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1

賢
治
と
童
謡
（
十
五
）

宮
　
澤
　
健
太
郎

こ
こ
ま
で
の
総
括
を
し
て
お
こ
う
。

こ
こ
ま
で
掲
げ
て
き
た
賢
治
の
童
謡
活
動
は
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
活
動
そ
の
も
の
が
大
正
期
に
全
盛
期
を
持
つ
童
謡
運
動
に
そ
の
根
を
も
っ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
形
態
と
し
て
は
短

歌
形
式
を
そ
の
も
と
と
し
て
い
た
こ
と
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
は
、
あ
る
対
象
に
執
着
し
、
子
ど
も
の
心
性
に
結
び
付
く
と
、
そ
の
ま
ま
童
謡
に
変
化
し
て
い
た
こ
と
。

ま
た
環
境
的
な
も
の
と
し
て
、
自
分
か
ら
接
近
し
て
い
た
教
会
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
讃
美
歌
や
そ
の
他
、
御
詠
歌
や
朗
吟
、
浪
曲
、

朗
詠
、
新
内
、
浄
瑠
璃
な
ど
の
日
本
古
典
芸
能
か
ら
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
こ
と
な
ど
。

内
容
の
特
徴
と
し
て
は
、
天
界
、
異
界
の
子
ど
も
の
心
の
有
り
様
が
童
謡
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
賢
治
の
心
性
を

通
じ
て
、
神
の
子
ら
に
よ
る
合
唱
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
も
の
が
賢
治
の
童
謡
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
。

そ
れ
ら
が
表
に
現
れ
る
、
そ
の
方
法
は
、
正
に
、
劇
や
浅
草
オ
ペ
ラ
化
の
手
法
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

次
号
で
は
そ
れ
ら
具
体
的
な
効
用
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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中
川
ひ
ろ
た
か
の
「
あ
そ
び
う
た
」
研
究
（
五
）

　
　—

『
あ
そ
び
う
た
本
・
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
』
の
作
品

宮
　
崎
　
麻
　
子

本
稿
で
考
察
す
る
『
あ
そ
び
う
た
本
・
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
』（
草
楽
社
、
一
九
八
六
年
九
月
）
は
、
中
川
ひ
ろ
た
か
と
湯
浅
と
ん

ぼ
と
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
四
冊
目
の
楽
譜
集
で
あ
る
。
前
作
の
『
と
ん
ぼ
・
ピ
ー
マ
ン
の
カ
レ
ン
ダ
ー
ソ
ン
グ
』
発
行
か
ら
わ
ず
か
八
ヵ

月
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
楽
譜
集
も
保
育
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
作
品
が
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
二
九
作
品
の
中
に
は
、

雑
誌
「
保
育
の
友
」
で
連
載
の
「
そ
と
で
あ
そ
ぼ
う
あ
そ
び
う
た
」（
一
九
八
三
年
五
月
〜
八
五
年
三
月
・
隔
月
）
に
発
表
さ
れ
た

一
二
作
品
の
中
か
ら
九
作
品
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
雑
誌
「
幼
児
と
保
育
」（
一
九
八
八
年
七
月
）
に
、
本
書
か
ら
七
作

品
が
再
掲
載
さ
れ
て
い
る
上
に
、
改
訂
版
『
お
は
な
し
付
き　

あ
そ
び
う
た
本
・
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
』
が
一
九
八
九
年
一
〇
月
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

同
時
期
に
は
他
に
も
同
人
誌
「
季
刊
あ
そ
び
う
た
」（
一
九
八
五
〜
八
八
年
）
の
発
行
と
同
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
劇
団
「
ふ
ざ
け
ん
ぼ
」

の
公
演
、「
幼
児
と
音
楽
」
誌
の
連
載
と
、「
幼
児
と
音
楽
セ
ミ
ナ
ー
」
の
講
師
な
ど
、
一
九
八
〇
年
代
の
中
川
は
目
覚
ま
し
い
活
躍

ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
で
は
何
故
、
中
川
は
こ
の
時
期
に
多
く
の
あ
そ
び
う
た
を
発
表
し
楽
譜
集
を
刊
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

端
緒
を
開
く
な
ら
ば
、
中
川
の
あ
そ
び
う
た
講
師
の
活
動
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
中
川
が
は
じ
め
て
あ
そ
び
う
た
講
師
を
つ
と
め

た
の
は
、「
保
育
園
の
父
母
会
」
が
企
画
し
た
一
九
七
八
年
の
こ
と
で
、
同
年
の
夏
に
は
湯
浅
と
日
本
総
合
研
究
所
主
催
の
保
育
セ
ミ

ナ
ー
に
登
壇
し
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
保
育
者
向
け
の
講
座
や
研
究
会
に
度
々
招
聘
さ
れ
る
と
、
セ
ミ
ナ
ー
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
が

必
要
と
な
り
、
楽
譜
集
を
作
成
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
中
川
は
、
自
作
の
あ
そ
び
う
た
を
雑
誌
や
楽
譜
集
の
中
に
保
存

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
歌
っ
て
も
ら
う
た
め
、
保
育
者
向
け
に
あ
そ
び
う
た
を
自
ら
伝
え
る
こ
と
に

専
心
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
川
は
楽
譜
集
や
Ｃ
Ｄ
（
カ
セ
ッ
ト
）
の
制
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
そ
び
う
た
講
師
と
し
て
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
こ
と
を
続
け
る
う

ち
に
、
ス
テ
ー
ジ
で
歌
う
こ
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
こ
と
の
面
白
さ
や
手
応
え
を
感
じ
て
「
バ
ン
ド
」
を
結
成
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン

グ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
活
動
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
。
一
九
八
〇
年
代
は
、
そ
う
し
た
変
化
・
発
展
の
時
期
で
も
あ
っ
た
と
検
証
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
中
川
の
ス
テ
ー
ジ
活
動
の
萌
芽
に
も
着
目
し
な
が
ら
、『
あ
そ
び
う
た
本
・
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
』
の
作
品
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

「
幼
児
と
音
楽
」
と
繁
下
和
雄

「
幼
児
の
保
育
・
音
楽
の
指
導
に
た
ず
さ
わ
る
方
々
へ
。
新
雑
誌
」
と
掲
げ
る
「
幼
児
と
音
楽
」（
一
九
八
四
年
九
月
〜
八
六
年
六
月
、

音
楽
之
友
社
）
は
、国
立
音
楽
大
学
の
繁
下
和
雄
（
現
名
誉
教
授
）
が
中
心
と
な
っ
て
発
刊
さ
れ
た
。
繁
下
は
音
楽
教
育
学
が
専
門
で
、

長
い
間
幼
児
の
音
楽
指
導
に
携
わ
り
、
保
育
界
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
幼
児
音
楽
研
究
会
を
設
立
す
る
な
ど
専
門
家
の
研
究

発
展
の
た
め
に
尽
力
す
る
一
方
で
、
大
学
の
音
楽
遊
び
研
究
会
や
人
形
サ
ー
ク
ル
の
顧
問
を
つ
と
め
、
近
隣
の
子
ど
も
た
ち
と
お
祭
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り
や
キ
ャ
ン
プ
で
一
緒
に
遊
ぶ
「
お
ん
が
く
お
じ
さ
ん
」
と
慕
わ
れ
る
人
物
で
も
あ
る
。

「
幼
児
と
音
楽
」
に
お
い
て
、
中
川
は
こ
と
ば
あ
そ
び
と
う
た
の
連
載
「
ぴ
ー
ま
ん
百
貨
店
」
を
担
当
し
て
い
る
他
、「
あ
そ
び
う
た

