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は
じ
め
に

　
昔
話
の
桃
太
郎
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
早
く
滝
沢
馬
琴
が
『
燕
石
雑
誌
』
で
論
じ
、

柳
田
国
男
が
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
で
各
地
に
残
る
昔
話
収
集
の
重
要
さ
を
説
き
、
志

田
義
秀
が
『
日
本
の
伝
説
と
童
話
』
で
再
論
し
て
い
る
。
ま
た
近
く
は
明
大
な
資
料
・

論
考
を
収
集
整
理
し
た
滑
川
道
夫
著
『
桃
太
郎
像
の
変
容
』
が
あ
る
。
し
か
し
、
遠

く
『
風
土
記
』
ま
で
遡
れ
る
「
う
ら
し
ま
」
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
本
然
と
し
た

形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
「
こ
ぶ
と
り
じ
い
さ
ん
」
は
別
格
と
し
て
も
、
コ
寸
法
師
L

等
多
く
の
昔
話
が
中
世
、
室
町
期
に
そ
の
淵
源
を
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
桃

太
郎
は
そ
れ
ら
し
い
資
料
の
片
鱗
さ
え
な
く
、
馬
琴
等
の
探
索
に
か
か
わ
ら
ず
、
確

と
し
た
成
立
の
根
拠
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
私
も
そ
の
上
に
付
け
加

え
る
資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
の
成
立
と
そ
の
昔
話
と
し
て
の

性
格
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
桃
太
部
を
素
材
と
し
た
文
学
は
黄
表
紙
・
合
巻
等
種
々
多
く
あ
る
が
、
そ
の
最
も

古
い
形
は
享
保
の
頃
に
求
め
ら
れ
る
。
　
「
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
」
の
『
洒
落
本
草
斐

紙
集
』
の
解
題
に
、
豆
本
の
「
桃
太
郎
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
近
藤
清
春
画
、

享
保
八
年
正
月
刊
、
江
戸
大
伝
馬
町
の
丸
屋
九
左
衛
門
版
と
い
う
が
、
こ
れ
は
今
日

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
期
に
は
も
う
一
つ
、
子
供
向
き
の
江
戸
版
の
赤
本
が

あ
る
。
藤
田
秀
二
塁
の
「
桃
太
郎
」
で
、
題
籏
に
は
「
む
か
し
く
の
桃
太
郎
」
と

輩
黙
…葬

譲

（題簸）
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（一ウ）（二才）

題
し
、
　
「
ゑ
奥
村
」
と
あ
る
。
　
「
奥
村
」
は
奥
村
政
信
、
俗
称
源
六
、
享
保
頃
の
絵

師
で
書
騨
を
営
む
（
浮
世
絵
類
考
）
。
　
「
ゑ
」
は
題
下
　
の
絵
の
絵
師
で
あ
る
と
と
も

に
、
奥
村
版
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
表
紙
見
返
し
に
「
文
化
十
年
癸
酉
正
月
う
ら
を

う
た
せ
表
装
を
つ
く
ろ
ひ
て
秘
蔵
す
　
桃
太
郎
之
赤
本
古
雅
可
愛
玩
　
式
亭
珍
蔵
」

と
式
亭
三
馬
の
識
語
が
あ
る
。
こ
の
三
馬
の
旧
蔵
本
も
伝
わ
ら
な
い
が
、
　
「
稀
書
複

製
会
本
」
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
応
桃
太
郎
話
の
古
型
と
考
え
る
（
略
称
、
赤

本
）
。
こ
の
外
に
江
戸
鱗
形
屋
版
の
赤
本
と
思
わ
れ
る
『
桃
太
郎
昔
語
』
　
（
東
京
都

立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
・
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
所
収
。
略
称
、
鱗
形
）

が
あ
る
が
、
絵
は
「
赤
本
」
に
倣
っ
た
点
が
見
受
け
ら
れ
、
内
容
的
に
見
て
も
「
鱗

形
」
を
後
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
桃
太
郎
話
を
今
日
の
形
に
定
着
さ
せ
た
の
は

明
治
二
七
年
刊
の
巌
谷
小
波
『
日
本
昔
噺
』
　
（
略
称
、
昔
噺
。
日
本
児
童
文
学
大
系

1
に
よ
る
）
と
言
わ
れ
る
が
、
児
童
文
学
ら
し
い
修
飾
を
施
し
た
叙
述
に
な
っ
て
い

る
。
明
治
期
に
は
早
く
か
ら
唱
歌
・
教
科
書
類
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
は
滑
川
氏
の
大
著
に
資
料
を
あ
げ
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
唱
歌
で
は
三
十
三
年
六
月
刊
『
幼
年
唱
歌
』
　
（
講
談
社
文
庫
『
日
本
の
唱
歌
』

に
所
収
）
の
「
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
」
で
始
ま
る
「
モ
モ
タ
ロ
ウ
」
、
続
い
て

四
十
四
年
五
月
刊
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
　
（
『
続
日
本
歌
謡
集
成
』
第
五
巻
に
所
収
）

の
「
桃
太
郎
さ
ん
／
＼
」
が
今
日
に
ま
で
流
布
し
て
い
る
。
ま
た
地
方
ら
伝
え
ら
れ

た
桃
太
郎
話
と
し
て
は
岩
波
文
庫
『
桃
太
郎
・
舌
き
り
雀
・
花
さ
．
か
爺
一
B
本
の
昔

ば
な
し
（
H
）
一
』
所
載
の
青
森
県
に
伝
え
ら
れ
た
二
話
が
あ
る
（
略
称
、
三
戸
話
・

西
津
軽
話
）
。
さ
ら
に
多
く
の
伝
説
や
研
究
が
あ
る
が
、
煩
項
に
も
な
る
の
で
、
今

は
「
赤
本
」
を
古
態
と
見
て
、
先
ず
「
赤
本
」
の
絵
を
掲
げ
、
そ
の
説
明
の
文
句
を

翻
字
し
、
以
上
あ
げ
た
資
料
と
比
較
し
な
が
ら
、
考
察
す
る
。

桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎

赤
本
は
話
の
筋
も
簡
略
で
、
細
部
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
子
供
に
親
が
語
る

一2一



場
合
は
、
絵
を
見
な
が
ら
そ
れ
を
補
っ
て
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紫
刈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洗
濯

初
丁
表
　
む
か
し
／
＼
ぢ
・
は
や
ま
へ
し
ば
か
り
に
、
ば
・
は
川
へ
せ
ん
た
く
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
桃

