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久
留
島
武
彦
の
口
演
童
話
観
の
整
理
と
検
討

花

坂

歩

一

は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
久
留
島
武
彦
」
（
く
る
し
ま

た
け
ひ
こ
）
は
明

治
に
生
ま
れ
、
大
正
・
昭
和
を
生
き
た
口
演
童
話
家
で
あ
る
。

「
口
演
」
は
、
一
般
的
に
は
、
講
談
や
落
語
、
浪
曲
な
ど
を
語
っ
て
演

じ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
演
芸
を
意
味
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る

「
口
演
童
話
」
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、「
単
純
に
文
字
に
な
っ
た
も
の
を
改

め
て
口
語
り
に
直
し
て
語
っ
た
の
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
が
な
い

時
代
に
、
日
本
各
地
に
出
歩
き
新
知
識
を
含
ん
だ
「
お
話
」
を
聴
か
せ
る

専
門
的
な
活
動
」（
金
、
二
〇
一
三
、
一
三
〇
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

他
、
中
村
（
二
〇
一
九
）
に
よ
れ
ば
「
講
堂
や
演
舞
場
、
野
外
な
ど
の
大

会
場
に
数
百
人
、
時
に
千
人
規
模
の
子
ど
も
た
ち
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
、

集
中
が
保
た
れ
る
よ
う
身
ぶ
り
手
ぶ
り
つ
き
で
雄
弁
術
的
に
語
ら
れ
た
こ

と
、
舞
台
設
営
や
語
り
手
の
あ
ら
た
ま
っ
た
服
装
の
よ
う
な
工
夫
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
図
書
館
で
児
童
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
一
九
世
紀

末
か
ら
試
み
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
は
様
子
が
か
な
り
異
な

る
」
（
一
八
頁
）
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

久
留
島
武
彦
を
史
的
に
考
察
し
た
も
の
は
す
で
に
多
く
あ
る
。
特
に
、

勢
家
肇
に
よ
る
史
料
の
収
集
（
注
１
）
、
後
藤
惣
一
ら
に
よ
る
史
料
の
整

理
・
考
察
（
注
２
）
、
金
成
妍
に
よ
る
史
的
考
察
（
注
３
）
は
圧
倒
的
で
、

「
久
留
島
武
彦
」
を
直
接
の
対
象
に
し
た
さ
ら
な
る
調
査
研
究
は
一
般
社

会
へ
の
貢
献
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
不
要
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
う

し
た
中
で
、
本
稿
は
「
久
留
島
武
彦
」
の
口
演
童
話
を
中
心
的
に
取
り
上

げ
、
声
の
文
化
の
発
展
に
向
け
て
の
基
礎
的
考
察
を
行
っ
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
久
留
島
は
、
マ
イ
ク
も
使
わ
ず
に
、「
数
百
人
、
時
に
千

人
規
模
の
子
ど
も
た
ち
」
を
魅
了
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
機
器
が
発
達
し

た
令
和
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
能
力
の
発
揮
の
場
も
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
身
体
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
な
の
か
、
素

朴
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
せ
て
、
郷
土
学
習
材
と
し
て
、「
久
留

島
武
彦
」
は
多
く
の
教
材
価
値
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
偉
人
性
に
つ
い
て

は
右
記
の
先
行
研
究
に
詳
し
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
久
留
島
の
児
童
観

や
童
話
観
、
口
演
童
話
観
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
魅
了
す
る
語
り
に
つ
い

て
の
考
察
を
深
め
た
い
。

二

久
留
島
武
彦
に
つ
い
て

久
留
島
武
彦
は
一
八
七
四
年
に
大
分
県
玖
珠
郡
森
町
（
現
・
玖
珠
町
）

に
生
ま
れ
る
。
久
留
島
は
大
分
中
学
（
現
・
大
分
県
立
大
分
上
野
丘
高
等
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学
校
）
に
入
学
し
、
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
で
英
語
教
師
の
ウ
ェ

ン
ラ
イ
ト
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
そ
の
ウ
ェ
ン

ラ
イ
ト
の
転
勤
と
と
も
に
、
関
西
学
院
に
転
校
、
同
校
を
卒
業
す
る
。
一

九
〇
三
年
、
二
九
歳
の
時
に
、
初
の
口
演
童
話
会
を
開
催
。
日
本
全
国
で

口
演
童
話
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
普
及
に
も
関

わ
り
、
一
九
二
四
年
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
行
わ
れ
た
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

の
第
二
回
世
界
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
に
、
日
本
の
派
遣
団
副
団
長
と
し
て
参
加

し
た
。
一
九
五
二
年
、
全
国
童
話
人
協
会
を
設
立
。
一
九
五
四
年
、「
全
日

本
移
動
教
室
連
盟
」
の
初
代
会
長
と
な
る
（
五
八
年
に
「
青
少
年
文
化
セ

ン
タ
ー
」
に
、
七
〇
年
に
「
財
団
法
人
日
本
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
」
に

改
称
。
二
〇
一
三
年
に
は
公
益
財
団
法
人
に
な
る
）
。
一
九
五
八
年
、
児
童

文
化
の
向
上
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
紫
綬
褒
章
を
授
章
し
た
。
一
九

六
〇
年
没
、
享
年
八
十
六
。

三

久
留
島
武
彦
の
児
童
観
・
童
話
観

久
留
島
は
そ
の
心
身
に
よ
っ
て
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

二
九
歳
の
若
さ
で
開
催
し
た
口
演
童
話
会
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
普
及
、

全
国
童
話
人
協
会
の
設
立
、
日
本
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
の
初
代
会
長
な

ど
の
足
跡
か
ら
は
幅
広
く
児
童
文
化
活
動
の
普
及
・
発
展
を
志
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

久
留
島
は
子
ど
も
に
と
っ
て
「
童
話
は
哲
学
」
と
述
べ
る
（
久
留
島
、

一
九
二
八
、
二
七
頁
）
。

常
に
自
己
が
そ
れ
を
求
め
、
そ
う
し
て
そ
の
も
の
に
な
る
、
そ
の
も

の
が
自
己
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
に
童
話
の
子
供
に
与
え
る
精

神
的
効
果
が
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
恐
ろ
し
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
あ
る
か
ら
私
ど
も
は
童
話
は
大
人
の
文
芸
と
同
じ
に
は
解
釈
さ
れ

な
い
、
子
供
に
は
童
話
は
哲
学
で
あ
り
ま
す
。
子
供
の
人
生
観
を
こ

れ
で
開
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

久
留
島
の
作
品
を
見
る
と
、「
子
供
に
与
え
る
精
神
的
効
果
」
を
考
え
て

い
た
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
例
え
ば
、
久
留
島
に
よ
る
『
す
ず
む
し
』