を
あ
そ
ん
じ
ゃ
え
」（
一
九
八
四
年
一
〇
月
）、「
音
の
カ
タ
ロ
グ
」（
八
四
年
一
二
月
）
な
ど
、
あ
そ
び
う
た
論
や
作
品
を
い
く
つ
か

寄
稿
し
て
い
る
。
本
誌
は
約
二
年
で
廃
刊
に
至
る
が
、
後
を
引
き
継
い
だ
の
が
『
月
刊
音
楽
広
場
』（
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
、
一
九
八
六

年
一
二
月
〜
九
六
年
三
月
）
で
あ
る
。
中
川
は
『
月
刊
音
楽
広
場
』
の
連
載
で
、
代
表
作
「
世
界
中
の
子
ど
も
た
ち
が
」「
は
じ
め
の

一
歩
」「
と
も
だ
ち
に
な
る
た
め
に
」（
新
沢
と
し
ひ
こ
作
詞
）
な
ど
新
し
い
「
子
ど
も
た
ち
の
歌
」
を
創
作
し
て
、
大
き
な
成
果
を

挙
げ
て
い
く
。
故
に
、
中
川
の
活
動
や
功
績
を
検
証
す
る
際
「
幼
児
と
音
楽
」
は
大
変
重
要
な
基
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
殊
に
繁
下
は
、

中
川
に
大
き
な
自
信
を
与
え
つ
つ
、
子
ど
も
に
と
っ
て
あ
そ
び
と
は
何
か
と
い
う
思
索
を
進
め
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
推
察
す
る
。

中
川
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
番
組
「
ワ
ン
ツ
ー
・
ど
ん
」
へ
の
出
演
（
一
九
八
八
〜
八
九
年
）
を
依
頼
し
た
の
も
、
当
時
幼
児
向
け

の
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
番
組
の
企
画
に
参
加
し
て
い
た
繁
下
だ
っ
た
。

中
川
は
「
幼
児
と
音
楽
」
の
理
念
に
つ
い
て
、「（
こ
の
雑
誌
は
）
常
に
音
楽
は
「
あ
そ
ぶ
こ
と
」
と
い
う
理
念
に
貫
か
れ
て
い
た
。

演
奏
す
る
と
い
う
こ
と
と
あ
そ
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
英
語
で
は
と
も
にplay

だ
。
音
楽
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
あ
そ
ぶ
こ

と
な
の
だ
」
一
と
述
べ
て
い
る
。
繁
下
自
身
も
「
楽
器
を
ひ
く
こ
と
、
そ
れ
は
プ
レ
イ
、
つ
ま
り
「
あ
そ
ぶ
」
と
同
じ
こ
と
ば
で
す
。

楽
し
む
こ
と
こ
そ
楽
器
を
ひ
く
こ
と
の
根
源
な
の
で
す
」
二
と
主
張
し
て
お
り
、
楽
器
を
プ
レ
イ
す
る
技
術
的
な
基
礎
よ
り
も
、
プ
レ

イ
す
る
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
楽
し
む
こ
と
に
力
点
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
繁
下
の
音
楽
教
育
に
対
す
る
考
え
は
、
中
川
や
湯

浅
の
子
ど
も
と
楽
し
く
あ
そ
び
、
楽
し
く
歌
う
姿
勢
と
重
な
り
合
う
。

ま
た
、
中
川
は
繁
下
に
つ
い
て
「
ぼ
く
た
ち
の
や
っ
て
る
こ
と
、
そ
れ
で
い
い
」
と
初
め
て
言
っ
て
く
れ
た
人
。
評
価
を
く
れ
た
、

初
め
て
の
人
」
だ
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
中
川
が
築
い
て
き
た
「
あ
そ
び
う
た
」
の
世
界
が
、
幼
児
音
楽
教
育
の
い
わ
ば
第

一
人
者
に
認
め
ら
れ
、
知
遇
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、「
あ
そ
び
う
た
」
は
音
楽
を
す
る
こ
と
、
あ
そ
ぶ
こ
と
の
両
方
を
備

え
て
い
る
と
再
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
自
信
と
確
信
は
、
職
業
作
曲
家
と
バ
ン
ド
に
憧
れ
て
い
た
中
川
の
原
動
力
と
な
っ
て
、

ラ
イ
ブ
や
コ
ン
サ
ー
ト
で
の
活
動
へ
と
邁
進
さ
せ
た
よ
う
に
思
う
。

繁
下
の
教
え
子
に
は
、
ト
ラ
や
帽
子
店
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
増
田
裕
子
が
い
た
こ
と
も
巡
り
合
わ
せ
の
妙
で
あ
ろ
う
か
。「
幼
児
と

音
楽
」
が
主
催
す
る
「
幼
児
と
音
楽
セ
ミ
ナ
ー
」
に
、
中
川
は
講
師
と
し
て
、
増
田
は
受
講
生
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
。
中
川
と
増
田
は
そ
れ
ま
で
に
も
面
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、「
幼
児
と
音
楽
」
が
縁
と
な
っ
て
ト
ラ
や
帽
子
店
は

結
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
、
繁
下
と
中
川
は
『
ジ
ョ
イ
・
キ
ャ
ン
プ
』（
カ
ワ
イ
出
版
、
一
九
八
八
年
七
月
）
な
ど
「
ジ
ョ
イ
」
シ
リ
ー
ズ
の
共
著
者

で
も
あ
り
、
共
に
子
ど
も
の
あ
そ
ぶ
現
場
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
、
実
践
で
役
立
つ
楽
し
い
あ
そ
び
と
あ
そ
び
う
た
に
向
か
い
続
け

た
こ
と
は
、
積
極
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
。

『
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
』
の
作
品

本
書
は
、『
ち
び
っ
こ
く
ら
す
の
あ
そ
び
う
た
』（
以
下
、『
ち
び
っ
こ
く
ら
す
』）
の
姉
妹
編
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
乳

児
の
た
め
の
空
と
ぶ
あ
そ
び
う
た
』
か
ら
『
ち
び
っ
こ
く
ら
す
』
と
子
ど
も
の
成
長
に
添
う
よ
う
に
、
今
回
は
ち
び
っ
こ
た
ち
の
外

遊
び
（
五
・
六
人
〜
二
〇
・
三
〇
人
の
子
ど
も
の
集
団
遊
び
）
を
想
定
し
た
あ
そ
び
う
た
が
主
軸
で
あ
る
。
作
品
は
い
ず
れ
も
、
中
川

の
あ
そ
び
う
た
の
特
徴
と
い
え
る
「
問
い
か
け
」
に
対
す
る
答
え
を
即
興
の
発
想
力
で
あ
そ
ぶ
ス
タ
イ
ル
、
単
純
明
快
、
四
〜
八
小
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節
の
シ
ン
プ
ル
な
旋
律
の
繰
り
返
し
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

目
次
は
七
つ
の
章
立
て
で
、
各
章
に
は
三
〜
六
つ
の
あ
そ
び
う
た
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
後
年
「
お
は
な
し
付
き
」
に
改
定
さ
れ

た
と
お
り
、
一
章
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
か
ら
各
あ
そ
び
う
た
に
小
さ
な
お
話
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
そ
び
う
た
の
導
入
と

し
て
語
ら
れ
る
お
話
は
、子
ど
も
た
ち
の
ご
っ
こ
遊
び
、模
倣
遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
ロ

ボ
ッ
ト
た
ん
け
ん
た
い
」
の
章
の
最
初
の
あ
そ
び
う
た
「
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
」
で
は
、「
こ
こ
は
お
も
ち
ゃ
の
国
で
す
。
か
え
る
の