　
　
　
　
う
つ
く
し
き
も
・
な
が
れ
来
し
を
と
り
て
か
へ
る
。

　
今
日
の
語
り
出
し
と
同
じ
で
あ
る
が
、
　
「
鱗
形
」
は
「
昔
々
あ
っ
た
と
さ
、
爺
は

山
へ
草
刈
り
に
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
く
子
供
が
「
桃
太
郎
は
お
も
し
ろ
い
」

「
そ
の
あ
と
で
兎
の
手
柄
を
聞
き
た
い
」
　
「
黙
っ
て
聞
け
」
と
言
っ
て
い
る
場
面
を

描
い
て
い
る
。
　
「
赤
本
」
で
は
大
き
な
桃
と
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
婆
の
せ
り

ふ
に
は
「
や
れ
よ
い
も
・
か
な
」
と
あ
る
。
絵
の
桃
は
「
赤
本
」
　
「
鱗
形
」
と
も
に

さ
し
て
大
き
く
な
い
。
　
「
も
一
つ
な
が
れ
て
こ
い
」
と
は
欲
深
い
よ
う
で
あ
る
が
、

「
鱗
形
」
で
は
「
爺
に
し
ん
じ
よ
」
と
付
け
加
え
、
　
『
燕
石
雑
志
』
に
は
「
老
婆
桃

の
実
二
つ
を
得
て
携
え
か
へ
り
て
」
と
あ
る
。
　
「
三
戸
話
」
に
よ
る
と
「
婆
が
洗
濯

し
て
い
る
と
、
上
の
方
か
ら
桃
こ
が
つ
ん
ぶ
ら
っ
ん
ぶ
ら
と
流
れ
て
来
た
そ
う
で
す
。

婆
が
拾
っ
て
喰
っ
て
見
た
ら
、
な
に
も
か
も
う
ま
か
っ
た
そ
う
で
す
’
と
あ
り
、

爺
に
も
持
っ
て
帰
っ
て
食
わ
そ
う
と
思
っ
て
「
う
ま
え
桃
こ
あ
こ
つ
ち
ゃ
来
い
、
に

が
い
桃
こ
あ
あ
っ
ち
ゃ
行
け
」
と
い
う
と
、
大
き
な
う
ま
い
桃
が
、
婆
の
方
に
流
れ

て
来
た
そ
う
で
す
し
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
昔
噺
」
で
も
、
遠
い
水
は
苦
い
、
近
い
水

は
甘
い
と
言
っ
て
桃
を
引
き
寄
せ
る
。
少
し
「
桃
」
に
つ
い
て
の
設
定
は
異
な
る
が
、

「
も
一
つ
な
が
れ
て
こ
い
」
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
話
が
あ
っ
た
と
読
ん
で
よ
い
。

「
ぢ
・
に
お
ま
せ
う
（
や
ろ
う
の
意
）
」
と
あ
る
、
ぢ
・
へ
の
思
い
や
り
も
「
三
戸

話
」
に
同
じ
で
、
爺
の
せ
り
ふ
に
も
「
あ
・
く
た
び
れ
た
、
は
や
く
か
へ
っ
て
ば
・

が
か
ほ
で
も
見
よ
う
」
と
あ
り
、
仲
の
よ
い
老
夫
婦
で
あ
る
と
知
れ
る
。
こ
の
せ
り

ふ
は
今
日
の
昔
話
で
は
語
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
初
丁
裏
と
二
丁
表
は
見
開
き
で
、
桃
太
郎
誕
生
の
場
面
で
、
取
上
婆
が
桃
太
郎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誕
生

産
湯
を
使
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
い
て
あ
り
、
　
「
も
・
太
郎
た
ん
し
ゃ
う
、
ふ
ぎ

や
／
＼
、
ほ
ぎ
や
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
桃
太
郎
は
桃
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
桃
　
　
　
　
服
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若

「
ぢ
・
と
ば
・
も
・
を
ふ
く
し
、
た
ち
ま
ち
わ
か
や
ぎ
て
一
子
を
も
う
け
、
も
・
太

郎
と
な
つ
く
し
と
あ
っ
て
、
若
い
夫
婦
の
姿
が
描
い
て
あ
る
。
　
「
鱗
形
」
に
は
せ
り

ふ
は
な
い
が
、
絵
は
若
返
っ
た
夫
婦
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
若
返
り
型
、
桃
か
ら

生
ま
れ
る
の
を
果
生
型
な
ど
い
う
呼
び
方
も
あ
る
。
先
の
「
昔
噺
」
も
岩
波
文
庫
の

二
話
等
も
桃
か
ら
の
寮
生
型
で
あ
っ
て
、
若
返
り
に
よ
る
誕
生
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

『
燕
石
雑
纂
』
に
は
割
注
で
、
先
の
桃
の
実
持
ち
帰
り
の
後
「
夫
婦
こ
れ
を
食
ふ
に
、

忽
ち
わ
か
や
ぎ
つ
。
か
く
て
一
夜
に
孕
め
る
こ
と
あ
り
て
男
子
を
生
め
り
。
因
り
て

桃
太
郎
と
名
づ
く
と
い
へ
り
’
と
若
返
り
型
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

滑
川
氏
は
近
世
は
多
く
若
返
り
型
で
、
近
代
は
下
生
型
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
「
桃
太
郎
」
の
昔
話
と
し
て
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
が

こ
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
は
出
尽
く
し
た
感
が
あ
る
が
、
そ
の
中

か
ら
適
宣
私
見
に
添
っ
て
敷
草
し
て
み
よ
う
。
果
生
型
は
「
般
的
に
見
れ
ば
、
話
の

型
と
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
か
ぐ
や
姫
の
竹
中
生
誕
、
鴬
姫
の
鴬
の
卵
生
誕

等
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
。
島
津
久
寸
断
『
羅
生
門
の
鬼
』
で
は
、
中
国
・
韓
国
・
東

南
ア
ジ
ア
等
の
話
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
『
燕
石
寸
志
』
で
は
「
桃
浜
の
中
よ
り
児

の
生
れ
し
由
は
所
見
な
し
」
と
し
な
が
ら
も
「
竹
下
の
中
よ
り
児
の
生
れ
た
る
事
は
、

和
漢
に
そ
の
故
事
あ
り
」
と
し
て
『
述
異
記
』
等
お
お
く
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
れ
を
桃
と
し
た
の
は
「
桃
は
弓
木
に
し
て
、
百
丹
精
物
を
殺
す
の
功
あ
れ
ば
な
り
」

