
。
だ
か
ら
昔
話
の
中
に
は
武
勇
談
は
少
な
い
。
そ
れ
は
語

(
勾
)

り
手
が
多
く
の
場
合
農
民
だ
か
ら
で
あ
る
。

昔
話
は
「
語
り
継
が
れ
て
ゆ
く
」
伝
承
性
が
高
い
た
め
に
、
二
疋
の
型
や
モ

チ
ー
フ
、
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
衆
(
曲
康
民
)
の
生
活

感
情
に
合
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
も
と
は
昔
話
に
は
定
ま
っ
た
伝

承
者
(
諮
問
者
)
が
あ
り
、
村
人
は
そ
の
聞
き
手
で
あ
っ
て
、
話
は
正
統
な
伝
承

者
の
聞
を
次
か
ら
次
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
語
る
場

所
や
時
に
も
決
ま
り
が
あ
り
、
こ
の
点
に
も
昔
話
の
伝
承
性
の
高
さ
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
語
り
口
と
し
て
は
、
並
目
々
こ
う
し
た
こ
と
が
「
あ
っ
た
そ
う
な
」

と
か
、
「
あ
っ
た
と
い
な
」
な
ど
、
事
実
の
有
無
を
言
葉
の
末
で
濁
し
て
陵
昧

に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
今
昔
物
語
』
の
「
・

A

お
)

と
な
ん
、
語
り
伝
え
た
る
と
や
」
と
も
共
通
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
伝
説
や
世
間
話
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
{
疋
型
も
リ
ズ

ム
も
な
く
、
普
通
の
話
し
口
調
で
語
ら
れ
る
た
め
、
記
憶
の
い
い
語
り
手
を
必

要
と
し
な
い
。
農
民
だ
け
で
な
く
武
士
や
町
人
に
も
語
り
伝
え
ら
れ
る
も
の

で
、
そ
の
話
の
媒
体
と
な
る
家
・
人
・
山
・
樹
木
な
ど
具
体
的
な
も
の
が
存
在

し
て
い
る
た
め
、
村
人
に
と
っ
て
は
、
伝
説
は
村
の
歴
史
そ
の
も
の
と
し
て
理

A

お
)

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
柳
田
園
男
は
昔
話
と
伝
説
・
世
間
話
の
違

い
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
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伝
説
と
昔
話
と
の
異
る

一
つ
の
著
し
い
相
違
点
は
、
前
者
は
何
村
の
入
口

の
あ
の
岩
と
は
っ
き
り
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
後
者
は
「
並
日
々

あ
る
村
の
よ
い
お
爺
さ
ん
が
:
:
:
」
と
い
う
風
に
、
多
く
の
中
の
た
だ

一

つ
を
取
っ
て
想
像
で
き
る
よ
う
に
し
、
何
村
の
何
某
と
は
っ
き
り
指
示
し



な
い
点
に
あ
る
。
従
う
て
伝
説
説
話
と
並
べ
称
す
る
が
、
こ
の
両
者
の
聞

に
は
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
存
す
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な

わ
ち
説
話
は
そ
れ
を
聞
く
者
も
語
る
者
も
そ
の
内
容
を
信
じ
て
い
な
い

が
、
伝
説
は
そ
の
周
囲
の
利
害
関
係
の
あ
る
者
は
こ
れ
を
信
ず
る
の
で
あ

る
。

世
間
話
と
い
う
の
は
、
同
じ
一

夜
の
火
の
傍
の
夜
話
に
、
昔
話
で
は
な
い

今
一
種
あ

っ
た
ハ

ナ
シ
を
い
う
の
で
あ
る
。
「
な
に
か
変

っ
た
話
は
な
い

か
」
と
い
う
言
葉
は
、
世
間
話
を
好
む
者
の
普
か
ら
の
常
套
語
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
多
く
の
話
し
ず
き
は
ま
ず
新
し
い
世
間
話
を
求
め
、
そ
れ
が

太
平
無
事
な
る
田
舎
な
る
が
ゆ
え
に
種
切
れ
に
な
る
と
、
そ
れ
か
ら
昔
話

【お
)

の
復
習
に
一
戻
り
、
伝
説
の
話
し
替
え
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
際
の
伝
承
の
場
面
で
は
、