ロ
ボ
ッ
ト
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ん
で
い
ま
す
」
と
は
じ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
お
も
ち
ゃ
の
国
を
冒
険
に
行
こ
う
よ
と
誘
い
か
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
あ
そ
び
う
た
で
模
倣
ご
っ
こ
や
探
し
も
の
を
し
な
が
ら
、
最
後
は
ロ
ケ
ッ
ト
に
な
っ
て
ロ
ケ
ッ
ト
鬼
ご
っ
こ
を
す
る
筋
立

て
が
あ
る
。

遊
び
の
種
類
は
、
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
動
き
を
自
分
な
り
に
考
え
て
「
演
じ
る
遊
び
」、
魔
法
使
い
に
魔
法
を
か
け
ら
れ
た
ら
鳥

や
ブ
タ
に
な
る
と
い
う
「
な
り
き
り
遊
び
」
が
主
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
遊
び
の
途
中
や
終
わ
り
に
「
鬼
ご
っ
こ
」
が
展
開
さ
れ
る

形
式
が
少
な
く
な
い
。

湯
浅
は
、
本
書
ま
え
が
き
で
「
歌
う
こ
と
が
楽
し
い
と
言
う
こ
と
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
子
ど
も
と
共
通
体
験
で
き
る
か
、
こ
れ
は

ぼ
く
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
」「
歌
は
基
本
的
に
は
「
生
き
る
こ
と
は
楽
し
い
よ
」「
人
生
は
楽
し
い
よ
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
論
じ
て
き
た
あ
そ
び
う
た
の
意
義
に
つ
い
て
、
そ
し
て
あ
そ
び

う
た
か
ら
伝
え
た
い
子
ど
も
へ
の
エ
ー
ル
が
語
ら
れ
る
。

中
川
は
「
こ
こ
に
示
し
た
あ
そ
び
方
は
、
あ
く
ま
で
も
サ
ン
プ
ル
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
あ
そ
び
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
子
ど
も

た
ち
と
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
」
と
記
し
て
い
る
。
ふ
た
り
の
代
表
作
「
い
っ
ぽ
ん
ば
し
に
ほ
ん
ば
し
」
で
考
察
し
た
と
お
り
、
子
ど

も
た
ち
が
思
い
思
い
の
発
想
力
で
即
興
で
あ
そ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
現
代
の
わ
ら
べ
歌
創
作
を
意
図
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
自
発

的
に
外
遊
び
・
集
団
遊
び
が
で
き
る
よ
う
な
、
日
本
の
伝
承
遊
び
・
わ
ら
べ
う
た
を
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
作
品
が
多
く
見
受
け

ら
れ
る
。

で
は
具
体
的
に
作
品
の
特
徴
や
楽
し
さ
が
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
検
討
し
て
い
く
。

「
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
」

か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ
／
ど
ん
ど
ん
す
す
む
よ
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ

あ
ぶ
ら
が
き
れ
る
と
と
ま
っ
ち
ゃ
う
ゲ
コ
／
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン

か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ
／
ど
ん
ど
ん
す
す
む
よ
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ

で
ん
き
が
き
れ
る
と
と
ま
っ
ち
ゃ
う
ゲ
コ
／
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン

か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ
／
ど
ん
ど
ん
す
す
む
よ
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ

ネ
ー
ジ
が
ゆ
る
む
と
と
ま
っ
ち
ゃ
う
ゲ
コ
／
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン

〈
遊
び
方
〉と
し
て
、「
み
ん
な
は
、か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
で
す
。
う
た
に
あ
わ
せ
て
ゲ
コ
ゲ
コ
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
で
も
悲
し
い
か
な
、

み
ん
な
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
す
。
油
が
切
れ
る
と
止
ま
っ
ち
ゃ
う
の
で
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
ゲ
コ
ゲ
コ
ゲ
コ
」
と
い
う
擬
音
語
の
コ

ミ
カ
ル
な
響
き
に
つ
ら
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
行
進
し
て
い
く
姿
が
想
像
で
き
る
。
行
進
を
続
け
て
燃
料
が
切
れ
た

ら
立
ち
止
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
勝
負
。
勝
っ
た
ら
「
ピ
ポ
ピ
ポ
」
言
い
な
が
ら
負
け
た
人
に
油
や
電
気
を
入
れ
た
り
、
ネ
ジ
を
巻
い
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て
あ
げ
る
。
動
い
て
止
ま
っ
て
の
単
純
な
繰
り
返
し
と
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
勝
負
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
て
動
き
続
け
ら

れ
る
よ
う
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
勝
負
で
サ
バ
イ
バ
ル
す
る
あ
そ
び
う
た
で
あ
る
。

次
に
続
く
「
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト—

—

行
進
曲
」
で
も
行
進
は
続
き
、
一
列
に
な
っ
た
か
え
る
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
「
こ
う
し
ん
だ
ホ

ラ
こ
う
し
ん
だ
」
と
う
た
っ
て
い
く
と
、「
こ
う
し
ん
」
が
「
へ
ん
し
ん
」
に
変
わ
っ
て
、
か
い
じ
ゅ
う
や
ラ
イ
オ
ン
・
う
さ
ぎ
に
子

ど
も
た
ち
は
変
身
し
て
し
ま
う
、
な
り
き
り
あ
そ
び
う
た
へ
と
展
開
し
て
い
る
。

「
ハ
ン
カ
チ
お
ば
け
」

ハ
ン
カ
チ
い
ち
ま
い
と
ん
で
き
た
／
か
ぜ
に
ふ
か
れ
て
と
ん
で
き
た
こ
り
ゃ

ハ
ン
カ
チ
か
い
？
／
ハ
ン
カ
チ
だ

ハ
ン
カ
チ
い
ち
ま
い
と
ん
で
き
た
／
か
ぜ
に
ふ
か
れ
て
と
ん
で
き
た
こ
り
ゃ

ハ
ン
カ
チ
か
い
？
／
お
ば
け
だ
ぞ

「
保
育
の
友
」
誌
で
は
、「
ハ
ン
カ
チ
お
お
か
み
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
歌
詞
も
最
後
の
部
分
が
「
お
ば
け
だ
ぞ
」

で
は
な
く
「
お
お
か
み
だ
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
お
か
み
・
お
ば
け
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
「
ハ
ン
カ
チ
だ
」
で
な
け
れ
ば
鬼
ご
っ
こ

が
は
じ
ま
る
合
図
と
な
り
、
何
に
な
る
か
は
自
由
で
あ
り
、
中
川
が
意
図
す
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
。
遊
び
方
は
、
鬼

が
中
央
で
ハ
ン
カ
チ
を
持
っ
て
座
り
、
そ
の
周
囲
を
手
を
つ
な
い
だ
子
ど
も
た
ち
が
歩
い
て
歌
う
。
所
謂
「
か
ご
め
か
ご
め
」
型
の

伝
承
遊
び
を
踏
襲
し
て
い
る
。「
ハ
ン
カ
チ
か
い
？
」
の
問
い
に
「
ハ
ン
カ
チ
だ
」
も
し
く
は
「
お
ば
け
だ
ぞ
」
と
鬼
が
答
え
、
お
ば

け
の
場
合
は
鬼
ご
っ
こ
の
開
始
。
ハ
ン
カ
チ
の
時
は
、「
鬼
を
み
ん
な
で
っ
く
す
ぐ
る
」
と
説
明
が
あ
る
。
鬼
の
役
を
ど
の
よ
う
に
演

じ
る
か
皆
な
で
共
有
す
る
こ
と
、
友
だ
ち
と
手
を
つ
な
い
で
一
緒
に
歌
い
鬼
の
答
え
を
待
つ
緊
張
感
、
心
が
高
鳴
る
だ
ろ
う
。
問
答

形
式
の
単
純
な
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
ハ
ン
カ
チ
一
枚
で
楽
し
め
る
遊
び
が
誕
生
し
た
。