と
し
て
い
る
。
　
『
嬉
遊
笑
覧
』
で
も
「
桃
は
五
木
の
精
に
し
て
垂
木
な
り
、
故
に
邪

気
を
圧
伏
し
百
鬼
を
制
す
る
よ
し
漢
土
の
諸
書
載
」
　
（
巻
九
言
語
）
と
同
意
見
で
あ

る
。
例
と
し
て
は
『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
、
中
国
の
西
王
母
伝

説
を
上
げ
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
う
一
つ
加
え
れ
ば
、
桃
は
生
殖
器

そ
の
も
の
を
内
包
し
て
い
る
。
形
が
少
し
い
び
つ
な
た
め
に
、
尻
の
座
り
の
悪
さ
を

意
味
し
て
い
る
桃
尻
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
桃
は
尻
の
形
に
似
て
お
り
、
実

を
割
れ
ば
女
性
性
器
そ
の
も
の
で
あ
る
。
中
野
栄
三
著
『
江
戸
秘
語
事
典
』
に
も
、

桃
花
は
学
行
、
桃
源
は
女
陰
名
と
あ
る
。
桃
か
ら
子
が
誕
生
し
て
も
何
ら
不
自
然
で

は
な
い
。
　
「
桃
か
ら
生
ま
れ
た
」
と
は
、
ま
さ
に
子
の
誕
生
を
桃
に
転
化
し
た
も
の

一3一
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に
ほ
か
な
ら
な
い
。
桃
が
立
派
で
あ
れ
ば
、
立
派
な
子
が
生
ま
れ
る
。
　
「
鱗
形
」
で

は
、
取
上
婆
が
「
こ
の
子
は
強
い
子
じ
ゃ
。
お
れ
が
手
を
は
ね
の
け
も
う
す
」
と
あ

る
。
そ
の
願
い
を
こ
め
た
話
の
型
な
の
で
あ
る
。
異
類
・
異
物
か
ら
生
ま
れ
た
子
は

す
べ
て
超
人
的
な
成
長
を
し
て
、
例
外
は
な
い
。
桃
に
「
仙
」
が
あ
り
、
邪
気
を
払

う
の
で
あ
れ
ば
、
桃
太
郎
は
鬼
を
退
治
す
る
こ
と
の
で
き
る
青
年
と
し
て
成
長
す
る
。

否
、
逆
に
鬼
を
退
治
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
、
そ
の
英
雄
は
、
桃
か
ら
生
ま
れ

た
と
す
る
趣
向
が
出
て
き
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
桃
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
「
赤
本
」

に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
食
し
て
若
返
っ
た
と
す
れ
ば
よ
い
。
桃
は
す
べ
て
の
命
の

根
源
で
あ
る
。
西
王
母
伝
説
そ
の
も
の
が
こ
の
若
返
り
型
で
あ
る
。
桃
の
「
仙
」
の

立
場
か
ら
は
こ
の
型
の
方
が
正
統
で
あ
り
、
今
日
か
ら
見
て
も
合
理
的
に
感
じ
ら
れ

る
。
し
か
し
若
返
り
も
ま
た
同
じ
く
非
現
実
的
と
い
う
な
ら
、
「
桃
か
ら
生
ま
れ
た
」

方
が
よ
り
昔
話
の
型
に
添
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ど
ち
ら
の
型
が
古
い
か
は
別
と
し

て
も
、
果
生
型
が
桃
太
郎
話
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
、
昔
話
と
し
て
の
型
を
人
々
が

好
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
桃
太
郎
の
誕
生
謳
に
は
申
し
子
課
が
な
い
。
　
「
赤
本
」
を
始
め
爺
と

婆
に
は
何
の
指
定
も
な
い
が
、
も
と
も
と
子
は
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
に
な
っ
て
い

る
。
子
の
な
い
夫
婦
は
神
仏
に
申
し
子
を
す
る
の
が
『
一
寸
法
師
』
　
『
浄
瑠
璃
姫
物

語
』
等
室
町
期
の
草
子
や
語
り
物
の
型
で
あ
る
。
上
方
版
「
桃
太
郎
」
　
（
『
絵
本
あ

つ
め
草
』
所
収
・
国
会
図
書
館
蔵
）
は
改
変
が
甚
だ
し
い
作
と
は
い
え
「
た
だ
一
人

の
娘
あ
り
て
男
子
な
き
事
を
嘆
き
、
御
香
之
宮
に
詣
で
」
明
神
よ
り
桃
を
賜
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
　
「
昔
噺
」
で
も
「
其
方
衆
二
人
が
此
年
頃
、
子
供
が
無
い
建
嘆
い

て
居
る
の
を
、
神
様
も
不
便
に
思
召
し
、
則
ち
私
を
授
け
る
程
に
」
と
神
様
か
ら
の

一
方
的
な
申
し
子
で
あ
る
と
桃
太
郎
に
言
わ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
も
小
波
の
付
加

し
た
せ
り
ふ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
本
来
こ
の
話
も
申
し
子
諦
で
あ
る
べ
き
と
の
意

識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
申
し
子
諜
の
な
い
桃
太
郎
話
は
、
中
世
の
昔
話
の
典

気

灘
辮
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萎
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型
的
性
格
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

二
　
気
は
や
さ
し
く
て
力
持
ち

　
赤
本
の
こ
点
鼻
は
桃
太
郎
四
歳
の
時
で
、
な
ん
と
お
じ
い
、
た
く
あ
ん
つ
け
の
い

し
で
も
か
た
て
・
か
ふ
差
し
上
げ
ら
れ
ふ
、
や
い
し
と
大
き
な
石
を
片
手
で
持
ち
上

げ
て
い
る
絵
が
描
い
て
あ
る
。
見
て
い
る
大
人
二
人
も
「
つ
よ
い
が
き
だ
」
　
「
こ
れ

は
な
ら
ぬ
ぞ
、
四
つ
子
の
大
り
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
　
「
三
戸
話
」
に
も
「
だ
ん

く
育
っ
て
力
持
ち
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
」
と
あ
る
。
　
「
気
は
や
さ
し
く
て
」
は
さ

て
措
き
、
こ
こ
で
桃
太
郎
の
少
年
時
代
の
力
持
ち
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
　
「
赤

本
」
で
は
た
く
あ
ん
石
を
持
ち
上
げ
、
「
三
戸
話
」
で
も
「
力
持
ち
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
省
略
し
て
語
る
話
も
あ
る
が
、
異
類
・
異
物
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
、
異
常

な
成
長
を
し
、
異
常
な
能
力
を
発
揮
す
る
。
桃
太
郎
話
も
小
さ
子
課
に
属
す
る
性
格

を
持
ち
、
桃
太
郎
は
い
わ
ば
少
年
英
雄
な
の
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
オ
グ
ナ
（
倭
建
命
）

