
                             

    

今
回
の
『
赤
い
鳥
』
所
収
の
「
お
染
」
と
、
少
国
民
文
芸
選
『
か
さ
ゝ
ぎ
物
語
』

所
収
の
「
向
か
ふ
の
お
寺
の
お
駒
さ
ん
」
は
、
タ
イ
ト
ル
の
違
う
同
じ
話
で
す
。 

お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
住
む
家
の
傍
ら
の
竹
や
ぶ
に
い
た
ず
ら
な
ム
ジ

ナ
が
住
ん
で
い
ま
す
。
あ
る
夏
の
晩
、
二
人
の
孫
の
「
お
染
」
に
化
け
た
ム
ジ
ナ
は 

足
の
裏
に
で
き
た
お
で
き
を
治
す
膏
薬
を
も
ら
い
に
や
っ
て
来
ま
す
。
お
じ
い
さ
ん

お
ば
あ
さ
ん
は
本
当
の
お
染
な
の
か
、
ム
ジ
ナ
な
の
か
半
信
半
疑
な
が
ら
、
お
染
が

小
さ
い
時
に
歌
っ
て
い
た
「
向
う
の
お
寺
の
お
夏
さ
ん
」
の
歌
を
上
手
に
歌
う
の
を

聞
い
て
、
安
心
し
て
膏
薬
を
貼
っ
て
や
り
ま
す
。
そ
の
後
、
本
当
の
孫
の
「
お
染
」

が
や
っ
て
来
て
、
さ
っ
き
の
娘
は
ム
ジ
ナ
だ
っ
た
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。 

 

三
人
は
、
い
た
ず
ら
な
ム
ジ
ナ
を
罠
を
掛
け
て
捕
ま
え
よ
う
と
相
談
し
ま
す
。
し

か
し
、
お
じ
い
さ
ん
の
好
物
の
ア
ケ
ビ
を
お
礼
に
置
い
て
い
っ
た
ム
ジ
ナ
の
気
持
を 

「
か
わ
い
い
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
、
笑
っ
て
ゆ
る
し
て
や
り
ま
す
。 

 

こ
の
話
に
つ
い
て
「
刈
谷
ホ
ー
ム
ニ
ュ
ー
ス
」（1

9
9
4

［
平
成6

］.
9
.1
7

）
で
勝

尾
金
弥
氏
は
新
美
南
吉
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
比
較
し
て
い
ま
す
。 

  
 

三
郎
さ
ん
の
童
話
「
お
染
」
は
、
娘
に
化
け
た
ム
ジ
ナ
が
、
本
物
の
娘
が
も
う 

忘
れ
て
し
ま
っ
た
歌
を
歌
っ
た
り
、
お
で
き
に
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
う
薬
の
お
礼 

に
ア
ケ
ビ
を
置
い
て
い
っ
た
り
し
ま
す
。
人
間
と
ム
ジ
ナ
と
が
、
疑
い
は
し
て
も 

通
じ
合
え
る
も
の
と
肯
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
吉
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
は
、
人 

間
と
擬
人
化
さ
れ
た
キ
ツ
ネ
と
の
心
は
通
じ
合
え
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
読 

者
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

確
か
に
森
三
郎
の
童
話
で
は
、
普
段
は
人
間
を
か
ら
か
っ
た
り
い
た
ず
ら
し
た
り

す
る
動
物
が
、
人
間
に
助
け
を
求
め
て
く
る
場
面
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。「
目

ぐ
す
り
」（
『
赤
い
鳥
』1

9
3
2
.
3

）
で
も
、
同
様
の
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
ツ
ネ
母

子
は
お
じ
い
さ
ん
の
情
け
深
い
こ
と
を
頼
み
に
、
目
薬
を
も
ら
お
う
と
し
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
の
方
も
騙
さ
れ
て
い
る
と
分
か
り
な
が
ら
、
約
束
を
守
り
ま
す
。
キ
ツ