今
回
は
紹
介
し
な
い
が
、
次
の
あ
そ
び
う
た
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」
も
、「
は
な
い
ち
も
ん
め
」
の
類
型
で
あ
り
、「
と
う
り
ゃ
ん
せ
」

型
で
も
あ
そ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
鬼
ご
っ
こ
遊
び
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
」

こ
れ
は
お
い
し
い
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
／
み
つ
け
た
み
つ
け
た
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン

バ
タ
ー
を
ぬ
り
ま
し
ょ
ペ
タ
ペ
タ
／
う
ら
も
ぬ
り
ま
し
ょ
ペ
タ
ペ
タ

い
く
つ
に
き
ろ
う
か
ト
ン
ト
ン
ト
ン
／
そ
れ
で
は
た
べ
ま
し
ょ
う
（
い
た
だ
き
ま
す
）

歌
い
な
が
ら
ペ
ア
に
な
る
友
だ
ち
を
見
つ
け
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
し
て
勝
っ
た
人
は
食
べ
る
人
、
負
け
た
人
は
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
に
な
っ

て
体
を
ペ
タ
ペ
タ
撫
で
ら
れ
た
り
、
く
す
ぐ
っ
ら
れ
た
り
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
深
め
る
あ
そ
び
う
た
。
パ
ン
の
種
類
を
変
え
た
り
、
塗

る
も
の
も
バ
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ム
や
チ
ョ
コ
な
ど
も
塗
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
添
え
ら
れ
て
い
る
。
遊
び
の
中
で
の
即
興
性

と
発
想
力
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
彩
に
な
っ
て
い
く
。
友
だ
ち
を
パ
ン
に
し
て
ど
う
や
っ
て
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
か

と
い
う
見
立
て
遊
び
を
と
お
し
て
、
身
体
的
な
感
覚
を
豊
か
に
し
た
り
、
友
だ
ち
と
協
力
す
る
こ
と
で
社
会
性
を
高
め
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
友
だ
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
の
勝
負
は
あ
る
も
の
の
、
役
割
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り
を
交
替
制
に
す
る
こ
と
で
順
番
こ
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

「
な
っ
て
み
よ
う
」

「
あ
」
の
つ
く
も
の
な
あ
に
／
「
あ
」
の
つ
く
も
の
な
あ
に

○
○
に
な
っ
て
お
ど
ろ
う
よ
／
チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
カ

チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

こ
と
ば
の
発
想
力
・
即
興
性
に
刺
激
を
与
え
る
あ
そ
び
う
た
で
あ
る
。
中
川
の
作
品
の
特
徴
で
あ
る
問
答
歌
の
形
式
で
あ
り
、
与

え
ら
れ
た
答
え
を
イ
メ
ー
ジ
し
て「
チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
カ
チ
ャ
ン
カ
」踊
る
こ
と
が
促
さ
れ
る
。「
あ
」の
つ
く
も
の
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

し
り
と
り
で
続
け
る
と
説
明
が
あ
る
。
実
に
シ
ン
プ
ル
な
あ
そ
び
う
た
で
あ
る
が
、
こ
と
ば
あ
そ
び
と
、
こ
と
ば
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し

た
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
が
遊
び
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の
で
、
子
ど
も
ひ
ら
め
き
の
力
が
自
然
に
育
ま
れ
て
い
く
。

「
な
あ
に
」

こ
わ
い
も
の
な
あ
あ
に
／
お
ば
け
！
／
お
ば
け
だ
ぞ
ー

お
い
し
い
も
の
な
あ
に
／
ジ
ュ
ー
ス
！
／
は
い
！
ジ
ュ
ー
ス

い
ろ
い
ろ
な
「
な
あ
に
？
」
に
答
え
て
い
く
問
答
歌
の
あ
そ
び
う
た
。
答
え
た
内
容
に
対
し
て
、
更
に
一
小
節
加
わ
り
、
機
転
の

利
い
た
ひ
と
言
で
完
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
即
興
力
も
問
わ
れ
る
。
自
分
の
周
囲
に
あ
る
こ
わ
い
も
の
、
お
い
し
い
も
の
を
あ

そ
び
う
た
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
考
え
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
を
知
る
こ
と
、
お
友
だ
ち
を
知
る
こ
と
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
い
く
。
そ
う
や
っ
て
少
し
ず
つ
子
ど
も
た
ち
の
小
さ
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
助
け
る
や
り
と
り
で
あ
る
。
究
極
に
シ

ン
プ
ル
な
作
品
で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
答
え
を
探
し
な
が
ら
表
現
力
が
鍛
え
ら
れ
る
。

「
こ
こ
ち
ょ
っ
と
と
ん
が
ら
か
っ
た
」

こ
こ
ち
ょ
っ
と
と
ん
が
ら
か
っ
た
／
こ
こ
ち
ょ
っ
と
こ
ん
が
ら
が
っ
た

ス
イ
ッ
チ
ョ
ス
イ
ッ
チ
ョ
／
ス
イ
ス
イ
ス
イ
ー
ッ
チ
ョ
ン

「
二
〜
五
人
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
一
列
に
な
り
ま
す
。
先
頭
の
子
が
一
曲
目
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
先
頭
の
子
が
好
き
な
よ
う
に

踊
り
、
グ
ル
ー
プ
の
子
は
真
似
を
し
て
踊
り
ま
す
」
と
い
う
模
倣
あ
そ
び
で
楽
し
く
お
ど
る
作
品
。
リ
ー
ダ
ー
は
次
々
に
交
代
し
て

い
く
の
で
、
各
人
の
踊
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
動
き
を
よ
く
見
る
必
要
が
あ
り
、
観
察

す
る
集
中
力
、
体
の
動
き
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
調
整
力
、
他
者
を
意
識
す
る
こ
と
で
社
会
性
も
養
わ
れ
る
。「
と
ん
が
ら
か
っ
た
」

「
こ
ん
が
ら
が
っ
た
」
と
い
う
ナ
ン
セ
ン
ス
な
節
と
ス
イ
ッ
チ
ョ
や
ス
イ
ス
イ
ス
イ
ー
ッ
チ
ョ
ン
の
擬
音
語
は
調
子
を
と
り
や
す
く
、

盆
踊
り
の
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
。
子
ど
も
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
い
間
違
い
や
勘
違
い
の
言
葉
に
着
目
し
て
あ
そ
び
う
た
に
仕
立
て
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
子
ど
も
は
間
違
え
て
も
大
丈
夫
な
の
だ
、
楽
し
く
な
る
の
だ
と
い
う
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
に

対
す
る
中
川
の
あ
た
た
か
い
目
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
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「
あ
め
ん
ぼ
ス
イ
ス
イ
」

あ
め
ん
ぼ
ス
ー
イ
ス
イ
み
ず
の
う
え
／
さ
か
な
は
ス
ー
イ
ス
イ
み
ず
の
な
か

こ
と
り
は
ス
ー
イ
ス
イ
そ
ら
の
う
え
／
だ
れ
か
さ
ん
い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
よ

あ
め
ん
ぼ
・
さ
か
な
・
こ
と
り
に
な
り
き
っ
て
う
た
い
な
が
ら
、
一
緒
に
遊
ぶ
相
手
を
探
し
て
ジ
ャ
ン
ケ
ン
勝
負
。
負
け
た
人
は
勝
っ

た
人
の
後
ろ
に
付
い
て
い
き
、
一
つ
の
列
に
な
る
ま
で
繰
り
返
す
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
ど
の
生
き
物
も
「
ス
ー
イ
ス
イ
」
動
く
け