昔
話
の
合
間
に
、
よ
り
散
文
的
な

世
間
話
や
伝
説
が
挟
ま
れ
て
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
民
俗
学
の
昔
話
研
究
に
お
い

て
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
、

全
国
の
聞
き
取
り
調
査
で
採
集
さ
れ
た
話
の
中
か

ら
昔
話
と
伝
説

・
世
間
話
を
ふ
る
い
に
か
け
、

そ
の
な
か
か
ら
昔
話
の
み
を
集

め
た
「
全
国
昔
話
記
録
』
(
三
省
堂
)
が
、
一

九
四
二

(
昭
和
十
七
)
年
か
ら

順
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五

O
(
昭
和
二
十
五
)
年
の

「
日
本
民
話
の
会
」
の
組
織
化
に
始
ま
る
、

劇
作
家
木
下
順
二
に
よ
る
民
話
劇
の
多
く
は
、
こ
の
『
全
国
昔
話
記
録
』
か
ら

取
材
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
昔
話
の
再
認
識
と
と
も
に

「
民
話
」
と

い
う
語
が
広
ま

っ
て
、
こ
の
民
話
劇
や
昔
話
集
を
通
じ
て
昔
話
を
理
解
し
、
そ

【却】

れ
を
教
育
手
段
に
し
よ
う
と
す
る
人
も
で
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

一
方

で
こ
の
時
期
、

一
九
五
0
年
代
は
、
子
ど
も
文
庫
活
動
の
始
ま
り
ゃ
悪
書
追
放

運
動
(
一
九
五
五
年
l
)
、
学
校
図
書
館
法
の
制
定
や
児
童
図
書
館
研
究
会
の

発
足
(
一
九
五
=
一年
)
、
岩
波
少
年
文
庫
の
刊
行
開
始
(
一
九
五
O
年
)
な
ど

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、

子
ど
も
の
読
書
や
児
童
図
書
館
サ
ー
ビ

ス
に
対

す
る
社
会
的
関
心
の
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ

っ
た。

こ
の
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
に
手
渡
す
べ
き
「
良
書
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
、

昔
話
集
や
民
話
劇
と
し
て
整
理

・
編
集
さ
れ
た
「
昔
話
」
や
「
民
話
」
が
、
ス

ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
や
読
み
聞
か
せ
の
題
材
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

民
話
か
ら
童
話
へ

宮
本
常
一
は
、
木
下
順
二
の
民
話
劇
や

「
日
本
民
話
の
会
」
に
集
っ
た
人
々

に
は
学
校
の
先
生
が
多
く
、「
昔
話
と
い
う
古
く
さ
い
名
で
は
な
く
、
民
話
と

い
う
新
し
い
名
で
こ
れ
を
う
け
と

っ
た
」
の
で
あ
り
、
「村
里
の
古
老
か
ら
じ

か
に
耳
を
か
た
む
け
て
得
た
も
の
で
は
な
く
、

士
口
老
か
ら
き
き
出
し
て
整
理
せ

ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
脚
色
せ
ら
れ
た
も
の
に
利
用
価
値
を
見
出
し
た
」
も

の
だ
と
し
て
、
こ
の

「
民
話
」
の
流
行
は
民
俗
学
が
め
ざ
し
て
き
た
民
衆
の
発

見
で
は
な
く
、
「戦
後
の
進
歩
的
な
人
」
に
よ
る

「民
話
の
発
見
」
に
過
ぎ
な

(
犯
)

か
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
へ
の
昔
話

(民
話
、
民
間

説
話
)
の
導
入
が
、
村
里
で
の
生
活
文
化
の
口
頭
伝
承
の
営
み
か
ら
離
れ
た

「
童
話
」
の
読
み
聞
か
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ

の
民
話
運
動
の
影
響

を
受
け
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
一
因
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る。

宮
本
は
、
昔
話
が
だ
ん
だ
ん
大
人
の
世
界
か
ら
は
な
れ
て
老
人
か
ら
幼
少
者

に
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
昔
話
が
教
育
的
な
役
割
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
反
面
、
大
人
の
世
界
で
は
、
語
り
口
調
を
必
要
と
し