と
い
う
お
話
に
は
、
「
た
く
さ
ん

し
ゅ
ぎ
ょ
う
を

つ
む
こ
と
じ
ゃ
な
。

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

が
ん
ば
れ
ば
、
き
っ
と

よ
い
音
が

出
る
じ

ゃ
ろ
う
」
と
あ
っ
た
り
、
『
ト
ラ
の
子
ウ
ー
ち
ゃ
ん
』
に
は
、
「
お
か
あ
さ

ん
の

い
い
つ
け
を

ち
ゃ
ん
と

ま
も
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
あ

っ
た
り
、
『
と
も
が
き
』
に
は
、
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

だ
っ
た

カ
ラ
ス
が

森
の

み
ん
な
と

た
す
け
あ
い
、
な
か
の
よ
い

と
も
が
き
に

な
っ

た

お
は
な
し
は
、
こ
れ
で

お
し
ま
い
」
と
あ
っ
た
り
す
る
。
い
ず
れ

に
も
明
確
な
道
徳
教
育
性
が
読
み
取
れ
る
（
注
４
）

こ
う
し
た
明
確
な
道
徳
教
育
性
と
も
言
う
べ
き
特
質
は
、
久
留
島
が
掲

げ
た
桃
太
郎
主
義
の
教
育
と
の
関
連
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
桃
太
郎
主
義

の
内
容
は
提
唱
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
簡
易
に
ま
と
め
れ
ば
、
鬼
を
も
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倒
す
強
さ
・
た
く
ま
し
さ
、
弱
き
も
の
へ
の
慈
愛
、
他
者
と
助
け
合
う
共

同
性
を
掲
げ
る
教
育
思
想
で
あ
る
。
久
留
島
は
自
身
が
園
長
を
務
め
た
早

蕨
（
さ
わ
ら
み
）
幼
稚
園
で
こ
の
桃
太
郎
主
義
の
教
育
を
実
践
し
た
。
大

分
県
立
先
哲
資
料
館
編
（
二
〇
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、
大
正
自
由
教
育
の
時

代
、「
久
留
島
は
、
こ
の
自
由
教
育
は
、
一
歩
間
違
え
ば
自
由
放
任
に
陥
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
教
育
は
規
律
を
尊
ば
ず
、
放
縦
に
流
れ
や
す

く
な
る
か
ら
、
子
ど
も
の
成
長
に
弊
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
軟
派
教
育
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
団
体
的
訓
練
に
よ
る
し
つ
け
や

共
同
生
活
に
よ
る
共
生
感
覚
の
育
成
を
厳
し
く
行
う
こ
と
に
力
点
を
置
く

硬
派
教
育
を
と
る
べ
き
だ
と
し
て
園
児
の
教
育
に
臨
ん
だ
」
（
一
四
三
頁
）

と
あ
る
。
こ
う
し
た
「
硬
派
教
育
」
の
姿
勢
は
、
と
も
す
れ
ば
、
軍
国
主

義
的
・
侵
略
主
義
的
な
教
育
へ
の
加
担
と
も
解
さ
れ
よ
う
が
、「
早
蕨
幼
稚

園
に
お
け
る
保
育
の
主
眼
や
具
体
的
な
実
践
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
久
留

島
自
身
の
保
育
に
関
す
る
多
く
の
著
述
の
ど
こ
を
読
ん
で
見
て
も
、
そ
の

よ
う
な
侵
略
主
義
的
な
も
の
は
皆
無
に
近
い
」（
前
出
、
一
四
四
頁
）
と
も

述
べ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
節
に
て
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と

と
す
る
。

四

語
り
に
つ
い
て

童
話
を
語
る
上
で
、
久
留
島
は
「
心
が
直
接
に
心
に
語
る
語
り
方
」
、「
心

が
声
に
現
わ
れ
て
耳
を
通
し
て
語
る
語
り
方
」
、
「
心
が
姿
に
現
わ
れ
て
、

目
を
通
し
て
聞
か
し
む
る
と
こ
ろ
の
語
り
方
」
の
三
つ
が
あ
る
と
言
う
（
久

留
島
、
一
九
二
八
、
四
一
頁
）
。
そ
れ
ら
は
順
に
、
「
相
手
の
心
」
、
「
相
手

の
耳
」
、
「
相
手
の
目
」
に
語
る
語
り
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
心
」
を
主
語

に
し
て
の
語
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
心
が
直
接
に
心
に
語
る
語
り
方
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

久
留
島
（
一
九
二
八
、
四
七
頁
）
で
は
、「
響
き
」
は
「
耳
に
語
る
と
同

時
に
、
心
に
語
る
と
こ
ろ
の
言
葉
」
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
響

き
」
は
、「
偽
る
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
赤
裸
々
性
」
、「
要
す
る
に
誠
意
で

あ
り
ま
す
、
要
す
る
に
心
で
語
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
久
留
島
、
一
九
二
八
、

五
四
～
五
五
頁
）
、
「
そ
の
ま
ま
心
に
感
応
す
る
と
こ
ろ
の
直
接
の
は
た
ら

き
を
す
る
言
葉
」（
久
留
島
、
一
九
二
八
、
九
一
頁
）
の
よ
う
に
も
説
明
さ

れ
て
い
る
。

講
演
の
記
録
も
含
め
れ
ば
多
く
の
言
説
が
残
る
久
留
島
で
あ
る
が
、
特

に
対
象
を
子
ど
も
に
限
定
し
て
述
べ
た
以
下
の
言
説
が
あ
る
（
久
留
島
、

一
九
二
五
、
一
頁
）
。

子
供
に
話
す
第
一
の
心
得
は
、
言
葉
で
話
す
、
材
料
で
話
す
、
組
み

立
て
で
話
す
な
ど
ゝ
い
ふ
考
か
ら
一
切
放
れ
て
、
眞
に
心
で
話
す
眞

心
で
話
す
と
い
ふ
覚
悟
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
で
は
、
特
に
、「
眞
に
心
で
話
す
眞
心
で
話
す
と
い
ふ
覚
悟
」
と
い

う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
述

べ
て
い
る
（
久
留
島
、
一
九
二
八
、
五
一
頁
）
。

（48）

学
校
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。
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な
る
）
。
一
九
五
八
年
、
児
童

文
化
の
向
上
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
紫
綬
褒
章
を
授
章
し
た
。
一
九

六
〇
年
没
、
享
年
八
十
六
。

三

久
留
島
武
彦
の
児
童
観
・
童
話
観

久
留
島
は
そ
の
心
身
に
よ
っ
て
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

二
九
歳
の
若
さ
で
開
催
し
た
口
演
童
話
会
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
普
及
、