れ
ど
、
ど
の
よ
う
に
身
体
表
現
す
る
と
よ
い
か
子
ど
も
な
り
に
工
夫
を
凝
ら
す
一
曲
と
な
る
だ
ろ
う
。
類
型
と
い
え
る
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
の
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
「
ジ
ェ
ン
カ
」
と
は
列
に
な
っ
て
踊
ろ
う
と
い
う
意
味
。
コ
ミ
カ
ル
な
ス
テ
ッ
プ
と
ジ
ャ
ン
プ
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
長
い
列
を
つ
く
っ
て
い
く
ダ
ン
ス
で
あ
る
が
、
本
作
品
は
、「
ジ
ェ
ン
カ
」
の
よ
う
に
列
を
つ
く
り
な
が
ら
、
各
人
が
自
由

に
踊
る
点
が
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
で
あ
る
。

「
だ
れ
か
さ
ん
い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
よ
」
の
歌
詞
が
追
い
風
と
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
集
団
の
中
で
友
だ
ち
と
積
極
的
に
か
か

わ
っ
て
い
け
る
助
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
歌
い
踊
り
、
じ
ゃ
ん
け
ん
勝
負
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
む
あ
そ

び
う
た
で
あ
る
。

紙
面
の
都
合
で
厳
選
し
た
作
品
の
考
察
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
あ
そ
び
う
た
の
特
徴
を
概
説
す
る
と
、
あ
そ
び
う
た
の
中
で
子
ど

も
た
ち
の
役
割
を
意
識
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
上
で
一
定
の
ル
ー
ル
に
沿
い
な
が
ら
、
共
通
の
目
的
に
向
か
っ
て
遊
ぶ
よ
う
に
工

夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
鬼
ご
っ
こ
、
見
立
て
遊
び
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
あ
そ
び
う
た
が

印
象
に
残
る
。
鬼
ご
っ
こ
・
鬼
遊
び
う
た
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
の
『
こ
ど
も
風
土
記
』
に
よ
る
と
「
最
初
は
神
社
仏
閣
の
鬼
追
い

行
事
に
、
少
年
を
参
加
せ
し
め
た
の
が
起
こ
り
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
遊
び
が
「
子
取
り
遊
び
」
に
変
化
し
て
、
鬼
が
他
の

者
た
ち
を
追
い
回
し
て
捕
ま
っ
た
者
が
次
の
鬼
に
な
る
遊
戯
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
い
う
。
鬼
ご
っ
こ
は
、
幼
少
年
期
の
身
体
的
・

運
動
的
発
達
に
作
用
す
る
遊
び
で
あ
る
。
鬼
と
い
う
目
標
が
い
る
こ
と
で
、
単
調
に
走
る
だ
け
で
な
く
捕
ま
ら
な
い
よ
う
避
け
た
り

止
ま
っ
た
り
、
自
分
の
動
き
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
状
況
に
合
わ
せ
た
動
き
は
、
身
体
的
な
能
力
だ
け

で
な
く
予
測
能
力
や
状
況
判
断
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
る
。
以
前
の
拙
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
身
体
や
五
感
全
体
を
活
用
す
る
経

験
の
乏
し
い
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
保
育
の
中
で
身
体
性
に
ひ
び
き
、
社
会
性
を
高
め
る
「
あ
そ
び
う
た
」
の
要
望
に
適

う
作
品
を
中
川
は
創
作
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

子
ど
も
が
あ
そ
び
う
た
を
と
お
し
て
感
じ
た
こ
と
や
考
え
思
い
つ
い
た
こ
と
を
自
己
表
現
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
様
々
な
こ
と
、

例
え
ば
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を
観
察
す
る
目
を
持
つ
こ
と
、
観
察
し
た
上
で
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
考
え

た
り
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
、
友
人
と
の
関
係
性
は
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
と
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
が
楽
し
い
こ
と
を
実
感
で

き
た
子
ど
も
は
、
自
分
が
と
い
う
利
己
的
な
行
動
ば
か
り
を
優
先
せ
ず
、
集
団
の
中
で
の
行
動
の
あ
り
方
を
時
に
泣
い
た
り
怒
っ
た

り
失
敗
し
な
が
ら
学
ん
で
い
く
に
違
い
な
い
。
一
人
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と
共
に
し
な
や
か
に
生
き
る
た
め
の
力
を
備
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

中
川
は
本
書
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
新
し
い
集
団
あ
そ
び
の
う
た
を
創
作
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
成
長
す
る

よ
う
、
生
き
る
力
が
強
ま
る
よ
う
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
あ
そ
び
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
を
追
求
し
て
い
た
。
時
に
真
面
目
す
ぎ
ず
、
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楽
し
く
あ
そ
ん
で
大
人
に
な
っ
て
い
け
る
こ
と
を
、
自
ら
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
て
い
た
こ
と
も
評
価
す
べ

き
点
で
あ
る
。

次
稿
も
、
中
川
『
帰
っ
て
来
た
わ
ら
べ
う
た
』
を
検
証
し
な
が
ら
、「
あ
そ
び
う
た
」
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
き
た
い
。

	

　一

 

中
川
ひ
ろ
た
か
『
中
川
ひ
ろ
た
か
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
』
旬
報
社
、
二
〇
〇
三
年
四
月
、
一
一
六
頁

　一
「
幼
児
と
音
楽
」
創
刊
１
号
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四
年
八
月
、
六
七
頁

早
稲
田
文
学
社
編
『
少
年
文
庫
』
に
関
す
る
ノ
ー
ト

　
　—

童
謡
を
中
心
に—

伊
　
藤
　
か
お
り

一
、
早
稲
田
文
学
社
編
『
少
年
文
庫
』
に
つ
い
て

早
稲
田
文
学
社
編
『
少
年
文
庫　

壱
の
巻
』
は
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
奥
付
の
編
輯
人
は
島
村
瀧

太
郎
（
抱
月
）
で
、
当
時
の
『
早
稲
田
文
学
』
と
同
じ
よ
う
に
金
尾
文
淵
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。「
壱
の
巻
」
と
あ
る
が
、
二
巻
以
降

が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
質
の
編
集
は
小
川
未
明
に
一
任
さ
れ
、
未
明
が
竹
久
夢
二
と
共
に
制
作
に
当
た
っ
た
。

編
集
に
当
た
っ
た
小
川
未
明
、
竹
久
夢
二
、
そ
し
て
四
篇
も
の
童
謡
を
寄
せ
た
相
馬
御
風
が
そ
の
後
、
子
ど
も
の
文
学
に
主
体
的

に
関
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
『
少
年
文
庫
』
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
、『
少
年
文
庫
』
に
関
す
る
研

究
論
文
は
殆
ど
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

『
少
年
文
庫
』
は
全
五
六
篇
の
記
事
か
ら
成
る
。
多
く
の
執
筆
者
が
早
稲
田
大
学
に
所
縁
の
人
々
で
あ
る
。
全
五
六
篇
の
内
、
童
謡

は
一
八
篇
、こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。
坪
内
逍
遥
に
よ
る
訓
話
「
漏
斗
と
な
る
な
、海
綿
と
な
れ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
明
治
二
〇
年
代
前
半
の
少
年
雑
誌
の
つ
く
り
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
お
伽
噺
（
こ
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こ
に
は
童
話
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
）
が
あ
り
、
お
伽
噺
の
大
家
・
巌
谷
小
波
は
勿
論
、
小
川
未
明
も
作
品
を