か
ら
始
ま
り
、
坂
田
金
時
、
牛
若
丸
、
室
町
の
御
伽
草
子
の
『
小
男
の
草
子
』
　
』

寸
法
師
』
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
系
譜
で
あ
る
。
柳
田
国
男
の
「
田
螺
の
長
者
」

に
は
小
泉
小
太
郎
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
系
譜
に
立
て
ば
、
桃
太
郎
の
少
年
英
雄

的
な
性
格
は
、
鬼
征
伐
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
前
提
に
し

た
性
格
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
う
し
た
少
年
英
雄
は
「
気
は
や
さ
し
く
て
」
と
ば
か
り

は
言
え
な
い
。
倭
懸
命
の
よ
う
に
荒
々
し
い
気
性
の
持
ち
主
も
い
る
し
、
一
寸
法
師

の
よ
う
に
悪
知
恵
を
働
か
せ
る
も
の
も
い
る
。
　
「
気
は
や
さ
し
く
て
」
と
は
、
子
供

に
与
え
る
童
話
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
と
し
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
日
本
一
の
黍
団
子

　
「
赤
本
」
の
三
丁
表
は
桃
太
郎
が
鬼
征
伐
を
申
し
出
る
場
面
で
、
立
派
な
青
年
に

　
　
　
　
　
　
　
団
子
　
　
　
　
　
　
　
鬼

な
っ
た
太
郎
が
「
だ
ん
ご
も
っ
て
お
に
が
し
ま
へ
ま
い
り
た
い
」
と
申
し
出
る
の
に

対
し
、
父
が
「
そ
れ
は
よ
し
に
し
や
、
だ
ん
ご
が
す
き
な
ら
こ
し
ら
へ
て
や
り
申
そ

ik．a．

燭＼
・璽

ピ

暴ノ

鍵，

：ζの・

齢＼

こらイマヨコヨロコびい

灘

穫
懸

〉
撫
麗
響

　
，
、
～
、
身
ん
で

　
　
　
グ
A
と

　
ぞ
磨
る

　
　
θ
と
．
る
い蜘×“1　／一

（三ウ）（四才）

一5一

昔
話
「
桃
太
郎
」
の
原
像



白
　
　
方

勝

ふ
し
と
宥
め
、
母
が
「
太
郎
か
は
じ
め
て
の
の
ぞ
み
で
御
ざ
ん
す
、
や
ら
し
や
い
ま

せ
」
と
と
り
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
左
上
に
「
藤
田
秀
始
筆
」
と
あ
る
。

　
三
丁
裏
は
黍
団
子
を
こ
し
ら
え
る
場
面
で
あ
る
。
父
は
「
日
本
】
の
き
び
だ
ん
ご
、

道
中
の
べ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
で
き
る
が
、
ひ
と
り
た
び
が
心
も
と
な
い
」
と
言
い
、

桃
太
郎
が
「
ち
よ
つ
と
丸
ま
る
め
た
」
と
言
う
の
に
対
し
、
母
は
「
よ
く
で
き
ま
し

た
」
と
褒
め
て
い
る
。
父
が
心
配
を
し
、
母
が
気
丈
夫
で
あ
る
の
は
、
世
間
一
般
の

場
合
と
は
逆
で
あ
る
。
父
の
方
が
現
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
桃
太
郎
が
持
参
す
る
黍
団
子
の
性
格
も
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
「
赤
本
」
で
は

「
日
本
一
の
き
び
だ
ん
ご
」
と
言
い
、
猿
も
「
日
本
一
の
き
ひ
た
ん
ご
」
と
言
っ
て

い
る
。
こ
の
黍
団
子
を
道
中
の
弁
当
と
し
て
百
ま
る
め
て
重
箱
に
入
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
道
中
弁
当
で
あ
っ
て
、
今
日
岡
山
で
売
り
出
し
て
い
る
菓
子
の
吉
備
団
子
で
は

な
い
。
こ
の
黍
団
子
を
持
参
す
る
の
は
、
桃
太
郎
だ
け
で
な
く
て
、
広
島
県
に
お
い

て
は
雀
が
黍
団
子
を
持
っ
て
鬼
退
治
に
出
か
け
る
話
を
柳
田
国
男
が
紹
介
し
て
い
る

（
「
昔
話
覚
書
」
猿
と
蟹
）
。
こ
れ
は
桃
太
郎
話
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
が
、
参
考

に
は
な
ろ
う
。
な
お
「
鱗
形
」
で
は
「
十
団
子
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
十
団
子
は
東

海
道
宇
津
谷
峠
の
名
物
で
、
京
都
の
大
仏
餅
（
元
禄
十
七
年
創
業
）
、
江
戸
の
幾
代

餅
（
享
保
末
創
業
）
と
比
べ
ら
れ
て
お
り
、
語
り
手
の
時
点
に
立
っ
て
の
戸
山
か
ら

持
ち
出
し
た
も
の
で
、
桃
太
郎
話
本
来
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
黍
は
『
本
朝
年
鑑
』
に
、
稲
妻
は
う
ま
く
な
い
の
に
対
し
、
　
「
蠕
富
者
状
官
稲
黍

同
、
而
粒
大
骨
赤
而
粘
、
作
餅
及
団
子
而
食
味
美
為
上
鱗
」
と
あ
る
。
団
子
は
こ
の

儒
黍
で
作
る
。
　
「
赤
本
」
に
臼
で
粉
を
挽
い
て
い
る
絵
が
あ
る
が
、
黍
粉
に
し
て
団

子
に
丸
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
団
子
は
多
く
米
の
粉
を
用
い
る
。
十
団
子
に

し
て
も
更
級
団
子
に
し
て
も
し
か
り
で
、
江
戸
時
代
の
随
筆
類
に
は
、
黍
を
団
子
に

作
る
と
は
あ
っ
て
も
「
黍
団
子
」
の
名
で
は
登
場
し
な
い
。
太
田
南
畝
の
『
半
日

閑
話
』
に
、
江
戸
で
桃
太
郎
に
あ
や
か
っ
て
黍
団
子
を
売
り
出
し
た
例
が
あ
る
の
み

で
あ
る
。
桃
太
郎
に
あ
や
か
っ
た
か
ら
売
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え

ば
、
黍
団
子
は
一
般
的
な
食
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
上
々
」
と

は
、
主
に
田
舎
に
お
い
て
神
事
等
事
あ
る
時
の
供
え
物
食
の
意
で
あ
ろ
う
。
黍
そ
の

も
の
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
『
孔
子
家
語
』
に
「
夫
黍
者
五
穀
之
長
楽
」
と
言