全
国
童
話
人
協
会
の
設
立
、
日
本
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
の
初
代
会
長
な

ど
の
足
跡
か
ら
は
幅
広
く
児
童
文
化
活
動
の
普
及
・
発
展
を
志
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

久
留
島
は
子
ど
も
に
と
っ
て
「
童
話
は
哲
学
」
と
述
べ
る
（
久
留
島
、

一
九
二
八
、
二
七
頁
）
。

常
に
自
己
が
そ
れ
を
求
め
、
そ
う
し
て
そ
の
も
の
に
な
る
、
そ
の
も

の
が
自
己
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
に
童
話
の
子
供
に
与
え
る
精

神
的
効
果
が
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
恐
ろ
し
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
あ
る
か
ら
私
ど
も
は
童
話
は
大
人
の
文
芸
と
同
じ
に
は
解
釈
さ
れ

な
い
、
子
供
に
は
童
話
は
哲
学
で
あ
り
ま
す
。
子
供
の
人
生
観
を
こ

れ
で
開
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

久
留
島
の
作
品
を
見
る
と
、「
子
供
に
与
え
る
精
神
的
効
果
」
を
考
え
て

い
た
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
例
え
ば
、
久
留
島
に
よ
る
『
す
ず
む
し
』

と
い
う
お
話
に
は
、
「
た
く
さ
ん

し
ゅ
ぎ
ょ
う
を

つ
む
こ
と
じ
ゃ
な
。

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

が
ん
ば
れ
ば
、
き
っ
と

よ
い
音
が

出
る
じ

ゃ
ろ
う
」
と
あ
っ
た
り
、
『
ト
ラ
の
子
ウ
ー
ち
ゃ
ん
』
に
は
、
「
お
か
あ
さ

ん
の

い
い
つ
け
を

ち
ゃ
ん
と

ま
も
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
あ

っ
た
り
、
『
と
も
が
き
』
に
は
、
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

だ
っ
た

カ
ラ
ス
が

森
の

み
ん
な
と

た
す
け
あ
い
、
な
か
の
よ
い

と
も
が
き
に

な
っ

た

お
は
な
し
は
、
こ
れ
で

お
し
ま
い
」
と
あ
っ
た
り
す
る
。
い
ず
れ

に
も
明
確
な
道
徳
教
育
性
が
読
み
取
れ
る
（
注
４
）

こ
う
し
た
明
確
な
道
徳
教
育
性
と
も
言
う
べ
き
特
質
は
、
久
留
島
が
掲

げ
た
桃
太
郎
主
義
の
教
育
と
の
関
連
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
桃
太
郎
主
義

の
内
容
は
提
唱
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
簡
易
に
ま
と
め
れ
ば
、
鬼
を
も
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子
供
は
直
覚
力
の
強
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
非
常
に
純
真
な
る

心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
言
葉
よ
り
も
響
き
の
方
を
強
く
受
け
取
る
、

そ
の
響
き
は
心
が
充
実
し
て
真
に
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
真
に
そ
う

思
う
、
明
確
な
る
充
実
性
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
心
の
は
た
ら
き
で
あ

る
と
充
分
に
響
き
を
持
つ
が
、
子
供
の
心
に
不
安
、
不
明
、
不
確
実

な
る
立
場
を
も
っ
て
話
す
と
、
子
供
の
心
が
絶
え
ず
そ
の
た
め
に
不

安
を
感
ず
る
、
不
確
実
な
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
語
り
手
の
態
度
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
も

述
べ
て
い
る
（
久
留
島
、
一
九
二
八
、
四
四
頁
）
。

そ
の
言
葉
は
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
そ
の
調
子
、
そ
の
取
り
扱
い
方

が
、
直
接
に
子
供
の
心
に
感
ぜ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
大
変
、
先

生
は
興
奮
し
て
話
し
て
お
ら
れ
た
が
、
な
ぜ
そ
う
感
奮
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
知
識
的
に
は
理
解
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
子
供
の

心
に
は
感
じ
得
る
こ
と
だ
と
思
う
。

 
  
  

久
留
島
は
「
誠
意
」
と
も
言
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、
「
眞
に
心
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話
す
眞
心
」
と
も
言
い
、

「
真
に
そ
う
思
う
、
明
確
な
る
充
実
性
」
と
も
言
う
。
そ
し
て
、「
言
葉
で

話
す
、
材
料
で
話
す
、
組
み
立
て
で
話
す
な
ど
ゝ
い
ふ
考
か
ら
一
切
放
れ

て
」
と
も
言
う
。

次
に
、「
心
が
声
に
現
わ
れ
て
耳
を
通
し
て
語
る
語
り
方
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。「
心
」
の
音
声
上
の
現
れ
に
つ
い
て
は
、
久
留
島
（
一
九
一
六
）
で

は
、「
面
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味
」「
光
彩
」「
價
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言
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、
久
留
島
（
一
九
二
八
）
で
は

「
調
子
」
と
い
っ
た
言
葉
で
言
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
音
声

表
現
上
の
技
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
豊
饒
さ
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
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に
、
久
留
島
（
一
九
一
六
）
で
は
、
言
葉
に
「
調
子
」
が
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い
も
の
に

つ
い
て
は
、「
言
葉
に
調
子
が
な
く
て
も
、（
引
用
者
に
よ
る
中
略
）
、
勿
論
、

説
明
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
出
來
る
。
（
中
略
）
。
が
矢
張
り
人
を
動
か
す
と

云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
遂
に
無
効
で
あ
る
、
駄
目
で
あ
る
、
つ
ま
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
」
（
三
六
～
三
七
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
一
般
に
、
「
調
子
」

と
言
え
ば
、
高
低
、
速
さ
、
リ
ズ
ム
、
強
弱
な
ど
を
表
す
が
、
そ
う
し
た

物
理
的
な
現
象
の
み
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
感
性
に
添
わ
せ
て
言
い
回
し
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
も
述
べ
て
い
る
（
久
留
島
、
一
九
三
四
、
二
五

九
頁
）
。

「
お
父
さ
ん
、
ど
う
し
て
桐
の
葉
が
落
ち
る
の
」

「
桐
は
秋
に
な
れ
ば
落
ち
る
の
が
當
前
で
す
」

こ
れ
で
は
聲
に
リ
ズ
ム
も
あ
り
ま
せ
ん
。
響
も
な
い
。
子
供
の
求
め

る
の
は
直
理
で
は
な
い
。
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
桐
が
お
ゝ
寒
い
、
随
分
長
い
夏
の
間
働
い
て
坊
つ
ち
ゃ
ん
達
に
木