な
い
伝
説
や
世
間
話
な
ど
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

L

た
と
し
て
い

句

t
ム

q
J
 



(
引

ω
v

る
が
、
柳
田
は
、
昔
話
が
童
話
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

昔
話
と
童
話
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
説
話
集
の
標
題
が
、

あ
る
い
は
人
を
し
て
誤
れ
る
速
断
に
陥
ら
し
め
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ

る
。
メ
ー
ル
へ
ン
(
ヨ
白

R
Eロ
)
を
た
だ
ち
に
童
話
と
訳
す
こ
と
は
早
計

過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
英
語
で
も
フ
ェ
ア
リ

1
・
テ
l
ル
ズ

(
P
R可

g
g印
)

と
い
う
語
は
、
つ
い
最
近
ま
で
妖
精
を
説
か
な
い
昔
話
の
類
を
も
包
含
し

て
い
た
。
そ
れ
を
童
話
と
訳
し
た
の
は
こ
れ
ま
た
速
断
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
童
話
と
い
う
語
は
新
語
で
は
あ
る
が
、
昔
話
の
家
庭
向
き
に
改
造
せ

ら
れ
た
子
供
話
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
は
都
合
の
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

た
く
さ
ん
の
昔
話
を
総
括
し
て
、
こ
れ
を
童
話
と
い
う
こ
と
は
当
た
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
・・
子
供
は
も
と
よ
り
昔
話
の
聴
衆
の

一
群
だ
が
、
昔
話
の
中

に
は
子
供
に
聴
か
せ
ら
れ
ぬ
オ
ブ
サ

1
ン
な
も
の
や
、
大
人
の
奇
智
を
必

要
と
し
、
青
年
に
な
っ
て
始
め
て
聞
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
も
の
も
あ

{忽〕

る
。
従
う
て
昔
話
と
章
話
を
同
義
語
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

昔
話
の
聴
衆
が
だ
ん
だ
ん
幼
く
な
っ
た
こ
と
は
争
わ
れ
ぬ
事
実
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
最
近
の
現
象
で
あ
っ
て
、
昔
話
は
決
し
て
最
初
か
ら
幼
児
の

た
め
に
用
意
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
童
児
に
向
く
よ
う
に
な
っ
た
の

は
む
し
ろ
意
識
的
な
変
化
で
あ
る
。
童
話
の
聴
き
手
も
以
前
は
十
二
三
歳

く
ら
い
の
少
年
少
女
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
も
う
七
八
歳
の
幼
童
に

な
っ
て
い
る
。
桃
太
郎
の
お
話
で
は
当
然
あ
る
べ
き
求
婚
の
部
分
が
ぬ
け

て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

一
方
一
寸
法
師
の
話
な
ど

は
よ
い
嫁
を
貰
っ
て
家
が
繁
昌
し
、
婚
姻
に
成
功
し
た
英
雄
説
話
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
聴
衆
の
変
化
に
よ
っ
て
昔
話
が
童
話
に
改

作
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
子
供
で
な
く
若
者
を
聴
き
手
に
し
て
い
た
時
代

(
お
)

も
そ
う
古
い
時
代
で
は
な
か
っ
た
。

子
ど
も
の
読
書
に
お
け
る
伝
承

「
昔
話
の
家
庭
向
き
に
改
造
せ
ら
れ
た
子
供
話
」
が
童
話
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
が
子
ど
も
た
ち
へ
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
や
読
み
聞
か
せ
の

題
材
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
二
疋
の
型
や
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
お
ぼ
え

や
す
く
、
語
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
昔
話
の
特
徴
は
重
宝
さ
れ
る
も
の

の
、
生
活
文
化
の
口
頭
伝
承
と
い
う
性
格
は
減
少
す
る
。
小
河
内
芳
子
は
、
子

ど
も
の
読
書
か
ら
教
訓
性
が
取
り
除
か
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
子
ど
も
を
独

立
し
た
一
人
格
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
戦
後
の
児
童
観
の
変
化
が
、
子
ど
も

