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グ
リ
ム
兄
弟
（
兄
・
ヤ
ー
コ
プ
、
弟
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
が
グ
リ
ム
童
話
集

（『
グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ

た
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
メ
ル
ヒ

ェ
ン
集
』）
の
第
一
版
を
世
に
出
し
た

の
は
、
一
八
一
二
年
十
二
月
二
〇
日
。

売
れ
行
き
に
自
信
の
あ
っ
た
出
版
社

が
、
な
ん
と
か
ク
リ
ス
マ
ス
に
と
種
々

工
面
し
た
ぎ
り
ぎ
り
の
出
版
で
あ
っ

た
。
発
行
部
数
も
わ
ず
か
九
百
部
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
一
八
五
七
年
の

第
七
版
ま
で
、
兄
弟
の
名
の
も
と
主
に

ヴ
ェ
ル
ヘ
ル
ム
に
よ
っ
て
手
を
加
え

ら
れ
て
い
く
。
話
数
は
最
初
の
八
六
話

か
ら
版
を
重
ね
る
た
び
に
増
加
。
一
八

五
〇
年
の
六
版
で
二
〇
〇
話
に
揃
え

ら
れ
、
そ
の
数
は
最
終
七
版
に
そ
の
ま

ま
引
き
継
が
れ
る
。
そ
の
間
四
五
年

延
々
と
修
正
・
出
版
し
続
け
、
一
八
五

九
年
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
死
に
よ
っ
て

昔
話
と
そ
の
時
代
・
序
（
中
） 

―
 

グ
リ
ム
童
話
集
に
つ
い
て ―

 

終
止
符
が
打
た
れ
る
。 

こ
の
時
代
、
一
七
八
九
年
に
始
ま
る

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
か
ら
登
場
し
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
皇
帝
に
の
ぼ
り
つ
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
を
目
論
ん
で
各
地

に
遠
征
。
ロ
シ
ヤ
遠
征
の
失
敗
や
ナ
ポ

レ
オ
ン
軍
に
侵
略
さ
れ
た
こ
と
で
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
た
諸
民
族

の
一
斉
蜂
起
な
ど
で
失
脚
。
そ
の
後
の

ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
逆
戻
り
す

る
。
三
五
の
君
主
国
と
四
っ
つ
の
自
由

都
市
か
ら
成
り
立
つ
ド
イ
ツ
も
そ
の

混
乱
の
渦
に
当
然
巻
き
込
ま
れ
る
。 

そ
う
し
た
時
代
と
国
に
グ
リ
ム
兄

弟
は
生
き
た
。
小
君
主
国
い
く
つ
か
の

図
書
館
や
大
学
に
か
か
わ
り
、
兄
は
パ

リ
に
も
何
年
か
滞
在
す
る
。
才
能
豊
か

な
上
に
勤
勉
で
謙
虚
な
二
人
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
で
学
者
と
し
て
大
き
く
確