ネ
は
お
じ
い
さ
ん
の
家
の
裏
口
に
、
春
は
タ
ケ
ノ
コ
、
秋
は
栗
や
マ
ツ
タ
ケ
を
届
け

ま
す
。
お
じ
い
さ
ん
も
油
菓
子
や
が
ん
も
ど
き
な
ど
を
そ
っ
と
置
い
て
や
り
ま
す
。 

し
か
し
面
白
い
の
は
、
動
物
た
ち
が
、
こ
の
人
間
な
ら
許
し
て
く
れ
る
、
助
け
て

く
れ
る
と
い
う
点
を
ち
ゃ
ん
と
観
察
し
て
、
い
た
ず
ら
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点

で
す
。
三
郎
作
品
の
滑
稽
・
笑
い
の
一
面
が
こ
こ
に
も
出
て
い
て
、
三
郎
さ
ん
が
楽

し
ん
で
書
い
て
い
る
な
と
想
像
で
き
ま
す
。 

今
回
読
み
比
べ
た
二
作
の
う
ち
「
向
か
ふ
の
お
寺
の
お
駒
さ
ん
」
は
、
お
染
が
歌

っ
て
い
た
歌
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
作
の
読
み
比
べ
は
す
で
に
「
か

さ
さ
ぎ
通
信
」
第
６８
号
で
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
も
う
一
度
読
み
比
べ
て
、
『
赤
い

鳥
』
版
の
、
お
じ
い
さ
ん
た
ち
が
椿
の
実
を
拾
い
集
め
て
、
村
の
油
屋
へ
売
り
に
行

く
と
い
う
設
定
に
注
目
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
話
の
最
後
は
、
う
ら
の
椿
の
木

で
ふ
く
ろ
う
が
鳴
く
「
ト
オ
コ
ン
、
ト
オ
コ
ン
」
い
う
声
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
今

回
、
参
加
者
か
ら
、
刈
谷
の
隣
の
知
立
の
親
戚
で
椿
の
実
か
ら
油
を
搾
っ
て
、
生
活

の
様
々
な
場
面
で
使
っ
て
い
た
と
い
う
体
験
談
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
三
郎

さ
ん
の
周
り
で
も
、
実
際
に
椿
油
を
絞
っ
て
使
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
腫
れ
物
の
膿
を
出
す
吸
い
出
し
の
膏
薬
を
子
ど
も
の
頃
に
使
っ

た
と
い
う
体
験
談
も
出
て
、「
お
染
」
の
話
の
背
景
で
話
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。 

「
向
か
ふ
の
お
寺
の
お
駒
さ
ん
」（1

9
4
2

年
）
は
通
信
６８
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

柳
田
国
男
の
『
野
鳥
雑
記
』（1

9
4
0

年
）
に
あ
る
「
ノ
リ
ツ
ケ
ホ
ー
セ
」（
ふ
く
ろ
う

の
こ
と
）
の
鳴
き
声
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
ふ
く
ろ
う
の
声
で
も
翌
日
の
晴
れ

を
印
象
付
け
て
い
ま
す
。
ム
ジ
ナ
と
の
や
り
取
り
を
明
る
く
笑
い
飛
ば
し
、
久
し
ぶ

り
に
会
っ
た
孫
と
楽
し
い
時
を
過
ご
し
て
い
る
雰
囲
気
が
出
て
い
ま
す
。 
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二
〇
二
二
年
六
月
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
お
染
」（『
赤
い
鳥
』

1932.12

）
と
「
向
か
ふ
の
お
寺
の
お
駒
さ
ん
」（
少
国
民
文
芸
選
『
か
さ
ゝ
ぎ
物

語
』［1942.8

］
帝
国
教
育
会
出
版
部
）
の
読
み
比
べ
を
し
ま
し
た
。 

を
し
ま
し
た
。 

次
回
予
定 

二
〇
二
二
年
九
月
九
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

（
八
月
は
休
会
） 

 
 

 
 

 
①
読
み
比
べ
「
赤
鬼
青
鬼
」（
『
赤
い
鳥
』［1

9
3
3
.
1

］
所
収
）
と 

「
青
鬼
赤
鬼
」
『
か
さ
ゝ
ぎ
物
語
』［1

9
4
2
.
8

］
帝
国
教
育
会
出
版
部
所
収
） 

②
「
蘆
刈
（
あ
し
か
り
）」
（『
う
ぐ
ひ
す
の
謡
』［1

9
4
3
.
8

］
所
収
） 