陰
を
作
つ
て
や
つ
た
、
も
う
お
腹
も
空
い
た
か
ら
一
寸
休
ま
う
、
あ
ゝ

（50）
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草
臥
れ
た
、
枝
か
ら
ぱ
ら
つ
と
落
ち
て
、
ひ
ら
〱
〱
、
あ
ゝ
好
い
心

持
だ
、
ひ
ら
〱
〱
。
」

是
で
子
供
は
首
を
伸
ば
し
て
誠
に
満
足
す
る
。

三
つ
め
と
し
て
、「
心
が
姿
に
現
わ
れ
て
、
目
を
通
し
て
聞
か
し
む
る
と

こ
ろ
の
語
り
方
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
久
留
島
（
一
九
二
八
、
一
一
七
頁
）

に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

子
供
に
話
す
時
の
態
度
、
す
な
わ
ち
子
供
の
目
に
映
る
と
こ
ろ
の
話

し
方
は
私
は
二
つ
の
中
軸
が
あ
る
と
思
う
。
結
論
か
ら
先
に
申
し
上

げ
ま
す
が
、
一
つ
は
肩
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
腰
の
決
め
よ
う
で
あ

り
ま
す
。
肩
の
扱
い
方
と
一
つ
は
腰
の
決
め
よ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
二
つ
が
大
き
い
会
場
に
対
し
て
も
小
さ
い
場
所
に
対
し
て
も
、

両
面
に
最
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
中
軸
だ
と
思
う
。

マ
イ
ク
に
頼
ら
ず
、
身
一
つ
で
、
多
く
の
人
数
に
声
を
響
き
渡
ら
せ
た

久
留
島
は
、「
肩
」
と
「
腰
」
の
決
め
よ
う
が
重
要
だ
と
言
う
。
そ
の
「
肩
」

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
呼
吸
と
の
関
連
で
説
か
れ
て
い
る
。

久
留
島
（
一
九
二
八
）
は
、「
一
番
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
、
呼

吸
問
題
」
（
五
六
頁
）
と
し
、
「
私
ど
も
は
肺
臓
の
上
ま
で
一
呼
吸
で
も
っ

て
空
気
を
入
れ
て
お
ら
ぬ
、
三
分
の
一
位
い
を
始
終
動
か
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
」（
五
六
頁
）
、「
胸
で
呼
吸
す
る
つ
も
り
で
す
る
な
、
下
腹
で
す
る

よ
う
に
し
ろ
」（
六
三
頁
）
、「
呼
吸
の
調
節
は
身
の
構
え
と
い
う
こ
と
が
一

番
必
要
で
あ
り
ま
す
」
（
六
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、

こ
の
言
説
か
ら
一
二
年
遡
る
久
留
島
（
一
九
一
六
）
で
、「
こ
ゝ
に
於
て
咽

喉
以
外
の
聲
の
本
元
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
云

ふ
迄
も
な
く
、
肺
臓
の
活
動
に
依
つ
て
起
る
呼
吸
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
第

一
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
二
九
～
三
〇
頁
）
と
述
べ
た
と
き
か
ら
変
わ

っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
呼
吸
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
以
下
の
久
留
島
（
一
九
二
八
、

六
六
頁
）
を
読
む
と
、
姿
勢
と
呼
吸
の
関
係
が
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
で
き

る
。

こ
れ
等
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
演
壇
上
の
姿
勢
は
最
も
自
己

の
呼
吸
を
調
節
す
る
に
楽
な
、
自
己
が
自
分
を
語
り
得
る
よ
う
な
、

生
理
的
な
、
そ
う
し
て
地
歩
的
な
立
場
を
取
る
と
い
う
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
ず
顎
を
引
く
と
い
う
こ
と
が
第
一
、

そ
の
次
に
は
肩
を
張
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
呼
吸
を

し
や
す
く
す
る
と
同
時
に
、
肩
に
意
識
が
は
た
ら
く
と
い
う
と
、
自

然
に
呼
吸
が
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
肩
に
心
を
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
を
持
つ
と
、
自
然
胸
を
張
る
気
分
に
な
り
、

自
然
呼
吸
が
大
き
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
言
説
か
ら
、「
姿
勢
」
に
つ
い
て
は
、
呼
吸
が
、
楽
に
、
大
き
く
な
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子
供
は
直
覚
力
の
強
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
非
常
に
純
真
な
る

心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
言
葉
よ
り
も
響
き
の
方
を
強
く
受
け
取
る
、

そ
の
響
き
は
心
が
充
実
し
て
真
に
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
真
に
そ
う

思
う
、
明
確
な
る
充
実
性
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
心
の
は
た
ら
き
で
あ

る
と
充
分
に
響
き
を
持
つ
が
、
子
供
の
心
に
不
安
、
不
明
、
不
確
実

な
る
立
場
を
も
っ
て
話
す
と
、
子
供
の
心
が
絶
え
ず
そ
の
た
め
に
不

安
を
感
ず
る
、
不
確
実
な
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
語
り
手
の
態
度
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
も

述
べ
て
い
る
（
久
留
島
、
一
九
二
八
、
四
四
頁
）
。

そ
の
言
葉
は
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
そ
の
調
子
、
そ
の
取
り
扱
い
方

が
、
直
接
に
子
供
の
心
に
感
ぜ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
大
変
、
先

生
は
興
奮
し
て
話
し
て
お
ら
れ
た
が
、
な
ぜ
そ
う
感
奮
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
知
識
的
に
は
理
解
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
子
供
の

心
に
は
感
じ
得
る
こ
と
だ
と
思
う
。

 
  
  

久
留
島
は
「
誠
意
」
と
も
言
い
、
「
眞
に
心
で
話
す
眞
心
」
と
も
言
い
、

「
真
に
そ
う
思
う
、
明
確
な
る
充
実
性
」
と
も
言
う
。
そ
し
て
、「
言
葉
で

話
す
、
材
料
で
話
す
、
組
み
立
て
で
話
す
な
ど
ゝ
い
ふ
考
か
ら
一
切
放
れ

て
」
と
も
言
う
。

次
に
、「
心
が
声
に
現
わ
れ
て
耳
を
通
し
て
語
る
語
り
方
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。「
心
」
の
音
声
上
の
現
れ
に
つ
い
て
は
、
久
留
島
（
一
九
一
六
）
で

は
、「
面
白
味
」「
光
彩
」「
價
値
」
と
言
い
、
久
留
島
（
一
九
二
八
）
で
は

「
調
子
」
と
い
っ
た
言
葉
で
言
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
音
声