か
な
成
果
を
残
し
て
い
く
。
グ
リ
ム
童

話
集
も
ま
た
否
応
な
し
に
時
代
と
国

の
在
り
様
の
中
で
生
ま
れ
た
兄
弟
の

大
き
な
業
績
の
一
つ
で
あ
る
。 

ヤ
ー
コ
プ
は
「
民
間
伝
承
は
書
か
れ

た
記
念
日
の
説
明
の
た
め
に
使
う
」
と

書
く
。
そ
れ
を
小
澤
俊
夫
さ
ん
は
『
グ

リ
ム
童
話
考
』
の
中
で
「
国
家
の
歴
史

と
か
、
書
か
れ
た
記
念
碑
的
な
も
の
の

説
明
の
た
め
に
使
う
こ
と
」
と
解
説
し

て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
・
書
か
れ

語
ら
れ
た
記
念
碑
的
な
も
の
に
は
、
民

衆
の
些
細
な
日
常
の
中
の
大
き
な
意

味
も
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
愛
郷
・

愛
国
の
想
い
の
強
か
っ
た
兄
弟
に
と

っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
遠
征
と

そ
の
後
の
数
年
は
被
侵
略
の
直
接
体

験
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
童
話
集
作
成
の

思
い
に
無
関
係
だ
っ
た
と
は
考
え
に 

く
い
。
そ
れ

を
中
心
の

一
つ
に
据

え
る
の
は

危
険
だ
が
、

検
証
し
た

い
課
題
で

は
あ
る
。 

久
し
ぶ
り
に
リ
ア
ル
〝
お

や
げ
ね
ー
〟
を
聞
い
た
。

近
ご
ろ
、
と
ん
と
耳
に
す

る
こ
と
は
な
い
。
80
代
篤

農
家
の
口
か
ら
出
る
「
お

や
げ
ね
ー
」
は
、
ズ
シ
ン
と 

心
に
響
く
▼
東
信
地
方
に
伝
わ
る
「
親

気
無
え
」
は
、
同
じ
く
「
か
わ
い
そ
う
」

を
意
味
す
る
「
も
ー
ら
し
ー
」
と
も
表
現

さ
れ
、
主
に
北
信
地
方
で
使
わ
れ
て
き 

た
▼
ム
ゴ
イ
（
酷
い
）→

モ
ゴ
イ→

ム
ゴ
タ
ラ
シ

→

モ
ゴ
タ
ラ
シ
ー→

モ

ゴ
ラ
シ
ー→

モ
ー
ラ
シ

ー
の
よ
う
に
変
化
し
て

き
た
の
で
は
な
い
か
と 

い
わ
れ
る
。
彼
岸
に
い
る
伯
母
の
「
も
ー

ら
し
ね
ー
」
の
声
を
し
み
じ
み
と
思
い

だ
す
▼
一
方
、
先
人
た
ち
の
貴
重
な
遺

産
で
も
あ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
方
言
や
、

琴
線
に
触
れ
る
よ
う
な
繊
細
な
言
葉
遣

い
は
、
信
州
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
誰
も

が
気
易
く
使
え
る
方
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
▼
心
の
中
に
在
る
方
言
の
神
様
に
お

伺
い
を
た
て
て
、「
お
前
さ
ん
も
、
そ
ろ

そ
ろ
か
な
。
丁
寧
に
使
う
の
だ
ぞ
」
と
か

「
ま
だ
ま
だ
修
行
が
足
り
ん
」
な
ど
の

お
告
げ
に
従
っ
て
、
ク
リ
ア
し
た
者
が

使
用
を
認
め
ら
れ
る
▼
連
日
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
惨
状
ば
か
り
目
に
し
て
い
る

と
、
心
が
荒
れ
す
さ
び
、
果
た
し
て
自
分

も
い
つ
か
は
使
え
る
よ
う
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
と
妄
想
ば
か
り
が
膨
ら
ん
で
い

く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
き
な
こ
） 

木霊 
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を
も
つ
。『
山
姥
の
反
物
』
は
、
身
ご
も

っ
た
山
姥
の
出
産
を
手
伝
い
褒
美
を
も

ら
う
。
飯
田
市
上
村
に
は
、
７
万
８
千
の

子
を
産
ん
だ
山
姥
の
伝
説
が
残
る
。
足

柄
山
の
金
太
郎
は
、
山
姥
が
夢
の
中
に

現
れ
た
赤
竜
と
通
じ
て
産
ま
れ
た
子
だ

と
さ
れ
、
大
町
市
八
坂
の
金
太
郎
伝
説

で
は
、
大
姥
（
山
姥
）
と
八
面
大
王
の
子

と
伝
え
ら
れ
、
金
熊
温
泉
な
ど
の
地
名

を
残
す
。
青
木
村
田
沢
温
泉
の
有
乳
湯

も
、
山
姥
が
坂
田
金
時
（
金
太
郎
）
を
産

む
に
あ
た
り
浸
か
っ
た
と
さ
れ
る
。 

       

