
特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」

で
は
、
出
て
く
る
獲
物
が
違
う
話
も
あ
り
ま
す
。

「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
で
は
、
最
後
に
火
事
が
出

る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

　

教
科
書
と
違
う
話
を
知
っ
て
い
る
児
童
が
い
れ

ば
、
そ
れ
を
み
ん
な
に
話
し
て
も
ら
う
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
教
科
書
と
違
う
原
話
を
再
話
し
た
絵

本
や
昔
話
集
を
、
図
書
館
で
借
り
て
き
て
読
む
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
教
科
書
で
の
学
習
を
読
書

に
つ
な
げ
る
と
い
う
点
で
も
、
昔
話
は
よ
い
材
料

に
な
る
は
ず
で
す
。

擬
態
語
・
擬
声
語
や
唱
え
言
葉
、
唄
の
よ
う
な
部

分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
回
の

繰
り
返
し
は
、
昔
話
に
特
有
の
も
の
で
す
。
そ
れ

ら
を
楽
し
む
に
は
、
聞
く
の
が
一
番
で
す
。

　

今
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
声
の
文
化
と
し
て
、
昔

話
は
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
と
い
え
ま
す
。
現
代

社
会
で
は
、
人
間
の
生
の
声
、
話
す
人
の
思
い
や

心
の
籠
も
っ
た
言
葉
・
物
語
な
ど
、
音
と
し
て
の

「
言
葉
の
力
」
に
触
れ
る
機
会
は
、
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
幼
児
期
か
ら
、
テ
レ
ビ
は
も
ち
ろ
ん
、

携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
当
た
り
前

に
あ
る
時
代
で
す
。
想
像
力
を
育
て
る
と
い
う
意

味
で
も
、
そ
の
機
会
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を
耳
で
聞
い
て
、
想
像
し

て
楽
し
む
こ
と
を
ぜ
ひ
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

昔
話
は
、
も
と
も
と
絵
が
付
い
て
い
な
い
も
の

で
す
が
、
教
科
書
に
は
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
物
語
の
ど
の
場
面
な
の
か
、
自
分
が

印
象
に
残
っ
た
場
面
は
ど
こ
な
の
か
な
ど
、
聞
い

て
楽
し
ん
だ
後
に
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。

　

教
科
書
一
年
下
巻
「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う

し
」の
後
に
は
、「
む
か
し
ば
な
し
が　

い
っ
ぱ
い
」

と
い
う
教
材
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
を
使
っ
て
、
教

科
書
に
あ
る
、
日
本
や
外
国
の
昔
話
の
登
場
人
物

が
描
か
れ
た
絵
の
中
か
ら
、
好
き
な
も
の
を
選
ん

で
読
む
と
い
う
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

同
じ
昔
話
を
今
度
は
自
分
で
読
む
、
読

書
と
関
連
づ
け
て
別
の
昔
話
を
読
む
な

ど
と
、
学
習
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

先
生
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
楽
し
ん
だ
後
、
児
童

は
、
自
分
で
も
読
ん
で
み
た
く
な
る
も
の
で
す
。

声
に
出
す
と
、
日
常
と
は
違
う
言
葉
の
お
も
し
ろ

さ
や
響
き
、
繰
り
返
し
な
ど
が
、
い
っ
そ
う
よ
く

分
か
り
、
目
で
読
む
の
と
は
全
く
違
う
楽
し
さ
が

味
わ
え
ま
す
。
ま
た
、
創
作
や
説
明
文
を
読
ん
だ

と
き
よ
り
も
、
読
み
手
に
よ
る
違
い
が
出
る
の
で
、

一
人
一
部
分
ず
つ
で
も
読
み
、
互
い
に
聞
き
合
う

こ
と
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
。

　

教
科
書
に
あ
る
昔
話
と
題
名
は
同
じ
で
も
、
話

の
展
開
や
出
来
事
な
ど
が
少
し
違
う
昔
話
も
あ

　

少
々
間
違
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
先

生
自
身
が
楽
し
む
気
持
ち
を
も
ち
、
心

を
込
め
て
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

昔
話
は
、
語
る
こ
と
で
残
っ
て
き
た
も
の
で
す

か
ら
、
特
定
の
作
者
は
い
ま
せ
ん
。
同
じ
話
で
も
、

語
る
人
や
地
域
に
よ
っ
て
、
言
葉
や
言
い
回
し
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
違
い
が
あ
る
も
の
で
す
。
読
み
方

が
少
々
違
っ
た
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
自
分
流
だ
っ

た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
創
作
も
の

と
違
っ
て
、
昔
話
に
は
、
昔
話
と
し
て
の
様
式
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
勝
手
に
壊
さ
な
い
と
い

う
こ
と
は
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

Ｃ
Ｄ
は
、
何
度
聞
い
て
も
毎
回
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
で
、
こ
れ
は
昔
話
を
楽
し
む
こ
と
に
は
つ

な
が
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
聞
け
ば
覚

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
の
籠
も
ら
な
い
暗

記
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
生
は
、
児
童
に

と
っ
て
何
よ
り
も
身
近
な
存
在
で
す
。
そ
の
先
生

の
声
と
気
持
ち
で
読
ん
で
い
た
だ
く
の
が
一
番
で

す
。
読
み
手
と
聞
き
手
の
心
が
通
じ
合
え
る
の
も
、

昔
話
の
読
み
聞
か
せ
の
よ
さ
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
大
切
な
の
は
、
先
生
が
、
児
童
と
一

緒
に
楽
し
も
う
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
分
で
繰
り
返

し
素
直
に
声
に
出
し
て
読
み
、
人
物
像
や
情
景
を

思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
、
児
童
に
読
ん
で
あ
げ
る
こ
と
で
す
。
そ

う
す
れ
ば
、
少
々
分
か
り
に
く
い
言
葉
が
あ
っ
て

も
、
児
童
は
、
情
景
や
人
物
像
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

学
年
に
応
じ
て
読
み
方
を
変
え
る
必
要
は
、
特

に
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
昔
話
に
は
、
方
言
の
多

い
も
の
、
共
通
語
の
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
方

言
に
慣
れ
な
い
地
域
の
児
童
に
、
方
言
の
多
い

昔
話
を
聞
か
せ
る
と
き
に
は
、
少
し
意
識
し
て
、

ゆ
っ
く
り
読
む
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
方
言
で
表
現

さ
れ
た
、
話
の
背
景
や
人
物
の
気
持
ち
、
日
本
語

の
豊
か
さ
な
ど
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
年
齢
に
関
係
な
く
、「
間ま

」
を

大
切
に
し
て
読
む
こ
と
は
、
聞
き
手
の
理
解
を
助

け
、
想
像
を
広
げ
る
の
に
役
立
ち
、
昔
話
を
い
っ

そ
う
お
も
し
ろ
く
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

ま
ず
は
付
録
に
あ
る
本
文
を
聞
い
て
楽

し
み
、
そ
れ
か
ら
挿
絵
を
使
っ
て
感
想
を

交
流
す
る
と
い
う
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、

ま
ず
は
、「
聞
い
て
楽
し
む
」
こ
と
を
大
切
に
し

て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
昔
話
に
は
、
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昔
話
の
読
み
方
に
自
信
が
あ
り
ま

せ
ん
。
朗
読
Ｃ
Ｄ
な
ど
を
使
っ
て

も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

教
科
書
は
、
ど
の
よ
う
に
活
用
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

教
師
が
読
ん
で
聞
か
せ
た
後
に
、

ど
ん
な
学
習
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。