執
筆
し
た
。
そ
の
他
、
グ
リ
ム
な
ど
西
洋
の
昔
話
の
翻
訳
・
翻
案
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
長
さ
と
し
て
お
伽
噺
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
が
、
竹
久
夢
二
の
小
話
が
あ
り
、
お
伽
噺
よ
り
も
や
や
年
長
者
向
け
の
少
年
小
説
が
あ
る
。
科
学
読
み
物
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
体
裁
を
取
る
凝
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
の
作
品
、
例
え
ば
子
ど
も
の
書
い
た
手
紙
、
絵
、
お
伽
噺
、
短
歌
も
集
め
ら
れ
て
い
る
。

表
紙
・
口
絵
・
挿
絵
・
カ
ッ
ト
は
全
て
竹
久
夢
二
に
よ
る
。

記
事
に
つ
い
て
は
当
時
人
気
の
博
文
館
の
少
年
雑
誌
『
少
年
世
界
』
を
初
め
と
し
た
少
年
雑
誌
に
準
ず
る
も
の
を
揃
え
て
い
る
が
、

広
告
は
出
版
元
の
金
尾
文
淵
堂
の
書
籍
の
み
に
抑
え
ら
れ
、全
体
と
し
て
瀟
洒
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
た
め
の
本
だ
が
、

子
ど
も
が
楽
し
み
学
ぶ
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
子
ど
も
の
世
界
を
感
じ
た
い
大
人
の
た
め
の
本
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
子
ど
も

の
作
品
の
掲
載
の
仕
方
に
拠
る
。子
ど
も
の
創
作
作
品
は
お
そ
ら
く
島
村
抱
月
の
伝
手
を
辿
っ
て
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
。後
年
の『
赤

い
鳥
』
の
よ
う
に
批
評
・
添
削
は
さ
れ
ず
、
書
き
手
の
子
ど
も
の
教
育
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
子
ど
も
の
も
の
の
見
方
を
大
人

が
楽
し
む
た
め
の
記
事
と
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

ま
た
、
少
年
に
特
化
し
つ
つ
あ
っ
た
従
来
の
雑
誌
と
は
異
な
り
、
少
女
も
読
め
る
も
の
が
多
く
、
少
女
向
き
の
も
の
さ
え
あ
る
。『
少

年
世
界
』
の
妹
雑
誌
『
少
女
世
界
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
が
『
少
年
文
庫
』
と
同
年
の
明
治
三
九
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、『
少
年
世
界
』

の
「
少
年
」
に
女
の
子
も
含
む
の
が
建
前
で
あ
っ
た
が
、実
質
は
完
全
に
男
の
子
向
け
の
雑
誌
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
『
少
年
文
庫
』

は
少
女
が
主
人
公
の
お
伽
噺
や
少
女
が
主
体
と
な
る
童
謡
も
複
数
掲
載
し
て
お
り
、
男
女
と
も
手
に
取
り
や
す
い
体
裁
に
な
っ
て
い

た
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

二
、『
少
年
文
庫
』
の
童
謡

『
少
年
文
庫
』
に
は
一
八
篇
の
童
謡
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
記
事
の
総
数
の
三
割
を
占
め
て
い
る
。
小
川
未
明
は
特
に
童
謡

に
力
を
入
れ
て
編
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
か
ら
は
各
作
家
の
作
品
を
見
て
い
く
。

①
相
馬
御
風
の
童
謡

巻
頭
に
「
天
長
節
」、
そ
し
て
「
昨
夜
の
夢
」「
親
子
」、
巻
末
に
は
「
お
月
さ
ま
」
と
題
さ
れ
た
童
謡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭

と
巻
末
の
童
謡
を
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
未
明
の
御
風
に
対
す
る
信
頼
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
御
風
は
早
稲
田
大
学
を

卒
業
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
自
然
主
義
の
論
客
と
し
て
頭
角
を
現
す
の
は
も
う
少
し
先
の
こ
と
で
あ
る
。

御
風
が
『
少
年
文
庫
』
に
寄
せ
た
四
篇
の
童
謡
は
、
御
風
の
童
話
集
『
銀
の
鈴
』（
大
正
一
二
年
）
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
、巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
童
謡
「
天
長
節
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
『
少
年
文
庫
』
の
発
行
が
一
一
月
三
日
の
天
長
節
の
頃
だ
っ

た
の
を
受
け
て
の
作
品
で
あ
る
。

今
朝
の
日
の
出
の
う
つ
く
し
き
／
軒
に
も
う
れ
し
日
の
御
旗
／
め
で
た
い
今
日
の
お
い
わ
い
の
／
歌
は
鳥
さ
へ
う
た
い
ま
す
。

／
／
皆
さ
ん
は
や
く
起
き
い
で
ゝ
／
声
を
そ
ろ
え
て
う
た
い
ま
し
よ
う
／
め
で
た
い
今
日
の
お
祝
の
／
歌
は
天
ま
で
ひ
ゞ
き
ま

す
。
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御
風
の
作
と
し
て
は
珍
し
く
、
子
ど
も
の
本
然
と
い
う
よ
り
も
教
育
的
要
素
を
主
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

「
昨
夜
の
夢
」
と
「
親
子
」
に
は
『
銀
の
鈴
』
に
も
見
ら
れ
た
作
風
が
兆
し
て
い
る
。
次
に
「
昨
夜
の
夢
」
を
挙
げ
て
お
く
が
、
こ

の
作
品
に
は
ま
だ
見
ぬ
世
界
へ
の
子
ど
も
の
憧
れ
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
七
五
調
、
四
行
二
連
の
定
型
詩
と
な
っ
て
お
り
、
子
ど
も
に

親
し
み
や
す
い
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
連
と
第
二
連
と
で
男
の
子
と
女
の
子
、
父
と
母
の
対
比
が
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
銀
の
鈴
』

で
も
お
馴
染
み
で
あ
る
。

昨
夜
の
夢
に
見
た
よ
う
な
／
山
が
近
く
に
あ
る
な
ら
ば
／
お
馬
に
乗
つ
て
ポ
チ
連
れ
て
／
父
さ
ん
僕
は
行
た
い
よ
。
／
／
昨
夜

の
夢
に
見
た
よ
う
な
／
花
が
ど
こ
ぞ
に
あ
る
な
ら
ば
／
人
形
を
連
れ
て
籠
も
つ
て
／
母
さ
ん
妾
摘
み
た
い
の
。

巻
末
の
童
謡
「
お
月
さ
ま
」
も
七
五
調
、
四
行
二
連
の
定
型
詩
と
な
っ
て
い
る
。

兄
さ
ん
早
く
出
て
ご
ら
ん
／
玉
の
よ
う
な
月
が
出
た
／
ア
レ

く
雲
が
に
げ
て
行
く
／
お
月
さ
ま
が
こ
わ
そ
う
に
／
／
姉
さ
ん

早
く
出
て
ご
ら
ん
／
鏡
の
よ
う
な
月
が
出
た
／
ア
レ

く
虫
が
な
い
て
い
る
／
鈴
を
ふ
る
よ
う
な
声
た
て
ゝ

こ
の
作
品
は
巻
頭
の「
天
長
節
」と
対
に
な
る
童
謡
で
あ
る
。「
天
長
節
」が
朝
で
あ
る
の
に
対
し
、「
お
月
さ
ま
」は
夜
を
詠
っ
て
い
る
。

御
風
の
童
謡
で
多
用
さ
れ
る
男
女
の
対
比
が
、
今
回
は
「
兄
さ
ん
」「
姉
さ
ん
」
と
い
う
形
で
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
連
と
第
二

連
で
そ
れ
ぞ
れ
月
が
玉
と
鏡
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
御
神
体
と
し
て
神
社
に
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
月
の
神
聖
さ
が

表
さ
れ
て
い
る
。
第
一
連
で
は
月
の
力
を
表
現
し
、
第
二
連
で
は
秋
の
虫
が
鳴
く
様
子
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
月
を
天
皇
、
虫