産
霊
神
的
な
特
質
は
、
神
話
に
も
通

じ
る
。
神
話
に
登
場
す
る
神
々
は
、
往
々

に
し
て
多
産
だ
。
ま
た
、
黄
泉
国
で
イ
ザ

ナ
ミ
に
出
会
い
、
逃
げ
帰
る
際
に
イ
ザ

ナ
ギ
が
追
っ
手
に
投
げ
つ
け
て
難
を
逃

れ
た
髪
飾
り
（
葡
萄
の
実
）、
櫛
（
筍
）、

桃
の
実
の
展
開
は
、
そ
の
ま
ま
『
三
枚
の

お
札
』
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。 

 

時
代
的
変
遷
の
中
で
、
山
姥
と
鬼
女

が
入
れ
替
わ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
民
話

も
散
見
さ
れ
る
が
、
本
質
的
な
違
い
を

見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
千
曲
川

左
岸
の
塩
田
平
に
山
姥
話
が
見
当
た
ら

な
い
理
由
も
探
っ
て
み
た
い
。 

（
弘
） 

山
姥
話
は
ど
う
か
。 

地
方
に
よ
り
「
山
母
」「
山
婆
」「
山
姫
」

「
山
女
郎
」
と
も
呼
ば
れ
、
東
海
道
・
四

国
・
九
州
南
部
な
ど
に
は
「
山
爺
」
や
「
山

童
」
と
行
動
を
共
に
す
る
山
姥
も
い
る
。 

『
牛
方
山
姥
』『
喰
わ
ず
女
房
』『
三
枚

の
お
札
』
な
ど
で
は
、
山
姥
は
大
人
や
子

ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
る
妖
怪
と
し
て

描
か
れ
る
。
窮
地
に
陥
っ
た
人
間
が
機

転
を
利
か
せ
て
九
死
に
一
生
を
得
、
山

姥
を
や
っ
つ
け
る
。 

逆
に
、『
糠
福
米
福
』『
姥
っ
皮
』
な
ど

で
は
、
継
子
い
じ
め
を
受
け
る
な
ど
不

幸
に
見
舞
わ
れ
た
者
に
福
を
授
け
る
山

姥
が
登
場
す
る
。
山
姥
の
母
性
・
温
か
み

を
感
じ
さ
せ
る
話
だ
。 

こ
う
し
た
両
義
性
を
も
つ
山
姥
の
原

型
は
、
山
間
を
生
活
の
場
と
す
る
人
々

（
山
人
）
や
、
山
の
神
に
仕
え
る
巫
女
な

ど
が
、
妖
怪
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。『
遠
野
物
語
』
に
は
、

山
の
神
に
め
と
ら
れ
た
り
、
山
人
に
さ

ら
わ
れ
た
り
し
て
山
隠
れ
し
た
女
が
山

姥
に
な
っ
た
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
岳
信
仰
の
習
俗
の
名
残
で
、
出

産
に
際
し
て
女
性
が
入
山
す
る
風
習
が

あ
っ
た
り
、
村
落
の
祭
り
の
際
に
選
ば

れ
た
女
性
が
山
に
こ
も
っ
た
り
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
女
性
た
ち
の