表
現
上
の
技
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
豊
饒
さ
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
久
留
島
（
一
九
一
六
）
で
は
、
言
葉
に
「
調
子
」
が
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、「
言
葉
に
調
子
が
な
く
て
も
、（
引
用
者
に
よ
る
中
略
）
、
勿
論
、

説
明
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
出
來
る
。
（
中
略
）
。
が
矢
張
り
人
を
動
か
す
と

云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
遂
に
無
効
で
あ
る
、
駄
目
で
あ
る
、
つ
ま
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
」
（
三
六
～
三
七
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
一
般
に
、
「
調
子
」

と
言
え
ば
、
高
低
、
速
さ
、
リ
ズ
ム
、
強
弱
な
ど
を
表
す
が
、
そ
う
し
た

物
理
的
な
現
象
の
み
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
感
性
に
添
わ
せ
て
言
い
回
し
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
も
述
べ
て
い
る
（
久
留
島
、
一
九
三
四
、
二
五

九
頁
）
。

「
お
父
さ
ん
、
ど
う
し
て
桐
の
葉
が
落
ち
る
の
」

「
桐
は
秋
に
な
れ
ば
落
ち
る
の
が
當
前
で
す
」

こ
れ
で
は
聲
に
リ
ズ
ム
も
あ
り
ま
せ
ん
。
響
も
な
い
。
子
供
の
求
め

る
の
は
直
理
で
は
な
い
。
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
桐
が
お
ゝ
寒
い
、
随
分
長
い
夏
の
間
働
い
て
坊
つ
ち
ゃ
ん
達
に
木

陰
を
作
つ
て
や
つ
た
、
も
う
お
腹
も
空
い
た
か
ら
一
寸
休
ま
う
、
あ
ゝ

（51）



（52）

る
よ
う
、
下
腹
で
支
え
、
胸
を
張
る
気
分
の
状
態
に
定
め
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
身
ぶ
り
手
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、「
手
足
を
使
ふ
こ

と
を
避
け
や
う
と
す
る
よ
り
は
、
如
何
に
し
て
身
軆
全
部
を
使
用
す
べ
き

か
を
考
ふ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
久
留
島
、
一
九
一
六
、
五
五
頁
）
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五

「
久
留
島
武
彦
」
に
あ
る
語
ら
れ
ぬ
足
跡

第
三
節
で
は
、
久
留
島
の
言
説
に
は
侵
略
主
義
的
な
も
の
は
皆
無
に
近

い
と
い
う
大
分
県
立
先
哲
資
料
館
に
よ
る
見
解
を
紹
介
し
た
。
そ
の
一
方

で
、
侵
略
主
義
へ
の
加
担
と
解
釈
さ
れ
う
る
史
実
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

主
に
は
、
社
団
法
人
日
本
少
国
民
文
化
協
会
（
以
下
、
少
文
協
）
と
の
関

わ
り
で
あ
る
。

少
文
協
は
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
児
童

文
化
分
野
の
国
策
協
力
団
体
で
あ
る
。
久
留
島
は
そ
の
童
話
部
会
の
初
代

幹
事
長
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
村
（
二
〇
一
七
）
は
、『
日
本
少

国
民
文
化
協
会
会
報
』
（
以
下
『
会
報
』
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
童
話
部
会

の
関
連
記
事
を
つ
ぶ
さ
に
取
り
上
げ
、
童
話
部
会
の
国
策
協
力
の
実
際
を

検
討
し
て
い
る
。
以
下
は
、
中
村
（
二
〇
一
七
）
に
示
さ
れ
た
年
表
を
も

と
に
、
稿
者
が
久
留
島
武
彦
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
取
り
上
げ
、

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
の
『
会
報
』
四
号
に
は
、
久
留
島
が
、
富
山
、
金
沢
、

福
井
に
趣
き
、「
少
国
民
文
化
講
習
会
」
に
て
講
演
し
た
と
あ
る
。
一

九
四
三
年
の
『
会
報
』
八
号
に
は
、
戦
時
食
料
確
保
の
運
動
へ
の
協

力
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
大
学
生
・
師
範
学
校
生
ら
に
、
幹
事
長
で

あ
る
久
留
島
武
彦
が
激
励
し
た
と
あ
る
。
一
九
四
三
年
の
『
会
報
』

一
〇
号
で
は
、「
童
話
部
会
の
決
戦
即
応
」
が
告
知
さ
れ
る
。
食
糧
増

産
、
戦
意
昂
揚
な
ど
、
戦
力
増
強
に
役
立
つ
主
題
を
重
点
的
に
取
り

上
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
久
留
島
も
「
戦
う
童
話
の
姿
」
と
い

う
講
演
を
行
う
。
一
九
四
四
年
の
『
会
報
』
一
四
号
で
は
久
留
島
が

「
決
戦
童
話
講
座
」
、
「
決
戦
童
話
研
究
会
」
を
開
催
し
た
と
あ
る
。

中
村
は
そ
の
結
論
と
し
て
、
「
『
会
報
』
掲
載
記
事
の
整
理
か
ら
、
童
話

部
会
が
戦
力
増
強
の
国
策
に
役
立
つ
主
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
少
文

協
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
は
た
す
よ
う
に
な
っ
た
経
過
が
明
ら
か
に
な

っ
た
」（
一
六
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
（
二
〇
一
六
）
で
は

「
口
演
童
話
に
は
草
創
期
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
沿
う
形
で
発
達
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
・
戦
中
期
に
は
戦
意
昂
揚
に
貢
献
す
る
手
段
と
化
す

歴
史
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
思
想
面
を
含
め
て
の
評
価
は
、
戦
争

責
任
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
観
点
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
」（
一
〇

〇
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
明
治
四
〇
年
に
書
か
れ
た
久
留
島
に

よ
る
児
童
劇
「
新
桃
太
郎
」
の
台
本
を
見
る
と
、
桃
太
郎
が
鬼
ヶ
島
に
出

発
す
る
際
の
い
で
た
ち
は
、「
勇
ま
し
い
洋
装
の
扮
装
で
、
肩
か
ら
は
剣
を

か
け
、
背
中
に
は
外
套
を
つ
け
て
、
両
袖
を
は
ね
、
白
い
鳥
の
毛
に
飾
ら
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れ
た
帽
子
を
被
り
、
短
袴
に
飾
靴
を
着
て
出
て
来
る
」
と
書
か
れ
て
い
る

（
注
５
）
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
明
治
期
の
陸
軍
武
官
の
正
装
で
あ
る
。
当
時

の
子
ど
も
た
ち
が
親
近
感
を
抱
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
の
工
夫
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
沿
う
形
で
発
達
」
と
言
わ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
一
面
も
あ
る
。