わ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
尊
重
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
話
自
身
は
黍
が
尊
重
さ
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
孔
子
の
古
礼
の
尊
重
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
桃
太
郎

話
を
支
え
る
人
達
が
そ
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
当
時
に
お
い
て

は
黍
は
米
を
作
っ
て
も
米
を
食
え
な
い
農
民
の
常
食
で
あ
り
、
粗
食
で
あ
る
。
本
来

な
ら
、
わ
が
子
の
門
出
の
祝
福
し
、
そ
の
弁
当
と
す
る
に
は
米
の
飯
・
団
子
を
持
た

せ
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
　
「
鱗
形
」
が
十
団
子
と
し
た
の
も
そ
の
考
え
に
立
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
三
戸
話
」
に
は
「
こ
っ
ち
の
四
入
は
日
本
一
の
黍
団
子
を
く
っ

て
い
る
の
で
、
何
千
人
力
に
も
強
く
な
っ
て
い
る
の
で
」
と
あ
る
が
、
黍
に
霊
力
が

あ
っ
た
と
す
る
の
は
後
の
付
加
で
あ
ろ
う
。
黍
そ
の
も
の
に
予
祝
す
る
霊
力
が
あ
っ

た
と
い
う
記
述
は
そ
の
ほ
か
の
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

　
要
は
、
黍
団
子
を
「
日
本
一
」
と
呼
ぶ
に
は
違
和
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
「
日
本
一
」
は
「
赤
本
」
の
み
で
は
な
く
、
「
三
戸
話
」
　
「
西
津
軽
話
」

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
「
幼
年
」
も
そ
の
伝
承
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
と
み
て

よ
い
。
　
「
日
本
一
」
は
単
な
る
褒
め
詞
と
い
う
以
上
に
、
伝
承
過
程
に
お
い
て
、
格

別
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。

　
「
日
本
一
」
の
最
も
古
い
用
例
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
大
鏡
』
の

藤
原
管
理
に
対
し
て
「
日
本
第
一
の
御
手
の
お
ぼ
え
は
こ
の
・
ち
と
り
給
へ
り
し
」

で
、
そ
の
後
も
頻
出
す
る
が
、
近
世
初
期
に
は
「
天
下
一
」
を
称
号
を
唱
え
る
職
人
・

芸
人
が
多
か
っ
た
（
天
和
二
年
・
一
六
八
二
禁
止
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
最
大
級
の
ほ

め
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
か
が
黍
団
子
に
用
い
て
い
る
。
予
祝
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
こ
の
「
日
本
一
」
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
団
子
に
し
た
こ
と
に
あ
る
で

あ
ろ
う
。
円
い
形
は
円
満
、
充
足
等
、
縁
起
の
よ
い
形
で
あ
る
。
　
「
上
僕
」
と
し
た

の
も
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
日
本
一
」
と
称
え
る
こ
と
で
予
祝
は
成
る
。
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黍
団
子
は
む
し
ろ
日
常
に
お
い
て
も
米
の
飯
を
食
え
ず
、
米
の
飯
を
持
た
せ
る
余

裕
の
な
か
っ
た
農
民
の
実
情
か
ら
出
た
と
思
わ
れ
、
　
「
日
本
一
」
は
こ
れ
を
殊
更
に

予
祝
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
解
す
る
と
、
　
「
日
本
一
の
黍
団
子
」
に

は
、
貧
し
く
し
て
我
が
子
を
送
り
出
す
せ
め
て
も
の
心
や
り
、
そ
の
親
心
が
こ
も
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
言
葉
が
後
々
ま
で
も
流
布
し
た
の
は
、
単
に
教
科
書
・

唱
歌
等
に
よ
る
桃
太
郎
話
や
宣
伝
文
句
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

と
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
と
も
、
こ
の
語
感
の
う
ち
に
人
々
は
貧
し
い
親
た
ち
の
子
へ

の
思
い
を
感
じ
取
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
桃
太
郎
が
一
人
で
鬼
退
治
に
出
か
け
る
こ

と
自
体
無
茶
な
こ
と
で
あ
る
。
　
「
赤
本
」
で
は
母
は
、
桃
太
郎
が
始
め
て
言
い
出
し

た
こ
と
だ
か
ら
と
執
り
成
し
て
い
る
が
、
少
年
英
雄
の
性
格
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ

の
自
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
人
で
旅
立
つ
桃
太
郎
は
、
鬼
退
治
と
い
う
よ

り
、
よ
く
言
え
ば
武
者
修
行
の
感
が
強
い
。
柳
田
国
男
は
、
桃
太
郎
が
成
年
を
迎
え

て
の
求
婚
讃
が
欠
け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
旅
立
ち
か
ら
真
っ
す
ぐ
に
鬼
が
島
へ

向
か
う
こ
と
の
不
自
然
さ
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
求
婚
課
が
あ
っ
た
と
い

う
証
拠
は
な
い
。
本
来
な
ら
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
で
は
欠
け
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
昔
話
の
法
則
を
あ
え
て
無
視
し
て
鬼
退
治
が
構
想
さ
れ

た
と
も
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
無
理
が
否
応
な
く
桃
太
郎
の
旅
立
ち
の
姿
に
残

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
「
幼
年
」
の
「
鬼
が
島
を
ば
う
た
ん
と
て
、
勇
ん
で

家
を
出
掛
け
た
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
単
純
に
過
ぎ
て
、
こ
の
話
の
持
っ
て

い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
切
り
捨
て
て
い
る
。
鬼
が
島
に
向
か
う
桃
太
郎
の
後
ろ
姿
に
は
、

武
者
修
行
と
い
う
よ
り
、
一
旗
上
げ
よ
う
、
一
儲
け
し
ょ
う
と
い
っ
た
当
て
も
な
い

旅
に
出
る
一
匹
狼
の
姿
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
桃
太
郎
が
鬼
退
治
の
出
発
に
当
っ
て
鬼
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
「
鱗
形
」
も
「
三
戸
話
」
　
「
西
津
軽
話
」
ま
た

教
科
書
・
唱
歌
も
共
通
し
て
い
る
。
　
「
三
戸
話
」
に
な
る
と
、
爺
は
桃
太
郎
の
年
の

至
ら
ぬ
こ
と
の
み
を
心
配
し
て
お
り
、
鬼
の
悪
事
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
触
れ
な
く

て
も
、
鬼
は
悪
事
を
な
す
と
い
う
既
成
概
念
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ

う
が
、
そ
の
事
実
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
大
江
山
」
等
に
よ
る
既
成
概
念
だ
け
で