印
象
と
、
山
人
へ
の
畏
怖
、
山
の
神
へ
の

信
仰
心
と
が
相
ま
っ
て
、
妖
怪
化
し
た

山
姥
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

さ
ら
に
、
山
姥
は
、
産
霊
神
的
な
特
質

す
る
。
戸
隠
で
無
法
を
尽
く
す
紅
葉
は
、

会
津
の
出
。
京
に
上
り
源
経
基
の
局
と
な

る
が
、
御
台
所
の
病
の
原
因
が
紅
葉
の
呪

い
で
あ
る
と
さ
れ
、
戸
隠
に
追
放
さ
れ
て

鬼
女
と
な
る
。
討
伐
に
向
か
っ
た
維
茂 

は
、
紅
葉
の
妖
術

に
苛
ま
れ
る
が
、

北
向
観
音
に
詣

で
、
十
七
日
目
に

夢
枕
に
現
れ
た
老

僧
か
ら
降
魔
の
剣

を
授
か
り
、
紅
葉

の
首
を
は
ね
る
。 

『
安
達
ケ
原
の
鬼
婆
』『
宇
治
川
の
橋

姫
』
な
ど
、
鬼
女
伝
説
は
全
国
に
広
ま
っ

て
い
る
。 

共
通
す
る
特
徴
は
、
鬼
女
や
鬼
婆
は
、

元
々
は
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
。『
小
鍋
だ

て
の
湯
』
は
や
や
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
鬼

婆
か
ら
人
間
に
戻
る
が
、
元
々
は
人
間

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。 

鬼
（
鬼
女
・
鬼
婆
）
は
、
現
世
（
人
間

界
）
と
異
界
と
の
間
の
境
界
に
お
り
、
悲

し
み
・
怨
念
・
怒
り
・
呪
い
が
渦
巻
く
中
、

祟
り
を
身
に
纏
う
。
境
界
に
存
在
す
る

た
め
、
現
世
と
の
往
き
来
も
可
能
と
な

る
。 「

鬼
籍
に
入
る
」
は
、
現
世
か
ら
離
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。「
鬼
嫁
」「
鬼
バ
バ

ア
」
な
ど
、
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん

で
い
る
鬼
も
い
る
。
鬼
の
正
体
は
、
精
神

活
動
の
産
物
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。 

 

山
姥
と
鬼
婆
は
ど

う
違
う
の
か
。 

 

塩
田
か
ら
丸
子
に

抜
け
る
砂
払
峠
に
、

『
小
鍋
だ
て
の
湯
』

の
民
話
が
残
る
。
鬼

婆
に
さ
ら
わ
れ
た
娘

が
、
鬼
婆
の
留
守
中

に
鍋
物
を
作
っ
て
食

べ
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
に
鬼
婆
が
帰
っ
て

き
て
し
ま
い
、
慌
て

て
鍋
物
を
隠
そ
う
と

井
戸
に
放
り
込
む
。

す
る
と
、
井
戸
が
温

泉
に
変
わ
り
、
そ
の

効
能
で
鬼
婆
の
肌
も

心
も
美
し
く
な
る
と

い
う
話
だ
。 

        

ま
た
、
別
所
温
泉

の
一
角
に
は
、
平
維

茂
（
こ
れ
も
ち
）
の
塚

と
さ
れ
る
古
墳
が
残

る
。
維
茂
は
、『
鬼
女

紅
葉
伝
説
』
に
登
場
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「
こ
の
話
が
い
い
ね
と
君