八

小
括
（
成
果
の
考
察
）

機
器
が
発
達
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
む
令
和
の
時
代
に
お
い

て
は
、
先
人
の
資
質
能
力
を
読
み
解
き
、
そ
れ
を
現
代
に
生
か
す
と
い
う

手
法
が
非
常
に
採
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
久
留
島

武
彦
で
言
え
ば
、
マ
イ
ク
も
使
わ
ず
に
、「
数
百
人
、
時
に
千
人
規
模
の
子

ど
も
た
ち
」
を
魅
了
す
る
身
体
性
は
超
人
的
で
は
あ
る
の
だ
が
、
現
代
人

に
と
っ
て
理
想
的
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
そ
う
し
た
前

提
に
お
い
て
、「
久
留
島
武
彦
」
を
見
直
し
た
と
き
、
現
代
に
お
い
て
も
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
が
三
点
あ
っ
た
。

一
つ
目
は
、
月
並
み
で
は
あ
る
が
、
腰
と
肩
、
そ
し
て
呼
吸
の
重
要
性

で
あ
る
。
呼
吸
が
、
楽
に
、
大
き
く
な
る
よ
う
、
下
腹
で
支
え
、
胸
を
張

る
気
分
の
状
態
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
学
校
教
育
で
こ
れ
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、

そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
人
一
台
端
末
の
普
及
は
子
ど
も
ら
の
猫
背
・

ス
ト
レ
ー
ト
ネ
ッ
ク
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
す
ら
思
わ
れ
る
。

二
つ
目
は
、
音
声
表
現
上
の
技
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
豊
饒
さ
が
意
図
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
久
留
島
は
「
面
白
味
」
、「
光
彩
」、「
價
値
」
、「
調

子
」
、
「
響
き
」、
「
誠
意
」
、
「
眞
心
」
な
ど
、
様
々
な
言
葉
を
用
い
て
、
そ

れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「
手
足
を
使
ふ
こ
と
を
避
け
や
う
と
す
る

よ
り
は
、
如
何
に
し
て
身
軆
全
部
を
使
用
す
べ
き
か
を
考
ふ
べ
き
で
は
あ

る
ま
い
か
」（
久
留
島
、
一
九
一
六
、
五
五
頁
）
と
い
っ
た
こ
と
も
そ
の
現

れ
に
お
い
て
容
認
さ
れ
る
。「
偽
る
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
赤
裸
々
性
」
と

い
う
言
い
回
し
も
印
象
的
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
思
想
に
つ
い
て
で
あ
る
。
明
確
な
道
徳
教
育
性
と
も
言
う

べ
き
特
質
は
、
賛
否
あ
ろ
う
が
、
教
育
に
携
わ
る
者
で
あ
れ
ば
、
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
久
留
島
の
場
合
は
、
桃
太
郎
主

義
と
言
わ
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
心
身
の

強
さ
・
た
く
ま
し
さ
、
弱
き
も
の
へ
の
慈
愛
、
他
者
と
助
け
合
う
共
同
性

は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
に
示
し
た
と
お
り
、
久
留
島
は
、「
団
体
的
訓
練
に

よ
る
し
つ
け
や
共
同
生
活
に
よ
る
共
生
感
覚
の
育
成
を
厳
し
く
行
う
こ
と

に
力
点
を
置
く
硬
派
教
育
」
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
軍
国

主
義
へ
の
加
担
が
疑
わ
れ
る
こ
と
も
理
解
の
一
つ
と
し
て
得
て
お
き
た
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
少
国
民
文
化
協
会
へ
の
関
与
か
ら
そ
れ
を
示
し

た
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
久
留
島
を
嫌
悪
し
た
り
、
安
易
に
そ
の
功

績
を
否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
。「
戦
争
」
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
に
お
け

る
個
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
軽
々
し
く
良
否
を
下
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

現
在
で
も
、
久
留
島
武
彦
生
誕
の
地
で
あ
る
大
分
県
の
玖
珠
町
で
は
、
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る
よ
う
、
下
腹
で
支
え
、
胸
を
張
る
気
分
の
状
態
に
定
め
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
身
ぶ
り
手
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、「
手
足
を
使
ふ
こ

と
を
避
け
や
う
と
す
る
よ
り
は
、
如
何
に
し
て
身
軆
全
部
を
使
用
す
べ
き

か
を
考
ふ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
久
留
島
、
一
九
一
六
、
五
五
頁
）
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五

「
久
留
島
武
彦
」
に
あ
る
語
ら
れ
ぬ
足
跡

第
三
節
で
は
、
久
留
島
の
言
説
に
は
侵
略
主
義
的
な
も
の
は
皆
無
に
近

い
と
い
う
大
分
県
立
先
哲
資
料
館
に
よ
る
見
解
を
紹
介
し
た
。
そ
の
一
方

で
、
侵
略
主
義
へ
の
加
担
と
解
釈
さ
れ
う
る
史
実
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

主
に
は
、
社
団
法
人
日
本
少
国
民
文
化
協
会
（
以
下
、
少
文
協
）
と
の
関

わ
り
で
あ
る
。

少
文
協
は
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
児
童

文
化
分
野
の
国
策
協
力
団
体
で
あ
る
。
久
留
島
は
そ
の
童
話
部
会
の
初
代

幹
事
長
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
村
（
二
〇
一
七
）
は
、『
日
本
少

国
民
文
化
協
会
会
報
』
（
以
下
『
会
報
』
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
童
話
部
会

の
関
連
記
事
を
つ
ぶ
さ
に
取
り
上
げ
、
童
話
部
会
の
国
策
協
力
の
実
際
を

検
討
し
て
い
る
。
以
下
は
、
中
村
（
二
〇
一
七
）
に
示
さ
れ
た
年
表
を
も

と
に
、
稿
者
が
久
留
島
武
彦
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
取
り
上
げ
、

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
の
『
会
報
』
四
号
に
は
、
久
留
島
が
、
富
山
、
金
沢
、

福
井
に
趣
き
、「
少
国
民
文
化
講
習
会
」
に
て
講
演
し
た
と
あ
る
。
一

九
四
三
年
の
『
会
報
』
八
号
に
は
、
戦
時
食
料
確
保
の
運
動
へ
の
協

力
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
大
学
生
・
師
範
学
校
生
ら
に
、
幹
事
長
で

あ
る
久
留
島
武
彦
が
激
励
し
た
と
あ
る
。
一
九
四
三
年
の
『
会
報
』

一
〇
号
で
は
、「
童
話
部
会
の
決
戦
即
応
」
が
告
知
さ
れ
る
。
食
糧
増

産
、
戦
意
昂
揚
な
ど
、
戦
力
増
強
に
役
立
つ
主
題
を
重
点
的
に
取
り

上
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
久
留
島
も
「
戦
う
童
話
の
姿
」
と
い