退
治
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
鬼
も
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
　
「
昔
噺
」
で
桃
太
郎

が
「
我
皇
神
の
皇
化
に
従
は
ず
、
却
て
此
芦
原
の
国
に
冠
を
為
し
、
」
と
言
い
、
爺

も
「
鬼
め
を
退
治
て
禍
を
除
き
、
皇
国
を
安
寧
を
計
る
が
よ
い
」
と
言
っ
て
い
る
の

は
、
明
治
政
府
の
国
策
に
添
っ
た
小
波
の
さ
か
し
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
下
剋

上
の
戦
乱
期
で
は
善
も
悪
も
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
勝
て
ば
官
軍
、
カ
あ
る

も
の
が
世
を
制
す
る
時
代
で
あ
る
。
　
「
昔
噺
」
の
よ
う
に
、
ま
た
N
H
K
の
大
河
ド

ラ
マ
の
主
人
公
が
口
に
す
る
「
平
和
な
世
を
実
現
す
る
た
め
に
戦
う
」
な
ど
と
い
う
、

大
東
亜
戦
争
中
に
よ
く
聞
い
た
せ
り
ふ
の
よ
う
な
、
確
と
し
た
目
的
も
正
義
も
あ
っ

て
桃
太
郎
は
兵
を
起
こ
し
、
戦
さ
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
確
な
鬼
退
治
の
目
的

も
示
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
桃
太
郎
は
鬼
退
治
に
出
か
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
話
の

簡
略
化
で
あ
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
肝
心
な
話
の
要
素
を
落
と
し
て
い
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ず
、
こ
こ
は
も
と
も
と
こ
う
い
う
形
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
戦
国
期

の
若
者
が
一
獲
千
金
を
夢
見
て
旅
立
つ
姿
が
反
映
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
家
来
に
な
っ
た
犬
・
雑
子
・
猿

　
「
赤
本
」
の
四
丁
表
は
「
も
・
太
郎
嶋
わ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
出
発
し
た
桃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
が
犬
猿
駅
子
を
伴
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
桃
太
郎
が
「
な
ん
じ
ら
と
も
を
せ
よ
、

　
　
　
　
随
分

い
ぬ
さ
る
す
い
ぶ
ん
な
か
よ
く
ま
し
よ
」
と
言
う
の
に
対
し
、
猿
は
「
日
本
一
の

き
ひ
た
ん
ひ
ご
、
二
三
十
く
だ
さ
れ
、
御
と
も
申
ま
せ
う
」
と
答
え
、
そ
れ
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
欲
　
　
　
深

維
子
は
「
さ
る
と
は
よ
く
の
ふ
か
ひ
、
ひ
と
つ
下
さ
れ
、
御
と
も
申
さ
ん
」
と
言
い
、

犬
は
「
さ
る
を
か
わ
い
が
ら
し
ゃ
る
よ
り
、
い
ぬ
を
か
わ
い
が
っ
て
（
欠
字
・
団
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
ひ
と
つ
く
だ
さ
れ
、
御
を
ん
ほ
う
じ
に
御
と
も
い
た
さ
ん
」
と
、
三
者
三
様
の
答

え
方
を
し
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。
猿
が
欲
の
深
い
と
こ
ろ
を
見
せ
、
雄
子
は
猿
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方

勝

を
批
判
し
、
犬
は
殊
更
に
桃
太
郎
に
取
り
入
っ
て
家
来
の
寵
を
争
っ
て
い
る
。
・
王
従

の
美
徳
と
き
れ
い
ご
と
で
は
す
ま
せ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
桃
太
郎
が
伴
と
し
た
の
は
右
の
三
匹
で
あ
る
が
、
動
物
を
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
も

『
西
遊
記
』
を
始
め
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
動
物
が
敵
（
鬼
）
を
倒
す
の
に
活
躍
す

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
　
『
燕
石
畠
中
』
以
来
種
々
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
な
ら
他
に
も
い
る
で
あ
ろ
う
に
、
な
ぜ
犬
・
猿
・
雄
子
な
の
か
と
い
う
こ

と
な
ら
、
引
算
す
る
ほ
か
な
い
。
犬
よ
り
狼
が
強
い
と
は
言
え
る
が
、
狼
は
人
間
に

も
敵
対
す
る
。
維
子
よ
り
鷲
が
強
い
と
は
言
え
て
も
、
人
に
馴
れ
な
い
。
木
に
登
る

こ
と
の
で
き
る
動
物
は
他
に
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
猿
ほ
ど
に
活
躍
の
で
き
る
も
の

は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
消
去
し
て
い
け
ば
、
こ
の
三
匹
が
残
る
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
人
間
で
は
な
く
動
物
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
童
話
的

昔
話
で
あ
る
と
言
う
ほ
か
な
い
。
当
然
そ
こ
に
擬
人
化
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
言
う

の
が
強
す
ぎ
る
な
ら
、
そ
こ
に
人
間
の
面
影
を
見
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
い
く
ら
敵
対
心
の
強
い
動
物
と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
で
ど
れ
ほ
ど
の
役

に
立
つ
か
、
心
も
と
な
い
。
殊
に
犬
と
猿
と
は
「
犬
猿
の
仲
」
で
あ
る
。
性
格
の
違

う
お
伴
で
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
と
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
赤
本
」
で
は
既
に
団
子

の
数
を
争
っ
て
も
い
る
。
近
代
に
な
る
と
、
　
「
三
戸
話
」
　
「
西
津
軽
話
」
ま
た
教
科

書
・
唱
歌
等
は
皆
「
一
つ
」
‘
で
、
　
「
昔
噺
」
の
み
は
桃
太
郎
が
け
ち
っ
て
「
半
分
」

で
あ
る
が
、
三
匹
を
平
等
に
扱
っ
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
「
仲
よ
く
お
供
す
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
方
が
鬼
を
討
つ
に
は
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
「
赤
本
」
は
な
ぜ

に
不
協
和
音
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
三
匹
に
擬
人
化
を
見
る
の
で
あ

れ
ば
、
黍
団
子
を
多
く
欲
し
が
る
猿
、
団
子
を
差
し
置
い
て
取
り
入
ろ
う
と
す
る
犬

に
、
ち
ょ
っ
と
羽
振
り
を
き
か
す
武
将
に
群
が
っ
て
く
る
野
武
士
た
ち
、
或
い
は
浪

人
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
蜂
須
賀
小
六
程
度
の
男
と
そ
れ
に
群
が
っ

て
い
る
家
来
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
赤
本
」
の
桃
太
郎
と
三
匹
の
動
物
に
は
、
　
獲
千
金
を
夢
見
て
下
剋
上
の
世
に