の
読
書
を
狭
い
意
味
で
の
教
育
性
、
教
訓
主
義
か
ら
解
放
し
た
こ
と
は
、
「
子

ど
も
の
読
書
普
及
に
、
ま
た
絵
本
や
児
童
文
学
の
創
作
の
上
に
大
き
な
意
義
と

効
果
」
を
示
し
、
そ
の
結
果
「
子
ど
も
の
心
を
解
放
し
、
地
域
・
家
庭
文
庫
や

児
童
図
書
館
(
室
)
を
子
ど
も
の
解
放
地
区
」
と
し
た
一
方
で
、
「
商
業
主
義

の
企
業
の
利
潤
追
求
の
つ
け
こ
む
と
こ
ろ
と
な
り
」
、
「
子
ど
も
の
興
味
に
迎
合

AM} 

す
る
低
俗
な
出
版
物
の
横
行
」
を
許
す
結
果
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
子

ど
も
を
大
人
の
支
配
や
管
理
か
ら
解
放
し
て
、
子
ど
も
自
体
と
し
て
理
解
す

る
と
い
う
、
フ
ィ
リ
ッ
プ

・
ア
リ
エ
ス
の

『〈
子
ど
も
〉
の
誕
生
』
(
原
著
-

F-何
民
自
汁

2
E
〈
ぽ
貯

E
E巾
印

og--〉ロ
9
2
p
m
E叩
一
切
広
告
汁
巾
昨
日
出
百
四

E
E口
色
町
田

0
5
--〉ロ
O
B
H
N巾
m
E巾
・
5
8
)
以
降
の
子
ど
も
観
の
変
化
と
と

も
に
、
先
に
あ
げ
た
明
治
期
以
来
の
「
口
演
童
話
」
へ
の
反
発
を
も
含
ん
だ
童

話
・
児
童
文
学
か
ら
の
教
訓
性
・
教
育
性
の
排
除
が
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
あ
り
か
た
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヮ“qJ
 



し
か
し
、
口
承
文
芸
と
し
て
の
昔
話
の
伝
示
性
は
、
「
お
は
な
し
は
楽
し
む

一お
}

た
め
に
す
る
も
の
:
教
訓
の
と
こ
ろ
を
カ

ッ
ト
す
れ
ば
よ
い
」
と
、

多
少
改
変

さ
れ
た
と
し
て
も
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
児
童
文
学
研

究
者
の
脇
明
子
は、

現
代
の
子
ど
も
の
読
書
の
意
義
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
解
説
し
て
い
る
。

い
ま
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
、
笠
原
さ
ん
や
そ
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
子

ど
も
だ
っ
た
と
き
の
生
活
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
違
う
の
は
、

か
つ
て
は
子
ど
も
た
ち
の
ま
わ
り
に
、
た
く
さ
ん
の
大
人
た
ち
が
お
り
、

そ
の
大
人
た
ち
が
、
昔
話
や
思
い
出
話
だ
け
で
な
く
、
生
活
上
の
さ
ま
ざ

ま
な
技
術
や
、
動
植
物
や
天
候
に
つ
い
て
の
知
識
な
ど
を
子
ど
も
た
ち
に

直
接
伝
え
て
く
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
o
e
e-
要
す
る
に
、
「
本
な

ん
か
読
ま
な
く
て
も
立
派
に
育
っ
て
き
た
」
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と

え
中
身
に
限
界
は
あ
っ
て
も
、
生
き
て
い
く
の
に
ち
ゃ
ん
と
役
立
つ
生
活

文
化
に
、
し

っ
か
り
支
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
支
え

は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
消
え
失
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

い
ま
の
子
ど
も
た

ち
が
、
大
人
た
ち
か
ら
生
活
文
化
を
受
け
取
ろ
う
と
し
て
も
、
ま
ず
第

一

に
、
子
ど
も
が
い
ろ
ん
な
大
人
と
身
近
に
接
す
る
機
会
そ
の
も
の
が
な
く

目
指
-

な
っ
て
い
ま
す
。

生
活
文
化
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
、
否
応
な
く
見
え
て
く

る
の
が
、
「
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
重
さ
で
す
。
現
代
の
社

会
は
途
方
も
な
く
複
雑
化
し
、
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
だ
れ
が
ど
こ
で

何
を
し
て
い
る
の
か
、
ひ
じ
よ
う
に
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