が
言
っ
た
か
ら 

六
月
十

日
は 

ふ
る
や
の
も
り
記

念
日
」
と
い
う
次
第
で
、
梅

雨
期
に
「
ふ
る
や
の
も
り
」

の
語
り
を
三
カ
所
で
話
し 

た
▼
保
育
園
で
は
難
し
い
と
思
っ
た
の

で
、
昔
の
家
は
藁
で
屋
根
を
葺
き
、
古
く

な
る
と
ポ
タ
ポ
タ
雨
漏
り
が
す
る
と
い

う
前
置
き
を
し
て
話
し
た
▼
話
し
終
わ

っ
て
年
中
組
さ
ん
は
、「
夜
、
目
が
ピ
カ

ピ
カ
光
る
動
物
見
た
こ
と
あ
る
よ
。
猫
、

狸
、
狐
の
目
が
光
る
ん
だ
よ
」
と
各
々

が
、
ボ
ク
も
、
私
も
見
た
と
盛
り
上
が
っ

た
。
彼
等
に
と
っ
て
、
最
も
心
に
残
っ
た

の
は
、
そ
こ
だ
っ
た
よ
う
だ
▼
年
長
組

さ
ん
は
、
前
置
き
の
話
に
「
草
の
屋
根

だ
」「
傘
は
な
か
っ
た
の
」「
合
羽
は
な
か

っ
た
の
」「
ど
ん
な
服
着
て
た
の
」
と
質

問
攻
め
。
蓑
の
話
は
し
た
が
後
は
自
分

で
考
え
て
と
、
や
っ
と
話
に
入
る
▼
語

り
終
え
て
、
担
任
の
若
い
保
育
士
さ
ん

が
「『
ふ
る
や
の
も
り
』
っ
て
、
古
い
家

の
雨
漏
り
の
話
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
小

さ
い
と
き
こ
の
話
聞
い
た
の
に
、
今
や

っ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
子
ど
も
達
に
絵

本
で
読
ん
で
み
ま
す
」
と
言
っ
て
く
れ

た
。
心
の
中
に
種
が
残
っ
て
い
て
く
れ

れ
ば
い
い
。
そ
れ
で
い
い
。（
美
和
子
） 

産川 

し
、
講
演
会
、
語
り
発
表
会
、
交
流
会
を

予
定
し
て
い
ま
す
。 

講
演
は
、
今
年
卒
寿
を
迎
え
た
稲
垣

勇
一
所
長
。
語
り
は
、
発
表
会
の
時
間
が

限
ら
れ
る
た
め
語
り
手
を
広
く
募
る
形

は
取
り
ま
せ
ん
が
、
出
演
希
望
が
あ
り

ま
し
た
ら
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

コ
ロ
ナ
対
策
を
万
全
に
し
て
お
待
ち

い
た
し
ま
す
。
大
勢
お
越
し
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

一
年
前
、「
く
ら
ふ
ち
通
信
」
第
22
便

に
、
新
企
画
「
民
話 
語
り
っ
こ
・
学
び

っ
こ
」
の
開
催
計
画
を
掲
載
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
感
染
が
広
が
る
中
、
や

む
な
く
中
止
の
決
断
を
し
ま
し
た
。 

「
今
年
こ
そ
は
」
の
思
い
を
込
め
、
コ

ロ
ナ
禍
で
は
あ
っ
て
も
、
余
程
の
こ
と

が
な
い
限
り
開
催
す
る
予
定
で
す
。
た

だ
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
回
は
下
記
の
と
お
り
半
日
開
催
と
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 岩鼻の唐猫さま 

明
だ
。 

鳥
居
を
く
ぐ
り
、
斜
め
右
に
曲
が
る

参
道
を
進
む
と
拝
殿
が
あ
る
。
拝
殿
の

額
下
に
、「
大
己
貴
神
（
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ

カ
ミ
）」「
建
御
名
方
命
（
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ

ノ
ミ
コ
ト
）」「
誉
田
別
尊
（
ホ
ン
ダ
ワ
ケ

ノ
ミ
コ
ト
）」
の
３
体
の
祭
神
の
札
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
大
己
貴
は
大
国
主
の

別
名
。
３
神
が
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
謂
れ
を
示
す
よ
う
な
説
明
書
き
は
境