う
講
演
を
行
う
。
一
九
四
四
年
の
『
会
報
』
一
四
号
で
は
久
留
島
が

「
決
戦
童
話
講
座
」
、
「
決
戦
童
話
研
究
会
」
を
開
催
し
た
と
あ
る
。

中
村
は
そ
の
結
論
と
し
て
、
「
『
会
報
』
掲
載
記
事
の
整
理
か
ら
、
童
話

部
会
が
戦
力
増
強
の
国
策
に
役
立
つ
主
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
少
文

協
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
は
た
す
よ
う
に
な
っ
た
経
過
が
明
ら
か
に
な

っ
た
」（
一
六
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
（
二
〇
一
六
）
で
は

「
口
演
童
話
に
は
草
創
期
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
沿
う
形
で
発
達
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
・
戦
中
期
に
は
戦
意
昂
揚
に
貢
献
す
る
手
段
と
化
す

歴
史
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
思
想
面
を
含
め
て
の
評
価
は
、
戦
争

責
任
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
観
点
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
」（
一
〇

〇
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
明
治
四
〇
年
に
書
か
れ
た
久
留
島
に

よ
る
児
童
劇
「
新
桃
太
郎
」
の
台
本
を
見
る
と
、
桃
太
郎
が
鬼
ヶ
島
に
出

発
す
る
際
の
い
で
た
ち
は
、「
勇
ま
し
い
洋
装
の
扮
装
で
、
肩
か
ら
は
剣
を

か
け
、
背
中
に
は
外
套
を
つ
け
て
、
両
袖
を
は
ね
、
白
い
鳥
の
毛
に
飾
ら
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「
童
話
の
里
づ
く
り
」
を
掲
げ
、
久
留
島
武
彦
の
教
育
精
神
を
継
承
し
た

「
人
材
育
成
」
を
礎
と
し
て
い
る
（
注
６
）
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
教
育
活

動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
今
後
、
調
査
し
て
い
き
た
い
。

注
１

勢
家
肇
に
は
以
下
の
著
作
等
が
あ
る
。『
久
留
島
武
彦
・
年
譜

童
話

の
先
覚
者

日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
』
（
わ
ら
べ
の
館
久
留
島
研
究
室
、

一
九
八
六
）
、『
久
留
島
武
彦
著
作
集
総
目
録
』（
自
費
出
版
、
一
九
八
九
）
、

『
童
話
の
語
り
発
達
史
』（
勢
家
肇
（
編
）・
九
州
語
り
部
実
行
委
員
会
、

海
鳥
社
、
一
九
九
三
）
。
こ
の
他
、
大
分
大
学
学
術
情
報
拠
点
図
書
館
に

は
、『
久
留
島
武
彦
資
料
研
究
』
と
し
て
、
勢
家
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た

資
料
が
三
十
巻
（
一
九
八
六
～
一
九
八
八
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
、
保
管

さ
れ
て
い
る
。

２

後
藤
惣
一
に
は
、
以
下
の
論
文
の
他
、
複
数
の
著
作
が
あ
る
。「
久
留

島
武
彦
の
児
童
文
化
理
念

そ
の
一
考
察
」（
後
藤
惣
一
、
国
語
の
研
究
、

二
七
、
二
～
一
一
頁
、
二
〇
〇
一
）
、
『
久
留
島
武
彦

児
童
文
化
の
開

拓
者
』（
後
藤
惣
一
、
大
分
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
）
、『
大
分
県
先

哲
叢
書

久
留
島
武
彦
』（
後
藤
惣
一
編
、
倉
澤
栄
吉
監
修
、
大
分
県
教

育
委
員
会
、
二
〇
〇
四
）

３

金
成
妍
に
は
、
以
下
の
論
文
の
他
、
複
数
の
著
書
が
あ
る
。「
巌
谷
小

波
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
み
る
日
本
の
口
演
童
話
史

（
一
）
」
（
敍
説
Ⅲ
、
一
〇
、
一
三
〇
～
一
四
六
頁
、
二
〇
一
三
）
、「
野

村
徳
七
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の
口
演
童

話
史
（
二
）
」（
敍
説
Ⅲ
、
一
一
、
九
二
～
一
一
五
頁
、
二
〇
一
四
）
、「
ボ

ー
イ
ス
カ
ウ
ト
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の

口
演
童
話
史
（
三
）
」
（
敍
説
Ⅲ
、
一
二
、
一
四
九
～
一
六
五
頁
、
二
〇

一
五
）
、
「
久
留
島
武
彦
が
持
ち
帰
っ
た
日
本
最
古
の
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ

教
具

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の
口
演
童
話
史
（
四
）
、
敍
説

Ⅲ
、
一
五
、
一
七
一
～
一
八
三
頁
、
二
〇
一
八
）

４

例
示
と
し
て
あ
げ
た
三
冊
は
『
す
ず
む
し
』（
黒
井
健
・
絵
、
子
ど
も

の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
、『
ト
ラ
の
子
ウ
ー
ち
ゃ
ん
』（
篠
崎
三
朗
・
絵

子
ど
も
の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
、『
と
も
が
き
』（
古
内
ヨ
シ
・
絵
、
子

ど
も
の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
引
用
も
そ

れ
ら
に
拠
る
。

５

「
新
桃
太
郎
」
の
本
文
は
『
大
分
県
先
哲
叢
書

久
留
島
武
彦

資

料
集

第
二
巻
』
（
大
分
県
立
先
哲
資
料
館
編
、
二
〇
〇
一
）
に
拠
る
。

同
書
に
よ
る
と
、
こ
の
「
新
桃
太
郎
」
は
『
ホ
ー
ム
』（
二
一
号
～
二
八

号
、
明
治
四
〇
年
三
月
～
同
年
五
月
に
発
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

６

玖
珠
町
教
育
委
員
会
に
よ
る
「
令
和
五
年
度
玖
珠
町
教
育
行
政
の
重

点
方
針
」
を
参
照
し
た
。

参
考
・
引
用
文
献

大
分
県
立
先
哲
資
料
館
編
（
二
〇
〇
四
）『
大
分
県
先
哲
叢
書

久
留
島
武
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彦
』
大
分
県
教
育
委
員
会

金
成
妍
（
二
〇
一
三
）
巌
谷
小
波
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し

て
み
る
日
本
の
口
演
童
話
史
（
一
）
、
敍
説
Ⅲ
、
一
〇
、
一
三
〇
～
一

四
六
頁

久
留
島
武
彦
（
一
九
一
六
）『
通
俗
雄
辯
術
』
廣
文
堂
書
店

久
留
島
武
彦
（
一
九
二
五
）
子
供
に
對
す
る
心
得
、
雄
辯
學
會
編
『
雄
辯

學
講
座
』
聚
英
閣

久
留
島
武
彦
（
一
九
二
八
）『
童
話
術
講
話
』
日
本
童
話
協
会

※
引
用
は

日
本
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
復
刻
版
（
一
九
七
三
年
）
に
拠