生
き
る
戦
国
期
の
野
武
士
の
面
影
が
窺
え
る
。
団
子
を
一
つ
に
統
一
す
る
の
は
、
後

代
の
さ
か
し
ら
で
し
か
な
い
。
　
「
幼
年
」
の
「
ナ
サ
ケ
ニ
ツ
キ
ク
ル
」
と
い
っ
た
恩

に
よ
る
主
従
の
関
係
で
は
な
い
。
　
「
赤
本
」
の
犬
は
御
恩
を
報
じ
よ
う
と
は
言
っ
て

い
る
が
、
団
子
と
の
交
換
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
契
約
の
上
に
成
り
立

つ
主
従
関
係
で
あ
る
。
黍
団
子
一
つ
で
主
従
の
恩
を
説
く
の
は
、
江
戸
期
以
降
の
考

え
方
で
あ
ろ
う
。
　
「
赤
本
」
の
三
匹
の
態
度
に
は
、
・
王
従
と
し
て
従
い
な
が
ら
も
お

の
れ
の
立
場
を
持
し
て
い
る
姿
が
窺
え
る
。

五
　
鬼
か
ら
と
っ
た
宝
物

　
「
赤
本
」
の
四
丁
裏
と
五
丁
表
は
見
開
き
で
、
鬼
が
島
討
ち
入
り
の
場
面
で
あ
る
。

桃
太
郎
が
門
を
押
し
て
い
る
の
は
門
破
り
の
体
で
、
　
「
は
ん
く
わ
い
あ
さ
い
な
、
ふ

た
り
ま
へ
の
門
や
ぶ
り
、
い
で
も
の
み
せ
ん
と
い
ふ
ま
・
に
わ
り
入
一
と
あ
る
。
猿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
　
　
　
　
　
勢

犬
維
子
と
も
に
桃
太
郎
の
後
ろ
に
控
え
、
面
子
は
「
親
方
、
そ
こ
ら
で
ち
か
ら
一
せ

　
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼

い
た
て
た
の
み
ま
す
」
と
言
い
、
犬
は
「
か
た
は
し
か
ら
お
に
と
も
を
か
み
ひ
し
い

で
く
れ
ん
」
と
言
い
、
猿
は
「
き
や
っ
き
や
と
い
ふ
て
も
、
を
い
ら
は
な
ら
ぬ
事
だ
」

と
言
っ
て
お
り
、
駆
け
登
っ
て
内
側
か
ら
門
を
開
い
た
形
跡
は
な
い
。
鬼
の
側
は
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
破
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼
　
　
若
　
　
衆

に
鬼
の
家
来
が
集
ま
り
「
や
れ
、
も
ん
を
や
ふ
ら
せ
る
な
」
「
お
に
わ
か
し
ゆ
が
き
た
」

「
あ
・
く
た
び
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
五
丁
裏
は
、
鬼
の
親
分
が
組
み
ひ
し
が
れ
、
子
分
ど
も
が
降
参
し
て
宝
物
を
並
べ

て
い
る
場
面
で
、
台
の
上
に
金
銀
の
詰
っ
た
と
思
わ
れ
る
袋
や
打
出
の
小
槌
、
右
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宝

に
は
反
物
が
つ
ん
で
あ
る
。
桃
太
郎
が
「
た
か
ら
は
そ
れ
き
り
か
、
や
い
」
と
言
う

　
　
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
　
　
　
　
出

と
「
い
の
ち
に
は
か
へ
ら
れ
ぬ
、
み
ん
な
た
せ
」
と
親
方
の
鬼
が
言
い
、
　
「
た
か
ら

も
の
、
の
こ
ら
ず
さ
し
上
ま
す
、
お
や
か
た
を
御
身
め
ん
」
と
子
分
が
親
方
の
命
乞

い
を
し
て
い
る
。
　
「
も
・
太
郎
、
た
か
ら
物
を
得
て
、
本
こ
く
に
か
へ
る
」
で
終
っ

て
い
る
。
こ
の
宝
物
を
車
に
積
ん
で
「
え
ん
や
ら
や
」
と
曳
い
て
帰
る
の
は
教
科
書
・

唱
歌
で
あ
る
。
そ
れ
で
爺
と
婆
が
「
】
生
安
楽
」
に
暮
し
た
の
は
「
三
戸
話
」
で
あ
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り
、
　
「
い
つ
ま
で
も
な
が
く
暮
し
た
」
の
は
「
西
津
軽
話
」
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
鬼
が
島
遠
征
が
何
に
拠
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
『
保
元
物
語
』

古
活
字
本
の
「
為
朝
鬼
が
島
に
渡
る
事
井
び
に
最
後
の
事
」
を
上
げ
る
。
　
「
桃
太
郎

島
渡
り
」
に
対
し
て
は
御
伽
草
子
の
『
御
曹
子
嶋
渡
』
が
あ
る
が
、
義
経
が
渡
っ
た

ゑ
ぞ
が
嶋
は
鬼
の
嶋
で
、
大
王
は
「
十
六
丈
の
せ
い
に
て
、
手
足
は
八
つ
、
角
は
三

十
」
と
い
っ
た
姿
で
あ
る
。
宝
物
に
つ
い
て
は
『
保
元
物
語
』
で
は
「
昔
ま
さ
し
く

鬼
神
な
り
し
時
は
、
隠
れ
蓑
・
隠
れ
笠
・
浮
び
履
・
沈
み
履
・
剣
な
ど
い
ふ
宝
」
が

あ
っ
た
が
、
　
「
今
は
果
報
つ
き
て
、
宝
も
う
せ
、
形
も
人
に
に
り
て
」
あ
る
と
言
う
。

『
御
曹
子
嶋
渡
』
に
も
「
石
の
倉
」
が
あ
り
、
兵
法
の
秘
書
を
収
め
た
金
の
箱
が
あ

る
。
他
に
多
く
の
宝
物
も
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
鬼
が
宝
物
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
が
、
為
朝
は
島
人
を
征
し
、
貢
物
を
収
め
よ
と
い
っ
て
帰
り
、
義
経
も

逃
げ
帰
っ
て
お
り
、
二
人
と
も
宝
物
を
欲
し
が
っ
て
は
い
な
い
。

　
鬼
退
治
の
あ
る
の
は
『
酒
呑
童
子
』
で
、
桃
太
郎
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
べ
き
根
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方