内
の
中
に
見
当
た
ら
な
い
。 

境
内
北

側
に
は
、

横
一
列
に

石
造
り
の

摂
社
が
並

ぶ
。
そ
の 

着
い
た
場
所
が
坂
城

町
の
「
鼠
宿
」、
唐
猫

が
流
れ
着
い
た
場
所

が
篠
ノ
井
塩
崎
の

「
軻
良
根
古
神
社
」

だ
と
い
う
。 

岩
鼻
か
ら
北
へ
20
㎞
、
軻
良
根
古
神

社
を
訪
ね
た
。
か
つ
て
は
矢
代
の
渡
し

が
あ
っ
た
場
所
。
千
曲
川
が
大
き
く
右

に
湾
曲
し
た
突
端
に
位
置
し
、
力
尽
き

た
唐
猫
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
場
所
と
い

う
の
も
頷
け
る
。 

神
社
の
名
称
に
「
軻
良
根
古
」
の
文
字

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明

治
11
年
か
ら
。
カ
ラ
ネ
コ
を
「
韓
根
子
」

と
し
、
渡
来
系
氏
族
と
の
か
か
わ
り
を

説
く
説
も
あ
る
と
い
う
が
、
詳
細
は
不

半
過
の
岩
鼻
に
開

い
た
大
き
な
穴
。
昔

む
か
し
人
々
を
苦
し

め
た
大
鼠
と
一
族
の

鼠
が
、
唐
猫
に
追
い

詰
め
ら
れ
て
何
と
か

逃
れ
よ
う
と
か
じ
っ

て
開
け
た
穴
だ
と
伝

わ
る
。
満
々
と
た
た

え
ら
れ
た
湖
の
水

は
、
鼠
に
食
い
破
ら

れ
て
一
気
に
押
し
流

さ
れ
、
千
曲
川
に
な

っ
て
流
れ
下
っ
た
。

大
鼠
た
ち
も
唐
猫

も
、
い
っ
し
ょ
に
流

さ
れ
た
。
鼠
が
流
れ 

 

会場 塩田公民館 

日程 

講 演 会 13:00 

語り発表 14:30 

交 流 会 16:00 

終了   17:00 

な
か
に
、「
養
蚕
社
」
と
刻
ま
れ
た
摂
社

を
見
つ
け
た
。
養
蚕
の
敵
、
鼠
を
追
い
払

う
猫
は
崇
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
想

像
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
ひ
ろ
） 

半過の岩鼻 

軻良根古神社 



                           

今
回
も
、
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に
触
れ

ざ
る
を
得
な
い
。
第
７
波
の
急
拡
大
が

止
ま
ら
な
い
。
〝
過
去
最
多
〟
の
文
字

が
躍
る
。
政
府
か
ら
は
、
全
数
確
認
し
な

い
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
打
つ
手
が

な
い
、
お
手
上
げ
状
態
、
コ
ロ
ナ
様
の
気

の
向
く
ま
ま
に
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
。
そ
も
そ
も
、
７
波
に
も
及
ぶ
こ
の

３
年
、
有
効
な
手
立
て
は
打
た
れ
て
き

た
の
か
▼
某
保
守
政
党
の
改
憲
草
案

と
、
旧
統
一
教
会
の
そ
れ
と
が
酷
似
し

て
い
る
と
知
っ
た
。
庶
民
の
生
活
を
顧

み
ず
、
洗
脳
し
、
超
高
額
な
寄
附
を
巻
き

上
げ
る
手
法
と
目
的
は
、
反
社
団
体
も

政
権
も
同
じ
穴
の
狢
か
。
身
銭
を
切
っ

た
税
金
が
軍
事
費
倍
増
に
使
わ
れ
た
の

で
は
た
ま
ら
な
い
▼
人
の
声
が
Ａ
Ｉ
に

乗
っ
取
ら
れ
て
い
る
。
カ
ー
ナ
ビ
も
、
駅

構
内
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
も
、
新
幹
線
の
車

内
放
送
も
、
つ
い
に
は
村
の
有
線
放
送

ま
で
。「
時
代
は
Ａ
Ｉ
、
人
件
費
が
抑
え

ら
れ
る
」
と
理
事
者
。
効
率
、
ス
ピ
ー
ド
、

ス
マ
ー
ト
が
是
と
さ
れ
る
時
代
。
そ
の

裏
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
忘

れ
去
ら
れ
、
見
る
べ
き
も
の
が
見
え
な

く
さ
れ
て
い
な
い
か
。
歩
い
て
い
れ
ば

こ
そ
見
え
る
野
の
花
を
、
新
幹
線
か
ら

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
リ
ニ

ア
な
ど
。
人
の
声
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
哀

愁
を
誘
わ
れ
る
人
の
数
は
減
る
ば
か

り
。「
民
話
」
は
、
そ
の
流
れ
に
さ
さ
や

か
な
抵
抗
を
続
け
て
い
る
。 

 

（
弘
） 

事
務
局
だ
よ
り 

日
も
「
八
日
堂
の
鐘
」
は
私
た
ち
を
見
守

っ
て
い
て
く
だ
さ
る
と
、
心
し
た
も
の

で
す
。 

私
た
ち
の
住
む
西
方
前
方
に
は
、
小

牧
の
山
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
家
か

ら
出
た
と
き
、
毎
回
見
る
こ
と
が
楽
し

く
な
り
ま
し
た
。 

 