る
。

久
留
島
武
彦
述
・
社
會
教
育
界
編
（
一
九
三
四
）『
新
話
術
』
社
會
教
育
界

中
村
美
和
子
（
二
〇
一
六
）
戦
後
日
本
の
口
演
童
話
研
究
の
展
開
と
課
題
、

子
供
学
研
究
紀
要
、
四
、
九
一
～
一
〇
四
頁

中
村
美
和
子
（
二
〇
一
七
）
戦
時
下
の
講
演
童
話
に
見
ら
れ
る
国
策
協
力

の
検
討―

金
沢
嘉
市
に
よ
る
防
空
教
育
の
話
材
を
事
例
と
し
て
、
人

間
文
化
創
成
科
学
論
叢
、
二
〇
、
一
五
五
～
一
六
三
頁

中
村
美
和
子
（
二
〇
一
九
）
口
演
童
話
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
へ
～

子
ど
も
の
発
達
を
願
う
語
り
の
水
脈
を
た
ど
る
～
、
子
ど
も
文
化
、

四
九
（
四
）
、
一
八
～
二
三
頁

附
記

本
稿
はJ

SP
S

科
研
費2

1K0
24
28

及
びJS

PS

科
研
費19

K02
735

の
助
成

を
受
け
て
の
成
果
で
あ
る
。

（
は
な
さ
か
あ
ゆ
む
／
大
分
大
学
）
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「
童
話
の
里
づ
く
り
」
を
掲
げ
、
久
留
島
武
彦
の
教
育
精
神
を
継
承
し
た

「
人
材
育
成
」
を
礎
と
し
て
い
る
（
注
６
）
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
教
育
活

動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
今
後
、
調
査
し
て
い
き
た
い
。

注
１

勢
家
肇
に
は
以
下
の
著
作
等
が
あ
る
。『
久
留
島
武
彦
・
年
譜

童
話

の
先
覚
者

日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
』
（
わ
ら
べ
の
館
久
留
島
研
究
室
、

一
九
八
六
）
、『
久
留
島
武
彦
著
作
集
総
目
録
』（
自
費
出
版
、
一
九
八
九
）
、

『
童
話
の
語
り
発
達
史
』（
勢
家
肇
（
編
）・
九
州
語
り
部
実
行
委
員
会
、

海
鳥
社
、
一
九
九
三
）
。
こ
の
他
、
大
分
大
学
学
術
情
報
拠
点
図
書
館
に

は
、『
久
留
島
武
彦
資
料
研
究
』
と
し
て
、
勢
家
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た

資
料
が
三
十
巻
（
一
九
八
六
～
一
九
八
八
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
、
保
管

さ
れ
て
い
る
。

２

後
藤
惣
一
に
は
、
以
下
の
論
文
の
他
、
複
数
の
著
作
が
あ
る
。「
久
留

島
武
彦
の
児
童
文
化
理
念

そ
の
一
考
察
」（
後
藤
惣
一
、
国
語
の
研
究
、

二
七
、
二
～
一
一
頁
、
二
〇
〇
一
）
、
『
久
留
島
武
彦

児
童
文
化
の
開

拓
者
』（
後
藤
惣
一
、
大
分
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
）
、『
大
分
県
先

哲
叢
書

久
留
島
武
彦
』（
後
藤
惣
一
編
、
倉
澤
栄
吉
監
修
、
大
分
県
教

育
委
員
会
、
二
〇
〇
四
）

３

金
成
妍
に
は
、
以
下
の
論
文
の
他
、
複
数
の
著
書
が
あ
る
。「
巌
谷
小

波
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
み
る
日
本
の
口
演
童
話
史

（
一
）
」
（
敍
説
Ⅲ
、
一
〇
、
一
三
〇
～
一
四
六
頁
、
二
〇
一
三
）
、「
野

村
徳
七
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の
口
演
童

話
史
（
二
）
」（
敍
説
Ⅲ
、
一
一
、
九
二
～
一
一
五
頁
、
二
〇
一
四
）
、「
ボ

ー
イ
ス
カ
ウ
ト
と
久
留
島
武
彦

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の

口
演
童
話
史
（
三
）
」
（
敍
説
Ⅲ
、
一
二
、
一
四
九
～
一
六
五
頁
、
二
〇

一
五
）
、
「
久
留
島
武
彦
が
持
ち
帰
っ
た
日
本
最
古
の
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ

教
具

久
留
島
武
彦
を
通
し
て
見
る
日
本
の
口
演
童
話
史
（
四
）
、
敍
説

Ⅲ
、
一
五
、
一
七
一
～
一
八
三
頁
、
二
〇
一
八
）

４

例
示
と
し
て
あ
げ
た
三
冊
は
『
す
ず
む
し
』（
黒
井
健
・
絵
、
子
ど
も

の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
、『
ト
ラ
の
子
ウ
ー
ち
ゃ
ん
』（
篠
崎
三
朗
・
絵

子
ど
も
の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
、『
と
も
が
き
』（
古
内
ヨ
シ
・
絵
、
子

ど
も
の
未
来
社
、
二
〇
二
二
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
引
用
も
そ

れ
ら
に
拠
る
。

５

「
新
桃
太
郎
」
の
本
文
は
『
大
分
県
先
哲
叢
書

久
留
島
武
彦

資

料
集

第
二
巻
』
（
大
分
県
立
先
哲
資
料
館
編
、
二
〇
〇
一
）
に
拠
る
。

同
書
に
よ
る
と
、
こ
の
「
新
桃
太
郎
」
は
『
ホ
ー
ム
』（
二
一
号
～
二
八

号
、
明
治
四
〇
年
三
月
～
同
年
五
月
に
発
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

６

玖
珠
町
教
育
委
員
会
に
よ
る
「
令
和
五
年
度
玖
珠
町
教
育
行
政
の
重

点
方
針
」
を
参
照
し
た
。

参
考
・
引
用
文
献

大
分
県
立
先
哲
資
料
館
編
（
二
〇
〇
四
）『
大
分
県
先
哲
叢
書

久
留
島
武
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