勝

拠
を
提
供
す
る
の
は
こ
の
鬼
で
あ
る
。
し
か
し
『
酒
呑
童
子
』
の
鬼
は
京
よ
り
若
き

美
女
を
略
奪
し
し
て
い
る
が
、
宝
物
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
頼
光
・
四
天
王

は
擢
わ
れ
た
美
女
の
救
出
が
主
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
に
見
る
と
、
鬼
は
恐
怖
と
邪
悪
の
存
在
で
あ
っ
た
と
ば
か
り
は
言
え
な

い
。
御
伽
草
子
『
一
寸
法
師
』
の
鬼
の
よ
う
に
、
結
果
的
に
は
福
を
も
た
ら
す
鬼
も

い
る
。
不
思
議
な
能
力
を
持
ち
、
打
出
の
小
槌
を
持
っ
て
い
る
。
鬼
の
王
国
は
こ
ち

ら
か
ら
攻
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
独
立
国
と
し
て
存
在
し
、
　
『
保
元
物
語
』
の
鬼
が

島
の
よ
う
に
自
然
消
滅
す
る
も
の
も
あ
る
。
　
『
酒
呑
童
子
』
を
除
い
て
は
、
特
に
征

伐
さ
れ
る
必
要
の
な
い
存
在
で
あ
る
。

　
「
赤
本
」
の
桃
太
郎
が
親
に
申
し
出
た
時
に
「
だ
ん
ご
も
っ
て
お
に
が
し
ま
へ
ま

い
り
た
い
」
と
言
っ
て
、
鬼
の
邪
悪
と
も
退
治
し
よ
う
と
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
は

先
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
語
り
手
も
鬼
が
邪
悪
で
あ
る
と
は
始
め
か
ら
考
え
て
い

な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
鬼
は
邪
悪
な
手
段
で
な
く
て
も
宝
物
の
所
有
は
可
能
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
桃
太
郎
は
宝
物
を
得
よ
う
と
し
て
鬼
退
治
に
出
か
け
た
の
か
、
邪

悪
な
鬼
退
治
を
目
的
と
し
て
結
果
的
に
宝
物
が
手
に
入
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
当
然

前
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鬼
が
簡
単
に
宝
物
の
提
供
に
応
じ
て
く
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
武
力
行
使
は
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
鬼
自
身
邪
悪
で
は
な
い

と
し
た
ら
、
鬼
の
方
は
迷
惑
で
あ
る
。
鬼
は
宝
物
を
持
っ
て
お
り
、
後
に
は
そ
れ
は

不
正
な
手
段
で
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
邪
悪
の
看
板
を
付
け
ら

れ
て
征
伐
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
宝
物
を
得
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
爺
と
婆
の
立
場
か
ら
は
、
桃
か
ら

生
ま
れ
た
異
常
出
生
の
少
年
英
雄
が
宝
物
を
得
て
帰
る
物
語
は
致
富
課
の
性
格
を
持

つ
。
鬼
に
と
っ
て
は
迷
惑
で
も
、
桃
太
郎
の
活
躍
は
致
富
を
夢
見
る
人
々
に
よ
っ
て

こ
の
話
は
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
致
富
謂
は
単
純
で
は
な
い
。
　
「
赤
本
」
の
桃
太
郎
は
鬼
に
向
っ
て

「
た
か
ら
は
そ
れ
き
り
か
、
や
い
」
と
欲
の
皮
の
張
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
鬼

の
方
か
ら
宝
物
を
出
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
桃
太
郎
の
方
か
ら
宝
物
を
皆
出
せ
と
言

う
の
は
「
赤
本
」
の
み
で
あ
る
。
桃
太
郎
に
し
て
は
少
々
品
の
な
い
言
い
方
と
思
わ

れ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
の
せ
り
ふ
で
は
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
も
鬼
退
治
の
正
義

は
さ
て
お
き
、
宝
物
に
ば
か
り
目
の
行
っ
て
い
る
桃
太
郎
の
姿
が
あ
る
。
桃
太
郎
に

は
、
や
は
り
と
れ
る
時
に
は
と
っ
て
お
く
と
い
う
野
武
士
ら
し
い
姿
が
感
じ
ら
れ
る
。

今
日
流
に
言
え
ば
、
略
奪
で
あ
り
、
侵
略
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
戦
国

期
の
論
理
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

む
　
す
　
び

　
「
赤
本
」
は
子
供
向
き
の
絵
本
で
あ
り
、
筋
書
も
せ
り
ふ
も
簡
略
で
、
こ
れ
の
み

で
論
ず
る
危
険
性
は
あ
る
が
、
や
は
り
桃
太
郎
話
の
古
態
を
伝
え
た
も
の
と
見
て
よ

い
。
そ
の
性
格
か
ら
見
る
と
、
桃
太
郎
話
は
戦
国
期
の
面
影
が
濃
厚
に
窺
わ
れ
る
。

御
伽
草
子
等
を
基
盤
と
は
し
て
い
て
も
、
御
伽
草
子
的
で
は
な
い
。
宝
物
に
打
出
の

小
槌
や
隠
れ
蓑
等
を
入
れ
る
の
は
、
後
の
語
り
手
の
御
伽
草
子
的
修
飾
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
成
立
を
言
う
な
ら
、
戦
国
末
期
か
、
そ
の
余
波
の
残
る
江
戸
時
代
初
期
と

す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
桃
太
郎
話
の
基
本
的
性
格
は
致
富
謳
で
あ
り
、
貧
し
い
農
民
が
男
子
に
託

し
て
よ
い
暮
し
を
夢
見
た
物
語
で
あ
る
。
し
か
も
戦
国
期
の
下
剋
上
の
世
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
現
実
性
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
　
「
日
本
一
の
黍
団
子
」
に
親
心
も
込

め
て
、
人
の
心
を
と
ら
え
、
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
　
『
酒
呑
童
子
』
等
の

鬼
退
治
と
い
う
趣
向
に
拠
っ
た
た
め
、
ど
う
し
て
も
略
奪
・
侵
略
の
趣
が
出
た
の
は

い
た
し
か
た
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
小
波
が
過
度
に
ま
で
児
童
文
学
的
修
飾

を
加
え
た
た
め
に
、
そ
の
趣
は
倍
加
さ
れ
た
。
明
治
以
後
は
小
学
校
唱
歌
・
教
科
書

は
単
純
化
し
て
、
　
「
赤
本
」
の
持
つ
戦
国
期
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
切
り
捨
て
た
が
、

そ
れ
で
も
小
波
の
「
昔
謳
」
よ
り
は
罪
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

桃
太
郎
話
が
今
後
生
き
て
い
く
意
義
は
薄
く
な
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
五
年
四
月
二
十
六
日
受
理
）
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