を
臣
民
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
薄
田
泣
菫
の
童
謡

薄
田
泣
菫
は
『
暮
笛
集
』（
明
治
三
二
年
）
で
既
に
名
声
を
得
て
お
り
、『
少
年
文
庫
』
に
は
詩
壇
の
第
一
人
者
と
し
て
登
場
し
た
。

三
篇
の
童
謡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
子
守
節
」
と
題
し
た
童
謡
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
詩
の
翻
訳
で
あ
る
。

し
ろ
い
羽
が
ひ
の
母
鳥
が
、
／
し
ろ
い
卵
を
ぬ
く
め
た
に
、
／
出
来
た
雛
は
鶉
斑
の
／
ふ
っ
く
り
と
し
た
羽
わ
い
な
。
／
／
鳶

と
梟
と
蝙
蝠
が
、
／
山
か
ら
里
に
見
に
来
れ
ば
、
／
雛
は
母
御
の
ふ
と
こ
ろ
へ
、
／
そ
ろ
り
と
入
い
て
寝
た
わ
い
な
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
竹
久
夢
二
の
『
ね
む
の
木
』（
大
正
五
年
三
月
、
実
業
之
日
本
社
）
に
酷
似
し
た
童
謡
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

実
際
は
『
少
年
文
庫
』
の
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
夢
二
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
次
に
挙
げ
た
の
は
『
ね
む
の
木
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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白
い
羽
が
ひ
の
母
鳥
が
／
白
い
卵
を
ぬ
く
め
た
に
／
で
き
た
雛
は
う
づ
ら
斑
の
／
ふ
つ
く
ら
と
し
た
羽
根
わ
い
の
。
／
鳶
と
鴉

と
梟
が
／
山
か
ら
里
へ
見
に
き
た
ら
／
雛
は
母
御
の
懐
へ
／
そ
ろ
り
と
入
つ
て
寝
た
わ
い
な
。
一

漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
開
い
た
り
、そ
の
逆
で
あ
っ
た
り
、ま
た
語
尾
に
変
更
を
加
え
た
り
し
て
い
る
が
、薄
田
泣
菫
名
義
の
「
子
守
節
」

に
言
い
回
し
が
酷
似
し
て
い
る
。

さ
ら
に
泣
菫
は
「
子
守
唄
」
と
題
し
て
二
篇
を
寄
せ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
創
作
童
謡
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
七
五
調
の
定
型
詩
で

四
行
二
連
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
次
に
二
つ
の
童
謡
の
そ
れ
ぞ
れ
第
一
連
の
み
を
引
用
し
て
お
く
。

山
の
ふ
も
と
の
水
ぐ
る
ま
、
／
朝
も
夙
う
か
ら
起
き
て
ゐ
る
。
／
今
は
小
供
の
、
あ
の
や
う
に
／
い
つ
も
野
山
で
遊
び
ま
せ
う
。

月
の
お
歳
は
幾
つ
や
ら
、
／
十
三
七
つ
、
お
若
い
に
、
／
な
ぜ
、
ま
た
物
を
思
ふ
げ
に
、
／
ふ
さ
い
で
ば
か
り
お
居
で
や
ら
。

そ
れ
ぞ
れ
水
ぐ
る
ま
と
月
を
主
と
し
て
そ
の
心
情
を
想
像
す
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。「
月
の
お
歳
は
幾
つ
や
ら
」
の
歌
は
、
伝
承

童
謡
を
引
用
す
る
こ
と
で
子
ど
も
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。

③
坪
内
逍
遥
の
童
謡

坪
内
逍
遥
は
明
治
一
八
年
に
『
小
説
神
髄
』
を
発
表
し
て
西
洋
小
説
の
理
念
を
日
本
に
紹
介
し
、
日
本
の
文
学
を
変
革
へ
と
導
い

た
文
学
界
の
重
鎮
で
、『
少
年
文
庫
』
の
親
雑
誌
で
あ
る
『
早
稲
田
文
学
』
を
明
治
二
四
年
に
創
刊
し
た
、い
わ
ば
生
み
の
親
で
も
あ
る
。

後
に
袂
を
分
か
つ
が
、
島
村
抱
月
と
と
も
に
日
本
の
演
劇
を
改
良
し
た
。『
少
年
文
庫
』
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
三
九
年
は
そ
の
半
ば
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

逍
遥
は
こ
こ
に
二
篇
の
童
謡
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
内
の
一
つ
、「
京
人
形
」
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
作
品
の
翻
案
で
あ
り
、
も
ら
っ

た
人
形
が
壊
れ
て
も
大
事
に
す
る
子
ど
も
の
愛
着
を
描
い
て
い
る
。
二
つ
目
は
「
春
の
歌
」
と
題
さ
れ
た
童
謡
で
、
五
行
三
連
、

七
七
調
の
定
型
詩
だ
が
、
各
連
五
行
目
が
破
調
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
連
で
初
春
の
景
色
を
詠
い
、
第
二
連
で
子
ど
も
の
春
の
遊
び

の
様
子
を
描
き
、
第
三
連
で
春
の
盛
り
を
待
つ
楽
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

④
児
玉
花
外
の
少
年
詩

児
玉
花
外
は
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
）
を
中
退
し
て
い
る
。『
新
声
』
の
詩
欄
の
選
者
を
務
め
た
。
明
治
時
代
の
終
わ
り
か

ら
大
正
時
代
に
か
け
て
少
年
詩
で
も
活
躍
し
て
い
る
。

花
外
は
こ
こ
で
は
一
篇
の
少
年
詩
を
寄
せ
て
い
る
。「
太
郎
の
願
ひ
」
と
題
さ
れ
た
詩
は
、
母
を
恋
う
る
太
郎
の
孤
独
と
悲
し
み
が

詠
わ
れ
て
い
る
。

⑤
笹
野
生
の
少
年
詩
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笹
野
生
に
関
し
て
は
不
詳
。
少
年
詩
が
一
篇
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
精
神
一
到
」
と
題
さ
れ
た
少
年
詩
は
、
大
志
を
抱
き
そ
れ
に
向

け
て
一
心
に
努
力
す
る
こ
と
を
少
年
に
勧
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
小
川
未
明
の
童
謡

小
川
未
明
は
『
少
年
文
庫
』
の
実
質
の
編
集
者
で
あ
る
。
こ
の
前
年
、
未
明
は
「
霰
に
霙
」
で
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
、
こ
の
年
、

島
村
抱
月
の
厚
意
で
早
稲
田
文
学
社
に
入
っ
た
。
全
く
の
新
人
に
新
し
い
企
画
が
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
少
年
文
庫
』
は
一
冊
で
終

わ
っ
た
が
、
結
果
的
に
見
れ
ば
こ
の
仕
事
は
未
明
に
と
っ
て
そ
の
後
の
道
を
決
定
す
る
重
要
な
も
の
だ
っ
た
。
未
明
が
最
初
の
童
話

集
（
お
と
ぎ
ば
な
し
集
）『
赤
い
船
』
を
出
す
の
は
、
こ
の
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

未
明
は
編
集
者
と
し
て
『
少
年
文
庫
』
に
最
も
多
く
の
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
散
文
で
は
童
話
「
海
底
の
都
」「
お
山
の
兎
」、
少

年
小
説
「
青
帽
探
検
隊
」、
キ
リ
ス
ト
教
童
話
「
天
女
の
命
令
」（
後
に
「
白
い
百
合
と
紅
い
薔
薇
」
と
改
題
）
の
四
篇
を
未
明
の
署

名
入
り
で
発
表
、
ま
た
、
そ
の
他
の
無
署
名
の
記
事
の
多
く
も
未
明
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