じ
つ
は
こ
こ
に
、
本
を
読
む
こ
と
の
ひ
と
つ
の
意
味
が
あ
る
の
で

すさ
宮
本
常

一
は、

実
際
の
伝
承
の
場
面
で
語
ら
れ
る
昔
話
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
要
素
は

「
人
間
と
し
て
の
考
え
方

・
見
方

・
行
い
方
に
関
し
た
も
の」

で、

そ
れ
が
理
論
や
事
実
で
は
な
し
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
理
論
や
教
訓
と
し
て
で
な
く
感
覚
と
し
て
」
そ
う
い
う
も
の
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
「こ
れ
を
は
っ
き
り
物
語
る
も
の
は
、
土日

A
mぬ
v

話
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
や
プ
ロ

ッ
ト
で
あ
る
」
と
し
て
い
る。

昔
話
を
よ
ん
で

い
る
と
、
農
民
が
求
め
た
も
の

・
理
想
と
し
た
も
の
が
、

な
ん
で
あ
っ
た
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
愚
直
だ
が
誠
実
で
、

決
し
て

権
力
に
屈
し
な
い
0

・
愚
人
変
人
に
見
え
て
も
け
い
べ

つ
し
て
は
い
け
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
は
寛
容
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
寛
容
は

人
間
の
も

っ
と
も
と
う
と
い
美
徳
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
が
昔
話
の
中
に
は

し
き
り
に
と
か
れ
て
い
る
。
・:
農
民
と
し
て
、
そ
う
い
う
考
え
方
や
見
方

を
生
命
の
一
部
と
し
て
か
ら
だ
に
し
み
こ
ま
せ
る
こ
と
が
、
村
と
い
う
共

Am
v
 

同
体
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
上
に
何
よ
り
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
の
分
析
は
、
子
ど
も
の
読
書
に
お
け
る
児
童
文
学
に
つ
い
て
の
理
解
と
共

通
し
て
い
る
。
松
岡
享
子
は
、
子
ど
も
た
ち
に
向
け
て
語
る
「
お
話
」
の
機
能

に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

わ
た
し
は
、
根
本
的
に
は
、
お
話
二
文
学

一
が
、
わ
た
し
た
ち
に
、
何
か

を
教
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、

「う
そ
を
つ
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
」
「
人
に
は
親
切
に
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
に
、

直
接、



生
の
徳
目
と
し
て
教
え
こ
む
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
う
そ
を
つ
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
ま
っ
た
破
自
に
お
ち
い
っ
た
人
の
姿
を
、
あ
る
い
は

お
も
し
ろ
お
か
し
く
、
あ
る
い
は
真
に
迫
っ
て
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
を
聞
き
、
読
む
人
の
心
を
動
か
し
、
そ
の
成
長
を
助
け
る
と
い
う
形

で
教
え
る
と
こ
ろ
に
、
文
学
の
力
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
心
を
動
か
し
、
成
長
を

助
け
る
と
い
う
児
童
文
学
の
は
た
ら
き
は
、
村
落
共
同
体
に
お
け
る
「
笑
い
の

教
育
」
や
、
滑
稽
話
の
効
用
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ユ

テ
ィ
は
、
昔
話
の
文
学
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
映

し
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
具
象
的
世
界
を
つ
く
り
か
え
、
そ
の
諸
要
素
に

魔
法
を
か
け
て
べ
つ
な
形
式
を
あ
た
え
、
そ
う
や
っ
て
ま
っ
た
く
独
自
な
刻
印

を
も
っ
た
世
界
を
つ
く
り
だ
す
」
も
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
が
、
昔
話
は
、
こ

の
よ
う
に
人
聞
の
生
活
や
心
の
動
き
の
本
質
的
な
も
の
を
抽
出
し
て
描
い
て
い

る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
「
経
験
の
貯
え
の
少
な
い
子
ど
も
に
理
解
さ
れ
る
」
の
で

あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
文
学
と
な
り
得
る
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
文
学

性
こ
そ
、
昔
話
の
伝
承
力
の
源
で
あ
る
。

以
後
、
具
体
的
な
話
の
内
容
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
考
察
を
進
め

た
い
。
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