お
話
は
こ
の
ほ

か
に
三
話
。
皆
と

夢
の
よ
う
な
時
を

共
有
で
き
て
幸
せ

で
し
た
。 

 （
筆
者
の
佐
藤
さ
ん
は
、
鐘
が
今
も
須

川
湖
に
沈
ん
で
い
る
の
か
気
に
な
り
、

国
分
寺
の
お
大
黒
様
に
聞
き
に
行
か
れ

た
そ
う
で
す
。「
池
ざ
ら
い
し
て
み
な
い

と
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
」
と
い
う
お
答
え
。

想
い
を
繋
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。） 

る
と
い
う
の
で
す
。
あ
の
重
い
鐘
を
か

つ
い
で
千
曲
川
を
渡
り
、
小
牧
山
を
登

り
、
や
っ
と
須
川
の
湖
沼
に
着
き
ま
し

た
。
一
息
し
て
鐘
を
見
る
と
、
鐘
は
湖
沼

の
水
の
中 ―

。 

人
々
は
長
い
間
鐘
の
こ
と
は
忘
れ
、

湖
沼
に
吹
く
風
を
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
と
き
、
ど
こ
か
ら
か
、
そ
よ

風
の
よ
う
に
「
ゴ
ー
ン
」
と
い
う
鐘
の
よ

う
な
音
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
人
々
は
、
今

先
日
、
み
す
ず
台
南
の
「
健
康
広
場
」

で
、
民
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

今
日
は
ど
ん
な
話
が
始
ま
る
の
か
、
気

持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
待
ち
ま
し
た
。

お
話
を
す
る
方
は
二
人
。
一
斉
に
静
か

に
な
り
ま
し
た
。 

 

「
国
分
寺
の
鐘
」 

昔
、
昔
の
お
話
で
す
。 

あ
る
人
が
、
八
日
堂
の
鐘
を
持
ち
帰

 

民
話
と
わ
た
し 

Ⅱ 
 
―

 

「
教
訓
」
の
奥
に ―

 

 

塩
田
平
民
話
研
究
所
友
の
会
員 

 

加
藤 

道
子 

 
 

民
話
と
ほ
ぼ
関
わ
り
の
な
か
っ
た
私
が
思
う
民
話
の
印
象
と
は
、
教
訓
で
す
。

「
こ
れ
を
し
ち
ゃ
あ
い
け
ね
ぇ
」「
こ
れ
を
す
る
と
バ
チ
が
当
た
る
ぞ
」「
嘘
を
付
い

ち
ゃ
な
ら
ね
ぇ
」
な
ど
な
ど
。
お
話
の
起
か
ら
結
末
に
か
け
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が

わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
、
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
や
、
真
っ
当
に
生

き
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る…

そ
ん
な
印
象
で
す
。 

け
れ
ど
、
こ
こ
２
ヶ
月
ほ
ど
、
友
の
会
々
員
に
な
り
、
民
話
に
つ
い
て
の
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
、「
教
訓
」
の
奥
（
何
か
モ
ヤ
モ
ヤ
と
し
て
、
う
ま

く
言
え
ま
せ
ん
が…

）
に
民
話
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
続
く
、
信
仰
心
、
自
然
と

の
関
わ
り
、
抗
え
な
い
業
を
生
き
る
人
の
姿
、
動
物
、
植
物
、
全
て
の
命
に
密
接
に

関
わ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

一
部
に
自
分
も
今
、
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
学
ん
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

編
集
後
記 
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塩
田
平
民
話
研
究
所 

総
会 

 
 

４
月
27
日
（
水
）
に
行
い
ま
し
た
。 

 

昔
ば
な
し
語
り
の
会 

 
 

本
年
度
の
今
後
の
予
定
は
、
左
記
の

と
お
り
で
す
。 

上
田
創
造
館 

８
月
28
日
（
日
） 

２
０
２
２
年
１
月
29
日
（
日
） 

と
っ
こ
館 

 

３
月
26
日
（
日
） 

 

み
す
ず
台
南 

佐
藤 
園
子 

久
し
ぶ
り
の
素
直
な
時
間 