童
謡
も
執
筆
者
中
最
多
の
五
篇
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
タ
イ
ト
ル
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
五
篇
中
四
篇
が『
赤
い
船
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
子
守
唄
」
と
題
さ
れ
た
二
篇
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
の
内
第
一
篇
が
唯
一
『
赤
い
船
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
次
に
全
文

を
引
用
し
て
お
く
。

ね
ん
ね
こ
ろ

く
ね
ん
ね
こ
よ
、

赤
猫
三
疋
子
を
産
ん
で
、
黒
が
一
疋
白
二
疋
、
三
疋
ご
ろ

く
眠
て
ゐ
ま
す
。
ね
ん
ね
は
好
い
子
だ
ね
ん
ね
し
な
、
泣
く
と
赤

猫
飛
ん
で
来
て
、
妨
（
マ
マ
）
や
を
食
て
し
ま
ひ
ま
す
。
ね
ん
ね
こ
ろ

く
ね
ん
ね
こ
よ
。

「
子
守
唄
」
の
第
二
篇
は
『
赤
い
船
』
に
収
録
さ
れ
る
際
、
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。

坊
や
は
好
い
子
だ
ね
ん
ね
し
な
、

泣
く
な
好
い
子
だ
、
ね
ん
ね
し
な
、

月
の
光
を
眺
む
れ
ば
、母
さ
ん
、父
さ
ん
恋
し
い
よ
。
水
の
流
を
眺
む
れ
ば
、母
さ
ん
父
さ
ん
恋
し
い
よ
。
お
守
の
お
里
は
遠
い
国
。

坊
や
は
好
い
子
だ
、
ね
ん
ね
し
な
、
泣
く
な
好
い
子
だ
、
ね
ん
ね
し
な
。
泣
く
と
お
守
が
か
わ
い
そ
う
。

お
守
が
子
ど
も
を
あ
や
し
な
が
ら
父
母
を
懐
か
し
む
唄
で
あ
る
。『
赤
い
船
』
で
は
改
行
が
加
え
ら
れ
詩
と
し
て
の
体
裁
が
整
え
ら

れ
た
。
最
後
の
「
泣
く
と
お
守
が
か
わ
い
そ
う
。」
は
『
赤
い
船
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
余
情
が
増
し
た
。「
か

わ
い
そ
う
」
は
転
じ
て
泣
き
止
ま
な
い
「
坊
や
」
に
対
す
る
憎
し
み
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
削
除
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
お
守
の
「
恋
し
い
」
と
い
う
感
情
か
ら
焦
点
が
そ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

次
い
で
、未
明
は「
童
謡
」と
題
し
て
三
篇
の
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の「
童
謡
」に
は「
わ
ら
べ
う
た
」と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
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伝
承
童
謡
を
一
部
借
り
た
創
作
童
謡
で
あ
る
。
第
一
篇
は
七
五
調
の
定
型
詩
、
第
二
篇
、
第
三
篇
は
自
由
詩
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

次
に
あ
げ
た
の
は
第
二
篇
で
あ
る
。

あ
か
い
雲
、
あ
か
い
雲
、
西
の
空
に
あ
か
い
雲
、

お
ら
が
乳
母
の
お
ま
ん
は
／
ま
だ
年
、
若
い
に
／
嫁
入
の
晩
に
／
海
の
中
に
落
ち
て
／
あ
か
い
雲
に
な
つ
た
。

お
ま
ん
、

く
、

ま
だ
年
、
若
い
に
／
あ
か
い
紅
つ
け
て
、
／
あ
か
い
帯
し
め
て
、
／
か
ら
こ
ん
か
ら
こ
ん
下
駄
は
い
て
／
西
の
お
里
に
嫁
に
い
た
。

あ
か
い
雲
、
あ
か
い
雲
、
西
の
空
の
あ
か
い
雲
。

こ
の
第
二
篇
の
み
が
死
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
未
明
の
小
説
に
も
通
じ
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
第
二

篇
は
「
あ
か
い
雲
」
に
対
す
る
呼
び
か
け
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
第
一
篇
は
「
お
星
様
、
お
星
様
、
何
あ
げ
や
う
」、
第

三
篇
は
「
鎌
の
や
う
な
三
ケ
月
」
と
の
呼
び
か
け
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
夕
方
以
降
の
空
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
呼
び
か
け
て
い
る
。

未
明
の
幽
玄
の
作
風
が
童
謡
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

⑦
竹
久
夢
二

竹
久
夢
二
は
『
少
年
文
庫
』
発
刊
の
前
年
に
早
稲
田
実
業
学
校
を
退
学
す
る
。
こ
の
頃
、
島
村
抱
月
に
見
出
さ
れ
、『
東
京
日
日
新

聞
』
の
コ
マ
絵
の
仕
事
を
紹
介
さ
れ
る
。
竹
久
夢
二
に
と
っ
て
、『
少
年
文
庫
』
は
一
冊
丸
ご
と
の
装
幀
を
任
さ
れ
た
最
初
の
仕
事
と

言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
夢
二
も
『
少
年
文
庫
』
を
皮
切
り
に
、子
ど
も
に
関
わ
る
仕
事
に
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
四
年
後
、
明
治
四
三
年
に
『
絵
物
語　

小
供
の
国
』
を
刊
行
し
、
そ
の
後
も
度
々
、
子
ど
も
を
主
題
も
し
く
は
読
者
対
象
と
し

た
本
を
出
版
す
る
。
大
正
時
代
に
は
雑
誌
『
日
本
少
年
』
の
挿
絵
画
家
の
一
人
に
も
な
っ
た
。

先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夢
二
は
『
少
年
文
庫
』
の
表
紙
・
口
絵
・
挿
絵
・
飾
り
絵
・
コ
マ
絵
の
全
て
を
担
当
し
た
。
そ
の
他
、

散
文
記
事
で
は
軍
事
物
「
東
郷
日
」、「
誰
が
先
に
目
つ
け
た
か
？
」「
冬
の
夜
が
た
り
」「
お
く
り
も
の
」
と
い
っ
た
小
話
、
童
話
「
春

坊
」を
発
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
落
ち
こ
そ
あ
る
も
の
の
起
承
転
結
に
乏
し
い
展
開
で
、ま
さ
に
コ
マ
絵
の
よ
う
な
一
場
の
ス
ケ
ッ

チ
の
よ
う
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

童
謡
と
し
て
は
「
子
守
唄
」
と
題
し
た
二
篇
を
寄
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
『
童
謡　

凧
』（
大
正
一
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。

次
に
あ
げ
る
の
が
そ
の
第
一
篇
で
あ
る
。

桃
栗
三
年
夏
い
く
さ
、
／
村
の
お
糸
は
器
量
よ
し
／
関
東
武
士
に
見
初
め
ら
れ
／
綾
の
手
綱
を
貰
う
た
が
／
帯
に
ま
わ
せ
ば
み

ぢ
か
い
し
／
襷
に
す
る
に
は
長
い
し
、
／
馬
に
や
ろ
う
か
い
ー
や
い
や
／
牛
に
や
ろ
う
か
い
ー
や
い
や
／
奈
良
の
地
蔵
の
鉦
の

緒
に
／
あ
げ
る
途
中
で
日
が
暮
れ
た
。

他
の
作
家
た
ち
が
伝
承
童
謡
の
引
用
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
夢
二
は
伝
承
童
謡
を
あ
る
程
度
忠
実
に
採
録
し
た
と
見
ら
れ

る
。『
童
謡　

凧
』
に
は
日
本
の
伝
承
童
謡
（
わ
ら
べ
唄
）
の
採
録
が
多
く
見
ら
れ
、
夢
二
が
一
貫
し
て
興
味
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
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と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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